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心
　

と
　

自
　

我

―
―
英
国
哲
学
と
盤
珪
―
―

田
　

山
　

令
　

史

い
方

は
こ
の
問

い
が
、
経
験
的
主
観
と

超
越
論
的

主
観
、
両
者
の
関
係
の
問

題

に
至

る
事
を

お
気
付
き
の
事
と
思

う
。
バ
ー
ク
レ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念

論

は
世
界
と

、
思
考
や
知
覚
の
対
象
た
り
う
る
よ
う
な
自
我

の
、
切
り
離

し

え

な
い
関
係

を
言

い
立
て
る
。
カ
ン
ト
の
思
考

は
こ
の
よ
う
な
自
我
を
超
え

て
、
超

越
論

的
主
観
と

い
う
も
の
と
世
界

の
必
然
的
関
連
に
分
け
入

っ
て
い

く
。
か
よ
う
な
主
観
は
果
た
し
て
、
一
人

の
人
間

の
作
り
上
げ
た
一
つ
の
哲

学
体
系
を
成
立
さ
せ

る
た
め
の
単
な
る
仮
定
、
要

請
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
そ

れ
と
も
こ
の
主
観
は
実
際
、
経
験
を
支
え
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
経
験
に
お

い
て

そ
の
有

り
様
を
示
せ
る
も
の
な
の
か
。
以
下
で
試
み
る
事
は
、
哲
学
史

的
に
言
え
ば
、
こ
の
超
越
論
的
主
観
に
関

し
て

、
カ
ン
ト
の
名
を
な
る
べ
く

出

さ
な
い
カ
ン
ト
擁
護
で
あ
る
。
以
下

に
登
場
す

る
種

々
の
議
論

を
カ
ン
ト

か
ら
の
一
本

の
筋

の
上

に
見
る
事
で
、
分

析
哲
学
と
呼
ば
れ
る
現
代
の
哲
学

の
或

る
傾
向
も
、
自
覚
的
に
過
去
を
生
き
返

ら
せ

る
作
業
で
あ
る
事
を
示

し

０Ｑ

り

は
じ
め
に

こ
こ
で

は
、
「
自
我
」

に
ま
つ

わ
る
一
つ
の
問
題
に
つ

い
て
、
英
国

の

思

想
家
と
我

が
国
の
盤
珪
を
引
き
合

い
に
出
し
な
が
ら
考
察
す

る
。
「
私
の
心
」

と

い
う
も
の
に
つ
い
て
考

え
る
事

は
ま
た
、
「
私
」
、
「
自
我
」
と
い
う

も

の

に
つ
い
て

考
え
る
事
に
な
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
「
心
」

に
つ
い
て
考
え

つ

く

せ
ば
、
「
私
自
身
」

に
つ
い
て

も

考
え
つ
く
し
だ
事

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

勿
論
、
こ
れ
は
違
う
。
「
私
」

は
ま
ず
、
身
体
を
備
え

た
存
在
で

あ

り
、
単

に
心
と
し
て
の
存
在
で
は
な
い
。
し

か
し
、
で

は
、
私

の
心
と
私

の
身
体
を

合
わ
せ
考

え
れ
ば
「
私
」
、
「
自
我
」

は
残
り

な
く
考
え
ら

れ
た
事

に
な
る
の

か
。
ス
ト

ロ
ー
ソ
ン
言
う
と

こ
ろ
の
パ
ー
ソ

ン
に
つ

い
て
、
あ
る
い
は
よ
り

端

的
に
は
、
私
が
こ
の
私

の
思

い
、
思
惑
、
感
情
な
ど
に
つ
い
て
考
え
つ
く

せ
ば
、
私
は
私
の
前
に
く

ま
な
く
現
れ
て
く
る
の
か

。
カ

ン
ト
哲
学
に
親

し



て
み

た
い
。
比
較
哲
学
と

い
う
事
が
、
過
去
を
再
生
す
る
事
に
よ
っ
て

現
代

を
知
る
事
、
こ

の
よ
う

な
意
味
で
の
過
去
と
現
代
の
比
較
で
も
あ
り
う

る
な

ら
ば
、
分
析
哲

学
は
よ
い
例
に
な
る
か
と
思

わ
れ
る
。
さ
て
。
か
く
申
し
上

げ
て
、
盤
珪

に
至
る
考

察
が
西

欧
の
思

想
問
題

の
主
流

の
一
つ
と
合
流
す
る

事
を
見
届
け

、
西
と

東
の
比

較
哲
学
と
い
う
事

の
責
を
も
果

た
し
た

い
。

一
　

ヒ
ュ

ー

ム

ま
ず
、
親
し
み
や
す
い
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
入
り
、
現
代
の
論
争
に
移
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の

