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狄
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テ
ー
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木
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博
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Ｑ

‥
ｙ

ｎ

乙

本
稿
は
、
こ
う
し
た
狄
嶺

の
行
と
そ

の
本
質
に
お
い
て
連
な
る
接
点

を
呈

示
し
て
い
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
行
為
H
a
n
d
l
u
n
g
」
の
思
想
を
吟
味
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
両
思
想
が
互
い
に
触
れ
合

い
響
き
合
う
、
そ
う
し
た
共
鳴
点
を

解
き

ほ
ぐ
す
こ
と
を
課
題
と

す
る
も
の
で
あ

る
。

第

一
節
　

地
涌

と

し
て

の

行

狄
嶺
の
行

の
思

想
の
形
成
過
程
を
ふ
り
か
え

っ
て

み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

不
可
避
的
に
随
伴
し
て

い
る
実
践
的
結
節
点
と
し
て
、
狄
嶺
自
身

の
〈
生
活

上
の
転
換
〉

の
問
題

が
内
在
し
て
い
る
こ
と

に
気

づ
く
は
ず
で

あ
る
。
な
る

ほ
ど
、
狄
嶺
に
お
け

る
生
活
上
の
転
換
と
は
、
直
接
的
に
い
え

ば
、
従
前
の

エ
リ

ー
ト
コ

ー
ス
を
捨
て
己

の
生
活
を
逆
転
さ
せ
て
百
姓
生
活

に
入

っ
た
こ

と
を
さ
す
。
が
、
よ
り
根
本
的
な
意
味
を
担
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
後