主
著

『
人
性
論
』
、
そ
の
主
要
な
部
分
で

あ
る
自
我

に

つ

い

て
の
議
論
は
、
否
定
に
終
始
す
る
。
即
ち
、
自
我
の
実
体
性
、
持
続
的
同
一

性
、
そ
し
て
単
純
性
は
全
て
そ

の
根

拠
を
奪
わ
れ
る
。
こ
こ
に
至
る
議
論
で

ヒ
ュ

ー
ム
は
、
「
自
我
」

が
、
外

的
観
察
、
或
い
は
内
的
観
察
の
対
象

と

し

て
十
全
に
現

れ
て

い
る
と

い
う
事
を
当
然
の
前
提
と
す

る
。
こ

れ
を
言

い
換

え
れ
ば
、
私
の
考
え

事
の
対

象
に
な
り
う
る
と

い
う
点
で
、
「
自
我
」
と
「
他

人
」
は
区
別
さ
れ
な
い
、
こ
う
い
う
事
に
な
る
。
こ
こ
で

こ
の
ヒ
ュ

ー
ム
の

考
え
を
、
「
自
我
の
同
一
性
」
と

い
う
場
面
で
論
駁

す
る
。
こ
の
事
を
通
じ
、

こ

の
「
自
我
は
反
省
や
感
覚
の
主
体
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
対
象
た
り
う

る
。
そ
し
て
そ
れ

に
尽
き
る
。」
と

い
う
考
え
が
問
題
に
な
り
う
る
こ
と
を
示

す

。ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
自
我

の
持
続

的
同
一
性
」
を
ど
う
説
明

す
る

の

か
。
こ

の
同
一
性

は
「
す

べ
て
知
覚

は
（
そ
れ
は
自
我
を
も
構
成
し
て

い
る
世
界

の

単

位
で
あ

る
が
）
個
別
の
存
在
で

あ
る
。」
と

い
う
、

ヒ
ュ

ー
ム
哲
学

の
前
提

と

抵
触
す
る
。
こ

の
問
題
を
片
付
け
ね
ば
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
体
系
は
完
成
し
な

い
。
こ
こ
で

ま
ず
、
単
に
過

去
を
呼
び
覚

ま
す
機
能
と
し
て
、
記
憶
が
持
ち

出
さ
れ
る
。
記
憶
の
こ
の
機
能

に
訴
え
て

も
論
点
先
取
に
は
な
ら
な
い
、
ま

ず
こ
の
事

が
前
提
に
な
る
。
次
に
自
我
に
つ
い
て

の
考
察
の
代
わ
り
に
他
人

の
心
に
つ
い
て
の
観
察
を
あ
て

、
さ
ら
に
こ
の
他
人

の
心
を
、
仮
に
あ
た
か

も
表
に
現
れ
た
彼
の
顔
の
よ
う
に
観
察
で
き
る
と

す
る
。
こ

の
二
つ
の
前
提

が
議
論
を
支
え
る
。
私
は
こ
こ
で

、
ヒ
ュ

ー
ム
の
第
一

の
前

提
、
こ
れ
が
第

二

の
前
提
と
表
裏
を
成
す
誤
り
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
二
つ
の
前

提
は
相
身
互
い

で

あ
り
、
自
我

に
つ

い
て
の
同
一

の
ま
ち
が

っ
た
考
え
に
基
づ
く
も

の
で
あ

る
事

を
示
し
て
み

る
。

ヒ
ュ

ー
ム
は
言

う
。
他
人
も
私
同
様
、
当
然
、
記
憶
に
よ
っ
て
過

去
の
心

像
で
充
た
さ
れ
て

い
る
。
す

る
と
、
私
は
彼
の
心

に
過
去
か
ら
現

在
へ
と
連

な
る
似
た
よ
う
な
心
像
の
連
続
を
見
る
。
記
憶
に
よ

っ
て
頻
繁
に
呼
び
起
こ

さ
れ
、
ま
た
、
そ

の
事
に
よ
っ
て
円
滑

な
つ
な
が
り
を
持
つ

に
至

っ
た
、
相

い
似
た
知
覚
の
連
続
で
あ
る
。
こ
の
つ

な
が
り
を
観
察
す
る
者
が
、
こ
こ
に

何
か
一
つ

の
同
一

の
対
象
の
連
な
り
を
見

る
の
は
自
然
で

あ

る
。
（
ち
ょ
う

ど
、
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
は
個
別
の
離
れ
た
電

球
の
集
ま
り
で

あ
る
が
、
こ
れ
が

時
空
連

続
的
に
点
滅
を
繰
り
返
す
と
何
か
一
個
の
光
が
素
早
く
移
動

し
て
い

る
よ
う
に
見
え

る
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。）
こ
の
一

に
し
て
同
一
と

見

え

る
対
象
が
、
彼
の
自
我

と
見

な
さ
れ
る
。
「
自
我
」

は
か
く
て
持
続
的

同

一

性
を
持
つ
と
さ
れ
る
。

こ
の

ヒ
ュ

ー
ム
の
自
我
に
つ
い
て

の
議
論
が
、
「
彼

の
心
」

の
観
察

に

終

我自と心
１Ｑ

一
ｙ



始
し
て

い
る
事

に
注
目
し
た
い
。

ヒ
ュ

ー
ム
に
と

っ
て
は
、
「
自
分

自

身

を

考
え
て
も
他
人
を
考
え
て
も
同
じ
事
で
あ

る
。」
だ
か
ら
、
他
人
に
同

一
性
を

認
め
る
理
由
が
、
そ
の
ま
ま
自
分
に
持
続
的
同
一
性
を
認
め
る
。
そ
の
理
由

に
な
る
。
「
自
我
」
と
「
他
人
」
の
こ
の
意
味
で
の
同

一

視

は
。
ヒ
ュ

ー
ム

が
「
自
我
」
と
い
う
も
の
を
対
象
と
し
て
、
く
ま
な
く
現

れ
て

い
る
と
考
え

る
事
、
こ
の
事
と
表
裏
を
成
す
。
こ
の
議
論
は
、
こ
の
自
我

の
対

象
性
の
考

え

を
そ
の
極
限
ま
で

推
し

進
め
た
も
の
で

あ
る
。
議

論
は
成
り
立

だ
な
い
。

私
は
、
今
、
こ
こ

京
都
で

、
東

京
の
或
る
公
園
で
見
た
噴
水
を
思
い
出
す

。

さ
て

次
に
私
は
、
出
張
中

の
友
人

が
東
京
で

そ
の
噴

水
を
今

ご
ろ
見
て
い
る

で

あ
ろ
う
と

想
像

す
る
。
こ

の
時
、
私

の
「
記
憶
」

の
噴
水
と
、
彼
の
見
て

い

る
噴

水
の
「
想
像
」
と
で
は
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
。
私
の
念
頭
に
は
、

今
、
光

の
な
か
の
噴
水
が
い

っ
ば
い
に
浮
か
ん
で
い
る
だ
け
で

あ
る
。
こ

の

水
を
噴
き
上
げ
る
姿
に
は
、
何
の
変
わ
り
も
な
い
。
し
か
し
、
一
方

は
記

憶
、

他
方

は
想
像
、
こ
の
端
的
な
区
別
が
了
解
さ
れ
て

い
る
。
で

は
こ

の
記

憶
と

想
像

の
区
別
は
、
「
私
」
と
「
彼
」
の
区
別
そ
の
も
の
で

あ
る
。
そ

れ

以

外

で

は
あ
り
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
記
憶
が
浮
か
ぶ
と
き

、
既

に
こ
こ

に

は
私

の
持
続
的
同
一
性
の
了
解
が
あ
る
。
「
記
憶
」
抜
き
に
「
私
」

は

意

味

を
持

だ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
「
私
」
の
「
記
憶
」

へ
の
一
方
的
依
存
を
意

味
し
な
い
。
記
憶
ゆ
え
に
自
我

の
同

一
性
の
観
念
が
、
つ
ま
り
は
自
我

の
観

念
そ
の
も
の
が
生
ず
る
と

い
う
の
は
、
引
力

ゆ
え

に
物
が
下

に
引
か
れ
る
力

が
生
じ
る
、
と
言
う
に
等
し

い
。
さ
て

、
「
記

憶
」
と
関
連
す
る
「
自
我
」
、

こ

の
「
自
我
」
は
対

象
と
し
て

は
現

れ
て

い
な
い

。
記
憶
を
記

憶

と

す

る

「
自
我
」
と

い
う
も
の
は
、
記
憶
の
中
の
或
る
特
定

の
対
象
と
し

て
、
例

え

ば
噴
水
の
横

な
ど
に
現

れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
。「
思

い
出

の
」
噴
水

は
、
「
私

の
見

た
」
噴
水
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
事

で
あ
る
。

「
自
我
」

を
「
他
者
」
か

ら
得
よ
う
と
し
て
も
、
堂

々
巡
り
に
終

わ

る
。
ヒ

ュ

ー
ム
は
対
象
と
し
て

の
自
我

に
気
を
取

ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
自
我
」

に

目
を
向
け

る
に
は
至
ら
な
い

。

こ

れ
で
、

ヒ
ュ

ー
ム
の
議
論
の
二
つ
の
前
提
、
即
ち
、「
記
憶
と

い
う
機
能

を
持

ち
出
し
て
も
、
自
我
に
つ
い
て

の
議
論
で
論
点
先
取

に
は
な
ら
な
い
。」
、

「
自
我
の
同
一
性
の
考
察
に
か
え
て
対
象
で
あ
る
と

こ
ろ
の
他
人
の
心

に

つ

い
て
の
観
察
を
あ
て

る
。」
、
こ
の
二

つ
が
表
裏
を
成
す
誤
り
で
あ
る
と
示

す

事
が
で
き
た
。
先

に
進
み
、
現
代
英
国
の
知
覚
を
廻

る
議
論
を
取

り
上

げ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
今
見
た

よ
う
な
「
自
我
」

は
現
れ
な
い
事

を
確
か
め
る
。

ニ
　
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
と
エ
バ
ン
ス

「
自

我

」

を

知

覚

の

束

と

み

て

、

主

観

、
客

観

と

い

う
区

分

け

を
問

う

た

ヒ

ュ

ー

ム
の

議

論

か

ら

お

よ
そ

二

百

九

十

年
後

、

一
九

八
〇

年

に

、
や

は

り

知
覚

と

、
そ

し

て

客

観

の

概

念

を

廻

っ
て

興
味

深

い

論

文

が
現

れ

る
。

ス
ト

ロ
ー
ソ

ン
と

、

そ

の

弟

子

で

あ

る
Ｇ

・

エ
バ

ン

ス
の

議

論

で
あ

る

。

エ
バ

ン

ス

は
気

の
毒

に

同

じ

年

に

三

十

四

歳

で

亡
く

な

っ
て

い

る

。

ス

ト

ロ

ー
ソ

ン
は

一

九

五

九

年

、
分

析

哲

学

の

古

典

の
一

つ

で

あ

る
"
Ｉｎ
-

ｄ
ｉｖ
ｉ
ｄｕ
ａ
ｌｓ
"