の
百

姓
生
活
そ
の
も
の
に
お
け

る

く
つ
ま
ず
き
〉
を
通
し
て
開
眼
せ
ら
れ
た
行
の

は
じ

め

に

近
代
日

本
思
想

史
上

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
江
渡
狄
嶺

の
思

想
を
そ
の
生
成

の
原
点
に
た
ち
か
え

っ
て
捉
え
返
そ
う
と

す
る
と
き

、

お
の
ず
と

浮
上

し
て
く

る
論
理
的
焦
点
と
し
て
〈
行
の
思
想
〉

を
指
摘
す
る

こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
農

の
哲
人
と
し
て
独
自
の
境
位
を
切
り

拓
い
た
狄
嶺
が
、
そ
の
全
生
涯

を
通
し
て

学
と
し
て
確
立
せ
ん
と
し
た
も
の

こ
そ
〈

家
稷
農
乗

学
〉

に
他

な
ら

な
い
。
学
の
体
系
と
し
て
は
未
完
に
終
わ

っ
た
狄
嶺
の
家
稷
農
乗

学
構
想

の
原
点

を
な
し

、
か
つ
そ

の
オ
ル

ガ
ノ
ン
と

も
い
う
べ
き
行

を
約
言
す

る
な
ら

ば
、
そ

れ
は
、
一
切

の
思
量
分
別
的
な
断

常
二
見

の
囚
わ
れ
か
ら
脱
落
せ

る
位
相

、
換
言

す
れ
ば
、
己
の
「
天

地
禅
堂
」

た
る
百

姓
生
活

そ
の
も

の
へ
の
沈

潜
を
通
し
て
地
涌
す

る
根
源
的
働
き

に
他

な
ら
な
い
、
と

い
い
う
る
で

あ
ろ
う
。



思

想
へ

の
転
換

に
他
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い

て
言
及
し
て
み

た
い
。

狄
嶺

は
、
〈
額

に
汗
し
て
汝
の

パ
ン
を
得
よ
〉

と

い
う
箴
言
を
軸
に

愛

と

労
働
の
崇
高

性
を
説
く

ト
ル
ス

ト
イ
の
理
想
。
さ
ら
に
は
こ
れ
に
「
社
会
的
・

経
済
的
理
由
」
（
『
選
集
』
上
七
四
頁
）
を
与
え
た
と
さ
れ

る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の

思
想
等

を
吸

収
す
る
こ

と
を

通
し
て
、
「
百
性
愛
道
場
」
と
自
ら
名
づ
け
た

百
姓
生
活

に
入
っ
た
わ
け
だ
が
、
皮
肉

な
こ
と

に
、
己

の
理
想

に
燃
え
て
慣

れ
な

い
百
姓

生
活

を
無
我
夢
中
で
す

ご
す
な

か
で
小
作
人
と
し
て
の
最
底
の

生
活
の
メ
ド
が
た
っ
た
頃
、
今
度
は
ポ
ッ
カ
リ
と
心
の
う
ち
に
隙
間
を
も
っ

て
し
ま

っ
て

い
る
自
分

に
遭
遇
す
る
こ
と
と

な
る
。
生
活

の
落

ち
着
き
が
か

え

っ
て
〈
内

な
る
精

神
〉

の
崩
壊
を
暴
露
し
た

、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
現

世

の
名
利
栄
達

の
一
切

を
捨
て
さ
り
、
己
の
全
実
存
を

か
け
た
は
ず
の
理
想

の
生
活

が
そ

の
根
底

よ
り
崩

れ
さ
っ
た
と
き
、
狄
嶺

が
直
面
し
た
の
は
も
が

け
ば
も

が
く

ほ
ど
逆
に
そ
の
深
み

に
は
ま
っ
て
し
ま
う

ど
ろ
沼
と
い
う
虚
無

の
極
相

に
他

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ど
ん
づ
ま
り
そ

の
も
の
が
実

に
そ
も
そ

も
の

く
つ
ま

ず
き

の
石
〉

が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
知

ら
し

め
て
く

れ
る
の
で

も
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、
結

局
、
現
実
の
百

姓
生
活
そ

の
も
の
を
生
き

て
い
た
と
い
う
よ
り

は
む

し
ろ
そ
れ
を
根
拠
づ
け

価
値
づ
け

て
く

れ
る
理
念

の
世
界

に
生
き
て
い

た
こ
と
、
そ
の
か
ぎ
り
理
念
と

生
活
と

い
う
分
別

の
う
え

に
立
っ
て
い
た
が

ゆ
え

の
つ
ま
ず
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

に
気

づ
い
た
の
は
、
狄
嶺
そ
の
入
ら

し
く
畑

の
中

で
あ

っ
た
。
「
道
元
禅

師
の
も
の
を
読
み

始
め
て
か
ら
十

年

余

り
、
百

姓
を
始
め
て

か
ら
十
年
近
く
の
或
る
日
の
こ

と
、

フ

ト
、
『
ア
、
祗

管
打
坐
と
い
ふ
の
は
俺

が
十
年
近
く
も
、
別
に
名
利

を
求

め
る
で
も
な
く
、

只

だ
黙

々
と

し
て
、
こ
の
武
蔵
野

の
畑
で
働
き
来
っ
た
そ

の
姿
そ
の
も
の
が

そ
れ
な
の
で
は
な
い
か
、
そ

の
外

に
自
分
と
し
て
の
祗
管
打
坐
が
何
処
に
あ

る
。
こ
れ
だ
、
こ
れ
が
道
元
禅
師
と
し
て
は
そ
の
所

謂
祗
管
打
坐
な
の
で
あ

る
』
…
…
私
は
道
元
流

の
僧

堂