を

著

し

て

い

る

。

こ

れ

が

。
二

人

の

論

争

の
下

敷

き

に

な

る

。

こ

の

中

に
こ

の

よ
う

な

問

い
が

あ

る
。
「
客

観
世

界

と

い

う

概

念

と

、

空
間



の
概

念

は

ど

の

よ

う
な

関

係

が

あ

る

の

か

。

も

し

、

な

に

も

の

か

が

、
そ

の

も

の

の

経

験

か

ら

は
独

立

に
存

在

す

る

対

象

と

い

う

観

念

を

持

つ

と

す

れ

ば
、

そ

の
も

の

は
自

分

と

そ

の
経

験

の
対

象

が

お
の

お

の
そ

の

場

所

を

持

つ

空
間

関

係

の

シ
ス

テ

ム
を

必

ず
考

え

得

る
か

。
」
つ

ま

り

、

ス
ト

ロ

ー
ソ

ン
は

「

客

観

的
」

と

い

う

事
と

「

空

間
的

」

と

い

う

事

、

こ

の
二

つ

の
関

連

の

性
質

を

問

う

。

こ

の

企

て

の
先

駆

は
、

空

間

を

外

的

現

象

の
形

式

と

考

え

る

カ

ト

ン

の

空
間

論

で

あ

り

、

こ

こ

で

は

カ

ン

ト

の

主
張

の
擁

護

が

試

み

ら

れ

る

。

さ
て

、

ス

ト

ロ

ー
ソ

ン

は

ど

の

よ
う

に
論

じ

て

い
く

の

か
。

こ

こ

で

音
と

、

そ

れ

を
聞

く

も

の

（
こ

の

も

の

を
仮

に

エ
バ

ン

ス

に
な

ら

っ
て

ヒ

ー
―
ロ

ー
と

名

付

け

る

。
）
、

こ

の

ふ

た

つ

の
要

素

だ

け

で

成

り

立

っ
て

い
る

世

界

が

想

定

さ

れ

る

。

こ

の
物

体
と

い
う

も

の

を

欠

い

た

世

界

で

、

こ

の

ヒ

ー

ロ

ー
は
果

た

し
て

客

観

性
と

い

う
考

え

を
獲

得

す

る

こ

と

が

で

き

る

か
。

こ

の

一

見

奇

妙

な
道

具

立
て

の

意

図

す

る
と

こ

ろ

は
こ

う
考

え

ら
れ

る
。

我

々
の

と

は

全

く

基

本

構

成

が

異

な

る
世

界

で

の

経
験

を

思

い
描

い
て

も

、
我

々
が

そ

れ

を

思

い
描

く

以

上

、

結

局

は
我

々

に
と

っ
て

の
経

験

な

の
で

あ

り
、

こ

の

異

な

る

条
件

で

の

経

験

を

考

察

す

る
事

に

よ

っ
て

、

ふ

だ

ん
当

然
と

し

て

い

る

経

験

の

諸

条

件

が

、

そ

の

骨

組

み

を
顕

に
す

る
こ

と

が
可

能

で

は
な

い

か

。

さ
て

、

こ

の
世

界

で

は

様

々

な

音
を

貫

い
て

一

つ
の

基

本

音

が

絶

え

ず

な

っ
て

い

る

。
m
a

ｓ
ｔｅ
ｒ
　ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ

と

呼

ば

れ

る
も

の

で

、

こ

の
音

は

特

定

の

音

の
連

な

り

に

伴

っ
て

、
特

定

の

ピ

ッ
チ

で

聞

こ

え

る
。

分

析

哲

学

の

多

く

の

議

論

は

、

そ

の
外

見

の

新

し

さ

に
も

か

か

わ
ら

ず

、

古

来

の
問

題

に
新

た

な

命

を

吹
き

込
む

。

ス

ト

ロ
ー
ソ

ン

の
議

論

で

は

、

ま

ず

カ

ン
ト

の

空

間

論

、

そ
し
て
あ
ら
わ
で
は
な
い
が
、
そ
の
カ
ン
ト
が
絶
え
ず
念
頭
に
し
て
い
た
ニ

ュ

ー
ト
ン
の
空
間
論

が
再
生
し
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。

二
ュ
Ｉ

ト
ン
は
物
体

の
存
在
と

は
無
関
係

に
存
在
す
る
空
間
と

い
う
も
の
を
、
そ
の
力
学
の
要

請

と

し
て
提
唱
す
る
。
こ
の
空
間
の
中

心
が
、
宇
宙
に
み
な
ぎ
る
力
、
即

ち
重

力
の
中
心
で
あ
り
、
宇
宙
の
全
て
の
物
体
の
こ
の
中
心
か
ら
の
距
離
、
位

置

は
こ
の
遍

在
す

る
力

の

関

係

に

従

っ
て

決
定
さ
れ
る
。
音
の
空
間
を
貫

く
m
a
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
　
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
、
宇
宙
と
い
う
絶
対
空
間
を
充
た

し

、

そ

の

中

の
物

体

の
位

置

を

決
定

し
て

い

る
力

、

と

い

う
考

え

に

対

応

す

る

。今
、
或
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ヒ
ー
ロ
ー
が
聞
く
。
そ
し
て
、
こ
の
メ
ロ
デ
ィ

ー

を
聞

く

と

い
う

経

験

が

一

旦

、
途

切

れ

る
と

す

る

。

さ
て

、

ヒ

ー
ロ

ー

に

質
的
に
は
区
別
の
つ
か
な
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
群
の
う
ち
、
再
び
こ
の
、
前
会
っ

た
特
定
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
聞
こ
え
た
時
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
整
え
ば
「
こ

の
」
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
再
同
定
が
可
能
か
。
こ
の
、
或
る
時
間
を
お
い
て
の
対

象

の

再

同

定

と

い

う
考

え

、

つ

ま

り

、

主

観

の
経

験

に
取

り

入

れ
ら

れ

な

く

と

も

存

続

す

る

対

象

、
と

い

う

考

え

に

よ

っ
て

は
じ

め
て

「
客

観
性

」

の
考

え

は

実

質

を

得

る

の

で
あ

る
。

さ

て

こ

の
再

同

定

は

メ

ロ
デ

ィ

ー
の

内

的

な

性

質

だ

け

で

は

不

可

能
で

あ

る
。

す

る
と

こ

の
同

定

は

、

こ

の
特

定

の

メ
ロ

デ
ィ
ー
と
何
か
他
の
あ
る
も
の
、
即
ち
他
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
、
例
の
m
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ

ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ

と

の

関
係

に

よ

っ
て

初

め
て

可

能

に
な

る
。

こ

こ
で

、

こ
の

特
定

の

ピ
ッ
チ
と
い
う
も
の
が
特
定
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
伴
っ
て
聞
こ
え
る
と
い
う
事

が

、

こ

の

メ

ロ
デ

ィ

ー
に
、

こ

の
世

界

で

の

、

い
わ

ば

場
所

を

振
り

当

て

、

我自と６
Ｊ

Ｑ

一
一
ｙ

Ｑ

り



質
的
に
は
区
別
の
つ
か
ぬ
お
の
お
の
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
区
別
す
る
事
を
可
能

に
し

て

い

る
。

さ

て

か

く

考

え

て

く

る
と

、

物

な

ら

ぬ
音

の

連

な

り

で

も

、

そ

の

時

間

的

間

を

お

い

た
再

同

定

は
、

結

局

は

空

間

観

念

そ

の

も

の

で

は

な

く

と

も

、
少

な
く

と

も

そ

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー
は

必

要

と

し

て

い

る

。

こ

の

事

が

は

っ
き

り
し

た

。
以

上

が

ス

ト

ロ
ー
ソ

ン
の

議

論

で

あ

る
。

こ
の
議
論
に
は
難
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
m
a
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
　
は
絶
え
ず
聞

こ
え

、

ど

ん

な

メ
ロ

デ

ィ

ー
に

も
随

伴

し

て

い

る
の

で

あ

る
か

ら

。

こ

の

規

則
性
に
よ
っ
て
全
て
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
数
的
区
別
は
必
ず
つ
い
て
い
る
筈
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
言
う
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
再
同
定
の