で
の
祗
管
打
坐
は
し
な
か
っ

た
が
、
私
は
私

の
百
姓
流
の
畑
で
の
―
―
私
は
そ
れ
を
天
地
禅
堂
と
い
っ
て
居
る
―
―
祗
管

作
務
は
や
っ
て
き
た
。
私
は
寧

ろ
こ
れ
を
今
で
も
難
有
い
こ
と
と
思

ふ
て
居

る
。
お
か
げ
で
道
元
禅
師
で
あ
ろ
う
が
、
誰
で
あ
ろ
う
が
。
借
り
も
の
を
し

な
い
わ
か
り
方
を
わ
か
ら
さ
れ

た
の
だ
」（
同
前
二
四
一
頁
）
。
－

か
く
し
て

こ
れ
ま
で
の

「
借
り
物

の
既
製
服

の
よ
う
な
一
切

の
思

想
や
観
念
が
脱
落
し

て
、
百

姓
生
活

そ
の
も

の
か
ら
真
の
思
想
が
地
涌

す
る
に
至
る

こ

と

に

な

る
」
（
斎
藤
論
文
二
六
一
頁
）
。
換
言
す
れ
ば
、
作
為

さ
れ
構
成

さ
れ
た
イ
デ
ー

の
世
界

と
し
て
の

「
天

啓
」

か
ら
、
自
然
の
生
活
の
洗
礼
を
う
け
る
こ
と

を

通
し
て
大
地
か
ら
涌
き
出

る
も
の
へ
と
帰
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
狄
嶺

の
地
涌
と
し
て
の
行
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
狄
嶺
に
と

っ
て
行
と

は
目
的
実
現
の
た
め
の
単
な
る
手
段
な

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
分
別
そ

の
も
の
の
染
汚

を
脱
し
た
不
二
の

位
相
、
換
言
す
れ
ば
分

別
を
つ
き

ぬ
け
る
根
源
的
働
き
に
他

な
ら
な
い
。
こ

の
点
で
狄
嶺
は
行

を
為

か
ら
区

別
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行

が
一
切
の
対

立
を

超
え
た
無
対
の
位
相
を
い
う
の
に
対
し
、
為
は
も
の
に
と
ら
わ
れ
た
二
元
性

の
位
相
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
留
意
し
て
よ
い
の
は
、



－

―

―

行

は

為

と

区

別

さ

れ

る

と

し

て

も

、

為

と
別

の

と
こ

ろ

に
浮

遊

し

て

い

る
わ

け

で

は
な

い
、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
為

は

行

を

は

な

れ
て

は

あ
り

え

ず
、

行

も

為
を

は

な
れ

て

は
あ

り

え

な

い

。
狄

嶺

に
よ

れ

ば

、
行

は

こ

の
世

に

生

き

て

い

る

生
身

の
体

を
も

っ
た
有

限

な
個

人

に
よ

っ
て

し

か

遂

行

さ

れ

え

な

い
の

で

あ

る

。
と

こ

ろ

が

、
有

限

な

個
人

の
現

実

的

行

動

は

為

に
他

な

ら

な

い

。
そ

れ

ゆ

え

、

肝
要

な

の

は
為

を

行

と

す

る

こ
と

、

つ

ま
り

為

そ

の
も

の

を

つ

ら

ぬ
く

行

な

の

で

あ

っ
て

、

為

を

は

な

れ

た
行

と

い
う

抽

象

な

の
で

は

な

い

。
こ

れ

を

狄

嶺

は

「
只

管

百

姓

」

た

る
農

行

を

通

し

て

、
「
為

行

同

参

」

を
解

き

ほ
ぐ

す

わ

け

で

あ

る

。

第

二

節
　

フ

ィ

ヒ

テ

の

行

為

論

と

相

互

承

認

さ

て

、
前

節
で

確

認

さ

れ

た

こ

と

は
、

狄

嶺

に
と

っ
て

、

無

対

と

し

て

の

行

は

相

対

と

し

て

の

為

を

通

し

て

し

か

体
現

さ
れ

え

ず

、

無

対

と

相

対

の
接

点

を

只

と

し

て

の

行

と

と

ら

え

た

、

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。
実

に

フ

ィ

ヒ

テ

の
行

為

の
思

想

も

こ

の
点

に

お

い
て

本

質

的

な

連

関

を

も

っ
て

い

る

よ

う

に
思

わ
れ

る

。

周
知

の

よ
う

に
、

フ

ィ

ヒ

テ

の
行

為

の
思

想

の
最

も

純

粋

な

表

現

は

、

『
全

知
識

学

の
基

礎

』

の
中

で
示

さ

れ

た

。
絶

対

的

自

我

の

端

的

な

無

制

約

性
と
し
て
の
「
事
行
Ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
」
（
Ｇ
Ｗ
Ｌ
．
　
１
６
）
な
い
し
「
純
粋
活
動

ｒ
ｅ
ｉｎ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｔ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
ｊ
（
のｇ