問

題

は

そ

の

ま

ま

の
形

で

は

生

じ

な

い

。
し

か
し

。
こ

こ
で
m
a

ｓ
ｔｅ
ｒ
　ｓｏ
ｕ
ｎ
ｄ

か
ら

そ

の
規

則

性

を

奪

っ
て

し

ま
う

と

今

度

は

、

よ

り

基

本

的

な

問

題

が

出

て

く

る

。
単

に

主
観

の

恣
意

的

な
表

象

か

ら

客

観

の

名

に

価

す

る

対

象

を
区

別

す

る

知
覚

の
規

則

性

、

つ

ま
り

、

あ

る
知

覚

に

続

い

て

ど

ん

な

知

覚

が

来

る
か

に

際
し

て

、
知

覚

す

る

主

体

に
強

制

さ

れ

、

そ

れ

が

た

め

に

知

覚

が

単

に

主

観

の
表

象

の
戯

れ

で

な
く

。

主
観

を

離

れ

た

「
対

象

」

と

し

て

現

れ

る

規
則

性

、

こ

れ

が

失

わ

れ

て

し

ま

う

。

言

い
換

え

れ

ば

、
m
a
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
 
ｓ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ

の

無

理

に
見

ら

れ

る

ス

ト

ロ

ー
ソ

ン

の

誤
り

は

彼

の

隠

れ

た

前

提

を

顕

に
す

る

。

ス

ト

ロ

ー
―
ソ

ン

は

一
定

の

音
で

、

距

離

の

基

準

と

と

も

に

音

の

現

れ

る

際

の

規

則

性

を

も

与

え

て

い

る

の
で

あ

る
。

こ

れ

は

カ

ソ

ト
の

第

一

批

判

の

中

、

第

二
類

推

の
因

果

性

に

つ

い
て

の
議

論

、

つ
ま

り

或

る

表

象

の

系

列

を

客

観

世

界

の
継

起

と

す

る

、
そ

の
決

め
手

は

表

象

系

列

の

継

起

の

規

則

性

に

あ

る
と

い
う

議

論

、

こ

れ

の
焼

き

直

し

で

あ

る

。

メ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
代
わ
っ
て
、
エ
バ
ン
ス
は
、
「
空

間
を
占
め
る
実
体
」
と
い
う
考
え
が
客
観
性
に
不
可
欠
で
あ
る
、
と
論
じ
て

い
く
。
こ
こ
で
、
混
乱
し
て
い
て
魅
力
的
な
エ
バ
ン
ス
に
自
分
な
り
に
筋
を

通
し
て
み
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
依
拠
し
た
カ
ン
ト
に
か
え
て
、
エ
バ
ン
ス

は
、
ロ
ッ
ク
の
第
一
性
質
、
第
二
性
質
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
音
、
匂
い

と

い

っ

た

感
覚

を

生

じ

さ

せ

る
物

の

潜

在

的

、
傾

向
的

性

質

、

ｄ
ｉｓ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ

に

注

目

す

る

。

客

観

性
と

い

う
概

念

は
そ

も
そ

も

、

主
体

が
そ

の

経

験

の

二

面

性
と

い
う

考

え

を
抱

く

よ

う

な

状
況

で

生

き

て

く

る

。

即

ち

、

こ

こ

で

は

「
或

る
経

験

」
、

そ

し

て

「
そ

の
対

象
」

と

い

う

二
様

相

が

主
観

に
観

て
取

ら

れ
て

い

る
筈

で

あ

る

。
な

ら

ば
経

験

と

対

象
と

が
何

ら

か

の

関

係

に

立

つ
事

も

観

て

取

ら

れ

て

い

る
筈

で

あ

る

。
ど

の

よ

う
な

関

係

か

。

例

え

ば

「
或

る
も

の

が

赤

い

。」
と

は
、

つ

ま

り

は

「
普

通

の

条
件

で

は
或

る
も

の

が

赤

く
見

え

る
。」

と

い

う
事

に
尽

き

る

。

さ
て

「
も

し

か
く

か
く

の

条

件

が

整

え

ば

、

或

る
も

の

に

つ

い
て

、

か

く

か
く

の

経
験

が

生

じ

る

。」
と

い
う

形

の

条

件

文

、

こ
の

文

の
真

を
支

え

る

に

は

二

つ

の
種

類

の

非

条
件

文

が
必

要

で

あ

る

。
「
～
の

時

は

常

に

～

。」
と

い

う
形

式

の
、

経

験

の

一

般
化

を
表

す

文

だ

け

で

な

く
、

更

に

は

生

じ

た

経

験

の

「
根

拠
」

を

示

す

文

が

必
要

に
な

る
。

理

由

は

こ
う

で

あ

る

。
前

の

文

の

表

す

一

般
性

、

つ

ま

り
過

去

か

ら
現

在

に
至

る

経

験

の

規
則

性

は

、

そ

れ
自

体

、
次

に
或

る
事

を
現

実

に
引

き

起

こ
す

わ

け

で

は
な

い

。

だ

か

ら

「

経

験

の
対

象
」

と

い

う

こ

と

が
了

解

さ
れ

て

い
る

事

は

即

ち
、

こ

の
対

象
と

経

験

が

、
対

象

が
経

験

を
引

き
起

こ
す

、

と

い

う

関

係

、

即

ち



因

果

性

と

い

う

関

係

に

立

つ

と

い

う

事

の
了

解

な

の
で

あ

る

。

さ

て

こ

こ

で

、

こ

の

経

験

の
因

果

的

基
礎

と

い

う
考

え
と

、

持

続

的

に
空

間

を

し

め

る

物

体
と

い

う
考

え

は

表

裏

を

成

す

。
比

較

的

長

続

き

の

す

る
物

の

性

質

、

例

え

ば
固

さ

、
分

子

の
配

列

な

ど

が

想
定

さ

れ
、

こ

れ

に

物

の

ｄ
ｉｓ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ
　
％

帰

さ
れ

て

因

果

的

説

明

が
可

能

に
な

る
の

で

あ

る

か

ら

。

「
一

定

の

空

間
を

占

め

る
実

体

」

と

い

う

概

念

が
必

要

で

あ

る

事

に

な

る

。

こ

れ

は

第

一

性

質

の
了

解

で

あ

る

。

ヒ

ー

ロ

ー

の
経

験

に
は

規

則

性

が

与

え

ら

れ
て

い

た

。

し

か
し

、
ヒ

ー

ロ

ー
は

。
物

の

第

二

性

質

の

ｄ
ｉｓ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ

と

い
う

概

念

を

持

た
さ

れ

て

い

な

い

。

だ

か
ら

、

ヒ

ー

ロ

ー
が

、

例

え

ば

音

の

途

切

れ

を

経

験

す

れ

ば

こ

の

仮

定

上

、

い

つ

ま

で

た

っ
て

も

、
自

分

の
経

験

の

途

切

れ

、

と

い

う

事
以

上

に

は

出

な

い

。

エ
バ
ン
ス
は
知
覚
の
主
体
、
ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
　
に
、
対
象
か
ら
の
因
果
的
作
用
を

受
け
る
受
動
性
を
み
る
。
ま
た
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
も
エ
バ
ン
ス
も
、
知
覚
の

主

体

と

し

て

そ

れ

自

身

、

知

覚

、

あ

る

い

は

思

考

の
対

象
で

も

あ

る

よ
う

な

存
在
を
念
頭
に
し
て
い
る
。
こ
の
、
因
果
作
用
の
受
け
手
、
か
つ
、
自
ら
の

思

念

の

対

象

、
と

い
う

点

か

ら

、

こ

こ

で

は

先

に
論

じ

た

「
自

我

」

で

な

く

、

「
心

」
と

言

い

換

え

ら

れ

る

よ

う

な

ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ

の

一
面

が

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る
と

言

え

る

。

「
対

象
」

を

め
ぐ

っ
て

「
心

」

と

「
自

我

」

が

区

別

さ

れ

て

は

い

な

い

事

、

こ

の
事

と

、
「
対

象

」

と

「
自

我

」

の
関

係

が

改

め
て

現

れ

て

こ

な

い

事

、

こ

の
二

つ

は
同

じ

事

の

表

裏

で

あ

る
。

平

凡

な

事

実

に

目

を

向
け

て

み

る

。

物

に
は

形

が

あ

る
。

形

と

は

、

必

ず

ど

こ

か

ら

か

見

ら

れ

、
或

い

は
思

わ

れ

た
形
で
あ
る
。
「
ど
こ
か
ら
」
と

は
「
こ
こ
」
、
「
こ
こ
」
と
は
こ
の
言

葉

の

定
義
上
、
私
の
い
る
場
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
物

に
形
が
あ
る
と

は
「
物
」

の
意
味
か
ら
し
て
必

然
的
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
が
こ

こ

に

い

る
。」
も
、

「
私
」
の
意
味
か
ら
必
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
物
」
と

「
私
」

が
、
「
形
」
と

「
こ
こ
」

を
介
し
て
結

び
つ
く
。
か
つ
、
「
私

が
こ
こ
に
い
る
。」
は
私
を
囲
む

物
な
し
に
は
無
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
物
」
と
「
私
」
と

は
意
味

的

に

相
互
に
依
存
す
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
の
関
係

は
先
に
見

た
「
記
憶
」

に
対
す

る
「
自
我
」
の
関
係
で
あ
る
。
従

っ
て

、
こ
こ
の
「
私
」
を

「
自
我
」
と
置

き
換

え
る
。
さ
て
、
こ
の
「
自
我
」
と

「
物
」
の
結

び
つ
き

は
、
「
私
の
心
」

を
仲
立
ち
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
知
覚
の
因
果
的
作
用
を
語
る
前
提

と
な

る
「
物
」

と

「
自
我
」

の
意
味
的
な
結
び
っ
き
、
「
心
」
以
前
。
心
理
学
以
前

の
関
係
で
あ
る
。
「
心
」
抜
き

に
「
自
我
」
と
「
世
界
」
の
関

連
を
考
察
す
る

事
、
こ
の
事
は
可
能

で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
対

象
」
と

「
自
我
」
の
関

係
は
、
「
対

象
」
と

「
心
」
の
関
係
で

は
な
い
。

と
も
か
く
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
、
エ
バ
ン
ス
、
こ
の
二
人
の
語
る
と
こ
ろ
、

過
去
の
思

想
家
の
思

索
が
現
代
の
問
題
を
考

え
る
よ
す
が
と

な
り
、
現
代
の

問
い
が
、

そ
の
意

味
を

過
去
か
ら

与
え
ら
れ
て

い
る
様
が

よ
く
観
て
取
れ

る
。
彼
ら
の
議
論

の
堅
固
さ
は
過
去
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
事

情
は
特
殊
で
あ
る
。
エ
バ
ン
ス
が
、
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
に
生
か
さ
れ
て
い
る

と

考
え
て

い
る
ほ
ど

に
は
、
江
戸

期
の
思
索
家

は
日
本
の
今
日
の
議
論
で
生

き
て

い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
事
情
を
招
来
し
た
原
因

は
と
も
か
く
、
以
下

で

は
江
戸

の
盤
珪
の
説
法
を
頼

っ
て
み

る
。
先
ほ
ど
ま
で
の
英
国
の
哲
学
者
に

我自と６
。ｆ

・
」
Ｄ

ｑ

一
ｙ



つ
い
て
の
議
論
で
、
盤
珪
の
短
い
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
の
下
準