・
）
で

あ

る

。
そ

し
て

、

こ

の

絶

対

的

自

我

の
本

来

的

位

相

は

実

践

的
自

我

に
お

い

て

表

出

さ

れ

て

い

る

。
と

い

い
う

る

。

つ

ま

り

、
「

一
切

が

自
我

と

一

致

す

べ

き

で

あ

り

、

一
切

の
実

在

性

が
自

我

に

よ

つ
て

定

立

さ

れ

る

ぺ
き

で

あ

る
」
〈
Ｇ
Ｗ

Ｌ
.　
１
８
１
）
と

す

る
実

践

的
自

我

の

要

求

は

、

非

我

に

よ

る
制

限

を

た
え

ず

乗

り

越

え

ん
と

す

る

「
無

限

な
努

力

」

「
G
W
Ｌ
.　
１
７
９
）
を

通
し

て

果

た
さ

れ

る

の
で

あ

り

。
ま

さ

に
こ

の

点

に

お

い
て

、

有

限

な

実

践

的

自

我

の

被

制

約

性
と

絶

対

的

自

我

の

端
的

に
絶

対

的

な

無
制

約

性
と

は
架

橋

さ
れ

え

な

い
深

淵

に

よ

っ
て

断

ち

切

ら

れ
て

い

る

の
で

は

な

く

、
人

間

理
性

の
有

限

な

「
対

象

的
活

動

」
「
G
W
Ｌ
.　１
７
４
）
そ

の
も

の

に

お
い

て

無

限

な

る

「
純

粋
活

動
」

と

連

接

し

て

い

る
の

で

あ

る

。

我

々
の

問
題

関

心

か

ら

み
て

興
味

深

い

の

は
、

特

に

、

こ

う

し

た

絶
対

的

自

我

の

無

限

性

へ

と

連

接

す

る
有

限

な

理

性
的

存

在

者

と

し

て

の

人

間
的

自

我

の

行

為

で

あ

る

。

こ

れ

を

フ

ィ

ヒ
テ

は

『
自

然
法

の

基

礎

』

に

お

い

て

「
他

我

の

演

繹

」

と

こ

れ

に

も

と

づ
く

「
相

互

承
認

」

の
問

題

と

の

連

関

で

論

じ

て

い

る
。

そ

こ

で

ま
ず

こ

う

し

た
点

を

吟

味

す

る
こ

と

と

し

た
い

。

『
自

然
法

の
基

礎

』

に

お
い

て

目

指

さ

れ
て

い

る

の

は

、

言
う

ま
で

も

な

く

、

有

限

な

理

性

的

存

在
者

相

互

の

自

由

な
共

同

関

係

の

概

念
と

し
て

の

法

概

念

の

基

礎

づ

け

で

あ

る

。

こ

の
法

関

係

の
演

繹

は
、

理

性

的

存

在
者

自

身

の
可

能

性

の

条

件

を

さ

ぐ

る

こ

と
を

通

し

て

遂

行

さ
れ

る

。
し

た

が

っ
て

、

理

性

的
存

在

の

内

的

本

性

を

解

き

ほ

ぐ
す

こ

と

が

重
要

な

ポ
イ

ン

ト
と

な

っ

て

い

る
、

と

い

い
う

る

。
フ

ィ
ヒ

テ

は
こ

の

理

性

的
存

在

者
の

根

本

的

特

徴

を

「
自
己

の

う

ち

へ

還

帰
す

る
活

動

一

般
」
（
Ｇ
Ｎ
Ｒ
.　１
７
）

の

う

ち

に

み

る

。

こ
の
活
動
の
作
用
と
は
「
自
己
自
身
を
定
立
す
る
働
き
」
（
e
b
d
.
）
に
他
な
ら

ず
、
自
己
定
立
と
は
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
反
省
」
（
e
b
d
.
）
な
い
し
は
「
自

己
自
身
を
自
ら
に
意
識
す
る
こ
と
」
（
Ｇ
Ｎ
R
.
　
２
）
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
「
自

為行と行
一
ｂ

り

乙



己

を

存

在

す

る

と

し

て
定

立

す

る

か

ぎ

り

に

お

い

て

の

み

…

…
存

在

す

る
」

（
e
b
d
.
）
そ
う
し
た
理
性
的
存
在
者
の
内
的
構
成
へ
向
け
ら
れ
た
問
い
は
自
己

意

識

の

可

能

性

へ

の
問

い
と

同

根

な

の

で

あ

る

。

さ

て

、

自
己

意
識

の
可

能

性

を

問

う

こ
と

は

、
自

身

に
内

在

す

る
矛

盾

の

構

造

を

注

視

す

る

こ
と

、

で

も

あ

る

。
有

限

な
理

性
的

存

在

者

と

し

て

の

人

間

的
自

我

は
、

本

来

的

に

は
、

自

己

内

還

帰

的

活

動

の

根

拠

を

自

己

自

身

に

持

つ

べ
き

だ
と

し

て

も

、

そ

の

現

実

性

か

ら

い

え

ば

、

端

的

に

無

制

約

的

な

「
純

粋

活

動

」
と

し

て

の

絶

対

的

自

我

と

は

異

な

り

、

己

の

外

に

対
置

せ

る
も

の

と

し

て

の

客

体

に

よ

る

限

定

を

う

け

ざ

る
を

え

な

い

。

す

な

わ

ち

①

〈
理

性

的

存

在

者

が

客

体

を
定

立

し

う

る

た

め

に

は

、

同

時

に

、
同

一

の
不

可

分

の
総
合
に
お
い
て
、
自
ら
に
実
働
性
（
W
i
ｒ
ｋ
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
i
t
)
を
帰
さ
な
く
て
は

な

ら

な

い
〉

が

、

し

か
し

、

②

〈
理

性
的

存

在

者

は
、

実

働

性

を

自

ら

に

帰

す

る

こ
と

が
で

き

る

た

め

に
は

、

こ

の
実

働

性
が

向

か
う

べ

き

〔

し

た

が

っ

て

理

性
的

存

在

者

の

自

由

な

活

動

を

妨

げ

る
も

の

と

し

て

の

〕
客

体

を
定

立

し

て

し

ま

っ
て

い

な

く

て

は

な

ら

な

い

〉

の
で

あ

る

（
ｖ
ｇ
ｌ

．　
Ｇ
Ｎ
Ｒ

．　
３
０
）
°

こ

う

し

た
矛

盾

が

解

決

さ

れ

、

自

己

意

識

が

可

能

と

な

る

た

め

の
条

件

は
、

主

体

の

活

動

が

同

時

に

客

体
そ

の

も

の

で

あ

る

よ

う

な

〈
総

合
〉

が

果

た
さ

れ

る

こ

と

。

つ

ま

り

「
主
体

の
実

働

性

が
そ

れ

自

身

知

覚

さ

れ

把
握

さ

れ

た
客

体

で

あ

り
、

そ

の
客

体

が

主
体

の

こ

う
し

た

実
働

性

に
他

な
ら

ず

、

し

た

が

っ
て

両

者

が
同

一
で

あ

る
」
（
Ｇ
Ｎ
Ｒ

．　
３
２
）

そ

う

し

た

合

一

点

が

想

定

さ

れ

る

こ
と

、

で

あ

る

。

フ

ィ

ヒ
テ

に

よ
れ

ば

、

主
体

が

自

己

を

客

体

と

し

て
見

い

だ

す

の

は

、
「
そ

の

主

体

が

…

…

自

己

活

動

へ
と

自

己

を

規
定

す

る

と

し

て
自
ら
を
見
い
だ
す
の
で
は
な
く
・
…
：
あ
る
外
的
な
つ
き
あ
げ
（
Ａ
ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
s
s
）

に
よ
っ
て
自
己
活
動
へ
と
規
定
さ
れ
た
と
し
て
自
ら
を
見
い
だ
す
」
（
G
N
R
.

3
3
）
と
き
、
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
主
体
が
自
己
規
定
す
る
よ
う
に

規

定

さ

れ

て

い

る

こ

と

、

つ

ま

り

「
実

働

へ

の

自

己

決

断

を

主

体

に

課

し

て

い

る

要

請

（
Ａ
ｕ
ｆｆ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

）
」
（
ｅ
ｂ
ｄ
.）

は

、

主

体

が

一

方

的

に

あ

れ

こ

れ

の

特

定

の

仕

方

で

行

為

す

る

よ

う

強

制

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

の

で
は
な
く
―
―
そ
う
で
あ
れ
ば
主
体
は
自
由
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
―
―
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
主
体
は

自

由

た

る

こ

と

を

保

持

し

て

い

る

の

で

あ

る

（
ｙ
ｇ
ｌ

．　
Ｇ
Ｎ
Ｒ
.
　
３
４
）
。

こ

の

よ

う

に

、

主

体

の

自

由

な

自

己

活

動

を

ひ

き

だ

す

原

因

は

、

そ

れ

ゆ

え

、

主

体

と

同

様

な

「

理

性

と

自

由

の

概

念

」
（
Ｇ
Ｎ
Ｒ
.
　
３
６
）

を

も

つ

理

性

的

存

在

者

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

、

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

以

上

の

よ

う

に

し

て

示

さ

れ

た

〈

他

者

の

演

繹

〉

に

し

た

が

え

ば

、

主

体

の

外

に

あ

る

他

の

理

性

的

存

在

者

は

自

身

の

行

為

に

よ

っ

て

当

の

主

体

に

自

由

な

行

為

を

要

請

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

他

者

は

自

分

の

自

由

を

こ

の

主

体

の

自

由

の

概

念

に

よ

っ

て

制

限

し

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

点

で

、

主

体

が

他

者

を

理

性

的

で

自

由

な

存

在

者

と

し

て

認

識

す

る

こ

と

は

、

他

者

の

自

己

制

限

に

よ

っ

て

制

約

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

逆

に

、

他

者

が

こ

の

主

体

を

理

性

的

で

自

由

な

存

在

者

と

し

て

認

識

す

る

こ

と

は

、

当

の

主

体

の

認

識

に

よ

っ

て

、

か

つ

そ

の

認

識

に

ふ

さ

わ

し

い

し

か

た

で

主

体

が

行

為

す

る

こ

゛

と

に

よ

っ

て

制

約

さ

れ

て

い

る
（
ｖ
ｇ
ｌ

．　Ｇ
Ｎ
Ｒ

．　４
３
）

そ

れ

ゆ

え

、
「

自

由

な

存

在

者

相

互

の

関

係

は

。

知

性

と

自

由

に

よ

る

相

互

作

用

（
Ｗ

 
ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
w
ｉｒ
ｋ
ｕ
ｎ
ｇ

）



の

関

係

な

の

で

あ

る

」
（
Ｇ
Ｎ
Ｒ

．　
４
４
）
。
し

た

が

っ
て

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

と

っ
て

個

体

性

の

概

念

と

は

決

し

て

孤

立

し

た

個

人

な

の

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

も

行

為

を

通

し

て

実

現

さ

れ

る

「
相

互

概

念

Ｗ

ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉｆｆ
」
　
（
Ｇ
Ｎ
Ｒ

．　４
７
）
　
Ｕ

他

な

ら

な

い

。

主

体

と

他

者

と

が

相

互

に

承

認

し

あ

う

こ

と

な

く

し

て

は

、

両

者

の

い

ず

れ

も

相

手

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

、

そ

う

し

た

相

互

関

係

を

フ

ィ

ヒ

テ

は

「

相

互

承

認
w

ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌｓ
ｅ
ｉｔ
ｉｇ
ｅ
　Ａ
ｎ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
」

と

し

て

捉

え

る

の

で

あ

る

。

さ

て

、

以

上

か

ら

確

認

さ

れ

う

る

よ

う

に

、

フ

ィ

ヒ

テ

は
〈

他

者

の

演

繹

〉

に

も

と

づ

く

相

互

承

認

の

基

礎

に

有

限

な

人

間

理

性

の

行

為

を

お

く

。

も

と

よ

り

自

我

が

あ

っ
て

こ

れ

に

付

随

し

て

行

為

が

あ

る

と

い

う

の

で

は

な

い

。

む

し

ろ

。

自

我

が

自

我

た

り

う

る

の

は

一

貫

し

て

行

為

を

通

し

て

の

み

な

の

で

あ

り

。

し

か

も

そ

れ

は

自

我

の

自

己

矛

盾

を

解

く

鍵

と

し

て

の

要

請

の

理

性

的

原

因

た

る

他

者

と

の

共

同

と

い

う

開

か

れ

た

次

元

へ
と

解

き

放

た

れ

る

こ

と

を

通

し

て

な

の

で

あ

る

。

か

く

し

て

は

じ

め

て

、

自

己

の

う

ち

へ

還

帰

す
る
。
そ
う
し
た
〈
循
環
〉
が
完
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
他

者

と

の

自

由

な

共

同

関

係

を

相

互

承

認

と

し

て

捉

え

る

と

き

、

そ

の

根

底

に

お

い

て

貫

く

行

為

と

は

、

も

は

や

単

な

る

目

的

に

対

す

る

手

段

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

、

現

実

の

人

間

理

性

の

有

限

な

行

為

そ

の

も

の

の

う

ち

で

体

現

さ

れ

て

い

る

絶

対

的

自

我

の

端

的

な

無

限

性

を

示

し

て

い

る

、

と

思

わ

れ

る

。

第

三

節
　

回

互

個

と

家

稷

狄

嶺

の

行

は

、

つ

ま

る

と

こ

ろ

、
〈

只

〉

の

体

認

で

あ

る

。

と

い

い

う

る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
〈
只
〉
で

お
わ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ま
さ

に
そ
こ

か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
狄
嶺
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
百
姓
で
あ

っ
た
。
そ

の
限
り
で
、
狄
嶺
の
行
と

は
、
そ
う
し
た
自
分

の
「
百
姓
と
し
て

の
眼
」
、
「
百

姓
読
み
」
、
「
百
姓
行
」
を
離

れ
て

は
あ
り
え
ず
、
し
た
が

っ
て

百

姓
と

し
て
の
自
分

な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ

に
狄
嶺
の
〈
一
法
究

尽
〉

が
あ
る
。
自
分

の
行

を
行
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、

つ
ま
り
現
に
生
き
て

い
る
自
分

の
生
活
を
行
ず
る
こ
と
を
通
し
て

こ
そ
〈
個
我
特
殊
の
殼
に
閉
ざ

さ
れ
た
自
分
で
は
な
く
、
世
界
の
全
体
に
自
ら
を
開
き

、
万
象

の
中
に
あ
り
、

万
象
と
の
交
わ
り

に
立
ち
出
で
た
自
分
〉
た
り
う
る
道
が
拓
け

る
の
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
多
様
な
世
界
の
う
ち
に
「
各
自
個
の
道
を
発
見
」（
『
選
集
』
上
八
頁
）

し

、
独

立
個
人

の
共
同
と
し
て
の
〈
家
稷
農
乗
学
〉
が
構
想
さ
れ
る
所
以
が

あ
る
。

も
と
よ
り
、
狄
嶺
に
と

っ
て
哲
学
と
は
「
現
に
自
分
が
生
活
し
て
い
る
こ

と
を
考
え

る
こ
と
」
（
『
研
究
』
二
九
六
頁
）
を
お
い
て

他
に
は
あ
り
え
な
い
。

百
姓

に
と

っ
て
現
実

の
生
活
と
は
家
稷
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
家
稷
と
い
う

概

念
は
、〈

社
稷
〉

を
も
と
に
し

た
狄
嶺

に
よ
る
造
語
で
あ

っ
て

、
つ

ま

る

と
こ
ろ
百

姓
の
生
産
協
同
体
に
し
て
基
本
的
な
生
活
空
間
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
が
、
百

姓
が
自
身
の
現
実
か
ら
出
発
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
各

々
の
生
産
拠
点
た
る
家
稷
と
い
う

「
立
場
」

に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ

う
。
こ
の

〈
立
場
〉
と
は
、
先

に
触
れ
た
〈
為
〉

に
相
当
す

る
位
相
に
あ
り
、

く

ぎ
ら
れ

た
も

の
に
固
執
す
る
構
え

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

う
に
各

々
が

各
々
の
現
実
た
る
家
稷
を
不
可
避
的
出
発
点
と
し
て
受
け
い
れ

為行と行
７

ｎ

ｚ
・



る
な
ら
ば
、
そ
こ

か
ら

い
か
に
し

て
各
自
己
の
殼
を
つ
き
破
り
う

る
地
平
が

拓

か
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
を
解
明
す

る
た
め
に
さ
し
あ
た

っ
て
ま
ず
〈
農
乗
〉
に

つ

い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。
こ
の
農
乗
の
乗

は
〈
乗
物
〉
を
意
味

し
て
お
り
、
迷
い
の
岸
か
ら
悟
り
の
岸
へ
乗
せ
て
い
く
乗

り
物
だ
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
も
仏
乗
に
対
す
る
百
姓
の
道
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
狄
嶺

に

よ
る
造
語
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
狄
嶺
に
お
い
て

は
。
悟

り
と

い
う
彼
岸

へ

の
乗

り
物
と

し
て
で
は
な
く
、
此
岸
つ
ま
り
こ
の
世

の
今
、
こ
こ

に
お
け

る

実
現

を
意
味
す
る
働
き
と

し
て
把
握
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
で
、
百
姓
に
と

っ
て
肝
要
と

な
る
の
は
こ

の
働
き

を
通
し
て
己
の
業

（
な
り
わ
い
）
を
行
と

す

る
こ
と
、
つ
ま
り
農
行

の
体
現
な
の
で
あ
る
。
こ
の
農
行

の
担
い
手
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
常
に
す
で
に
生
身
の
体
を
も
っ
た
「
こ
と

ぬ
し
」
と

し

て
の
個
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
可

避
的
に
個
の
具

体
的
あ
り
よ
う
が

問
題
の
中
心
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
狄
嶺
も
こ
れ

へ
の
究
明

へ
と

向
か
う
こ

と
と

な
る
。

さ
て
、
こ
の
個
と
は
決
し
て
孤
立
し
た
「
単
個
」
（
『
研
究
』
一
四
三
頁
）
で

は
あ
り
え

な
い
。
狄

嶺
は
、
個
を
「
分

個
」
と

「
別
個
」
と

に
区
別
し
、
そ

の
違
い
を
強
調
す

る
。
な
る
ほ
ど
、
ど
ち
ら
も

く
わ
か
れ
〉
で
は
あ

る
が
、

前

者
つ
ま
り
分
個

が
「
再

び
帰

っ
て
く

る
」

わ
か
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
後

者

の
別
個
は
「
全
然
関
係

な
く
な

る
」
わ
か
れ
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

別
個
の
集
合
は
単
な
る
「
オ
ー
ル
」
を
意
味
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
内
実

は

「
不
触
個
」
同
士
の
分
散
的
有
様
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対

し
、
分

個
と

は
、
狄
嶺

に
よ
れ
ば
、〈
各

々
が
生
き
る
場
に
お

い

て

返
照
さ
れ
た
個
〉

な
の
で
あ

っ
て
。
そ
の
特
質

は
「
対
個
」
た
る
点
に
あ

る
。

こ
の
対

個
と

い
う
と
き

の
〈
対
〉
は
、
単
に
一
方
的
な
関
係
で
は
な
く
、
「
回

互

の
関
係
」
、
つ
ま
り
お
互
い
に
関
係
し
あ
う
、
そ
う
し
た
相
互
関
係

に

他

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
個
な
い
し
対
個
と
は
、
本
質

的
に
は
相
互
関

係

を
体
現
し
て
い
る

「
回
互
個
」
な
の
で

あ

る
（
参
照
『
研
究
』
一
四
三
、
一
四

六
頁
）
。
回
互
個
は
、
「
相
対
を
含
み
、
同
時

に
絶
対

を
含
み

、
そ
れ

を

た
ち

超
え
た
個
」
（
同
右
一
四
四
頁
）
と
し
て
の
「
祗
対
個
」
（
つ
ま
り
祗
は
只
と

い

う
こ
と

、
あ

り
の
ま
ま

の
す
が

た
の
個
）
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た

祗
対

個
な

い
し
回
互
個

の
回
互
性
と
し
て

の
共
同
関
係
こ
そ
「
ホ
ー
ル
」
つ

ま
り
全
に
他
な
ら
ず
、
百
姓
の
生
産
協
同
体
た
る
家
稷

の
真
の
〈
連
帯
〉

を

保
障
す
る
紐
帯
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
が
個
た
り
う
る
の
は
共
同
関

係
に
体
達
せ
る
回
互
個
と
し
て
の
み
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
共
同
関
係
は
回
互

性
に
返

照
さ
れ
た
個
つ
ま
り
分

個
を
欠
い
て
は
あ
り
え
な
い
。
も
は
や
明
ら

か
な
よ
う
に
、
狄
嶺

に
と

っ
て

も
、
回
互
個
と
家
稷
を
そ
の
根
底
に
お
い
て

関
係
づ
け

う
る
の
は
行

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ
り

に

さ
て
最
後

に
ま
と

め
て
み
た
い
と
思

う
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
絶
対
的
自
我
と
は
純
粋
活
動

そ
の
も

の
で
あ
り
、
端

的

に
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
的
な
も
の
の
場
面
と
の
連
関
を
欠
く
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
空
し
い
抽
象
で
し
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
有
限
で
実
践
的
な



理
性
的
存
在

者
と
し
て

の
〈
個
人
〉

に
至

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
十
全

な
意
味

が
実
現

さ
れ
う
る
。
し

か
し
こ
の
個
人

が
〈
人
格
〉
と
し
て
あ
り
う
る
と

す

れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
理
性
的
存
在
者
と

の
相
関

に
お
い
て
よ
り
他
に
は
あ
り

え
ず
、
こ
う
し
た
、
相
互

に
妥
当
す

る
承
認
関

係
を
保
障
し
て

い
る
の
は
有

限
な
理
性
的
存
在
者
の
行
為

な
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
現
実
的
な

理
性
的
存
在
者
の
自
己
意
識
の
可

能
性
が
絶
対

的
自
我

の
根
源

性
に
連
接
し
、

か
つ
こ

れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
と

る
わ
け
で
あ
る
。

狄
嶺

に
お
い
て
も
同
様
に
、
一
切
の
思
量
分
別
の
囚
わ
れ
か
ら
脱
落

せ
る

行

を
天
上

に
ま
つ

り
あ
げ
て
お
く
こ
と
な
く
、
相
対

の
う
ち
に
埋
没
せ
る
為

を
徹
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
そ
こ
に
行
の
無
対
へ
と
連
続
し
て
い
く
、
そ
う

し
た
連
関

を
テ
コ
と
し
て
個
が
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

、

個
が
個
た
り
う
る
現
実
的
条
件
が
行

な
い
し
行
為

に
他
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ

れ
が
他
個
な
い
し
他
我
と

の
回
互

性
な
い
し
相
互

性
に
お
い
て
実
現
す
る
こ

と

は
す
で

に
み
た
通
り
で

あ
る
。

な
る
ほ
ど

、
狄
嶺

に
お
い
て
は
、
フ

ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な
〈
他
我

に
よ
る
要

請
〉
と

い
う
表
現

は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
語
ろ
う
と
し
て
い
る
事

態
は
か
わ

ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
狄
嶺

は
次
の
よ
う
な

歌
に
表
出
し
て

い
る
、
と

思

わ
れ
る
。

「
生
か
さ
れ
て
　

働

い
て

生
き
　

生
か
し
つ
つ

我
ら
世

に
あ
る
　
ま
こ
と

な
り
け
り
」

引

用

略

号

『

選

集

』

＝

『

江

渡

狄

嶺

選

集

』

上

巻

（

家

の

光

協

会

、

一

九

七

九

年

）

『

研

究

』

＝

江

渡

狄

嶺

『

場

の

研

究

』

（

山

川

時

郎

編

、

平

凡

社

、

一

九

五

八

年

）

斎
藤
論
文
＝
斎
藤
知
正
「
江
渡
狄
嶺
の
人
と
思
想
―
―
百
姓
と
仏
法
―
―
」
（
『
道
元

禅

と

現

代

』

所

収

、

斎

藤

知

正

先

生

退

官

記

念

著

作

刊

行

会

、

一

九

八

三

年

）

Ｇ

Ｗ

Ｌ

．
＝

Ｊ

．
　
Ｇ
.

　

Ｆ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｅ
,
　

Ｇ

ｖ

ｕ

ｎ

ｄ

ｌａ

ｇ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
ｇ

ｅ
ｓ
a
m

ｔ
ｅ
ｎ

　

Ｗ

ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ

ｃ
ｈ
ａ

ｆ

ｔ
ｓ
ｌ

ｅ

ｈ
ｒ

ｅ

ａ

ｌｓ

　
Ｈ

ａ

ｎ

ｄ
ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｆ

ｔ
　
ｆ

ｉｉ
ｒ

　
ｓ
ｅ

ｉｎ

ｅ

　
Ｚ

ｕ

ｋ
ｏ
ｒ

ｅ
ｒ

，
　
Ｆ

ｅ

ｌ
ｉ
ｘ

　
Ｍ

ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｒ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ

ｇ
｢
　
１

９
７
９

．

（

参

考

、

木

村

素

衛

訳

『

全

知

識

学

の

基

礎

』

岩

波

文

庫

、

一

九

八

五

年

）

Ｇ

Ｎ

Ｒ

．
=

Ｇ

ｒ
ｕ

ｎ

ｄ

ｌａ

ｇ
ｅ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

ｒ

ｅ
ｃ

ｈ

ｔ
ｓ

 

ｎ

ａ

ｃ
ｈ

　

Ｐ

ｒ

ｉ
ｎ

ｚ
ｉ

ｐ

ｉ
ｅ
ｎ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｗ

ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｆ

ｔ
ｓ

ｌｅ

ｈ
ｒ
ｅ

，
　
Ｆ

ｅ

ｌ
ｉｘ

　
Ｍ

ｅ

ｉｎ

ｅ
ｒ

　

Ｖ

ｅ

ｒ

ｌ
ａ
ｇ

，
　

１
９

７
９

．

（

参

考

、

藤

澤

賢

一

郎

訳

『

知

識

学

の

原

理

に

も

と

づ

く

自

然

法

の

基

礎

』

、

『

東

京

経

済

大

学

会

誌

』

第

一

六

三

号

以

下

所

収

、

一

九

八

九

年

一

一

月

以

降

）

（

き

む

ら

・

ひ

ろ

し

、

哲

学

．

法

政

大

学

非

常

勤

講

師

）

為行と行
－

2
9
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