備
が
で
き

た
。

三
　

盤
　
　

珪

我

々
の
生
は
死
の
裏

打
ち
で
成
り
立
つ
。
死

は
生

の
果
て
の
一
つ
の
事
件

と
し
て
で
は
な
く
、
い
つ
も
「
限
り
あ
る
命
」
、
「
限
界
づ
け
ら
れ
た
時
間
」

と

い

っ
た
姿
で
現
れ
て

い
る
。
「
充

実
し
た
時
を
過
ご
し
た
。」
と

い
う

満

足

感
そ
の
も
の
も

「
限
り
あ
る
時
間
」

と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
な
け
れ

ば
意
味
を
持
た

な
い
。
生
の
否
定
を
伴
わ
ず
し
て
、
普
段
、
私
た
ち
に
は
生

は
現
れ

な
い
。
盤
珪
の

「
不
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
我

々
の
こ
の
よ
う
な
生

活

に
向
け
ら

れ
た
も
の
と
考
え
る
。

「
こ

れ
は
是

、
何

れ
も
宿

々
よ
り
、
此
の
寺
へ
参
詣
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
す

と
き
、

そ
れ
か

し
が
法
談

い
た
す
中

に
、
余
所

に
な
く
犬
の
声
、
か
ら
す
の

声

、
大
小

の
人
の
も
の
い
ふ
事

あ
れ
ば

、
聞

ん
と
覚

悟
な
さ
れ
て
、
御
出
は

な
け
れ
ど
も
、
此
会
座
に
於
て

、
余
所

に
鳴
く
犬

、
か
ら
す
、
人
の
も
の
い

ふ
事
を
、
耳

に
聞
、
目
に
は
赤
白
の
色
を
見
分
け
て

、
鼻
に
は
善
悪

の
薫
を

か
が
し
や

る
。
前
廉
よ
り
の
覚
悟
な
く
て
は
、
い
か
で
か
物
の
声
も
、
色

香

を
も
、
此

の
会
座

に
て
、
し
ら
つ
し
や
ら
う
や
う
は
な
け
れ
ど
も
、
其

覚
悟

な
き
事

を
、
見

知
り
聞
知

り
致
す
所
が
、
面

々
に
そ
な
は
り
た
る
の
不

生
の

気
と

申
も
の
で

ご
ざ
る
。
仮
令
ば
、
何
れ
も

の
聞
か
つ
し
や
る
犬
の
こ
え
を
、

千
万

人
が
今
の
は
か
ら
す
の
声
で
有

だ
申
と

も
、
合
点

な
さ
れ
ふ
や
。
中
々

人

に
は
云
ま
ど
は
さ
れ
ま
い
。
是

れ
が
霊
明

な
る
不

生
の
仏
心
で
ご
ざ
る
。

見
よ

う
の
聞

ふ
の
と
、
前
方
よ
り
覚

悟
な
く
、
見
た
り
聞
い
た
り
致
す
が
、

不

生
で

ご
ざ
る
。
見
よ
う
聞
ふ
と

存
る
気
が

生
じ
ま
せ
ぬ
が
、
是
不
生
で

ご

ざ
る
。
不

生
な
れ
ば
不
滅
で
ご
ざ
る
。」

「
不

生
」

の
語

は

「
仏

心
」

そ

し

て

「
霊

明

」

と

い
う

他

の
二

つ

の

言

葉

を

伴

う

。

例

え

ば

「
不

生

の
仏

心
」
、
「
仏

心

は
不

生

に
し

て
霊

明

な
も

の
」

と

い

っ
た

言

い
方

が

あ

る

。
し

か
し

「
不

生

の

気
」
、
「
不

生

の

心
」

と

い

っ

た
風

に

「
仏

心

」

か

ら
切

り
離

し

て

い
わ

れ

る
場

合

が
あ

る
。
「
不

生

で

一

切

が

整

う

」
、
「
見

た

り
聞

い

た

り

い

た
す

が

不

生

で

ご

ざ

る
。」
こ

う

い

う
時

に

は
、
「
不

生

」

は

認

識

論

的

な
解

釈
を

許

す

と

考

え

る

。

こ

こ

で

は

「
不

生
」

の

こ

の
面

を

考

え

る
。

上

の
盤

珪

の

話

は

聞

く

人

を

全

く

新

た

な
生

活

に

導
き

得

た
の

で

あ

り

、

単

に
習

慣

に
よ

る
認

識

過

程

の

無

意
識

化

を
説

い
て

い

る

の
で

は

な

い

。

な

ら
ば
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
エ
バ
ン
ス
た
ち
は
知
覚
を
議
論

の
舞
台
に
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
　
に
対
象
を
知
覚
す
る
際
の
因
果

的

な

働

き

が

帰

せ

ら

れ
て

い

た

。
一

方

、

盤

珪

は

「
声
を

き

か

ふ
と

お
も

ふ

念

」
を

否

定

す

る

事

に
終

始

し
て

い

る
。

こ

の
「
声

を

聞
こ

う

と

お

も

ふ

念
」

の
否

定

を

、
「
対

象

」

と

「
自

我
」

の
間

に
介

在

し

、
因

果

的

な

働

き

を

帰

せ

ら

れ

る

よ
う

な

「
心

」

の

否

定
と

見

た

い
、

不

生

の
霊

明

性
を

こ

う

見

た

い
。
「
た
と
へ
れ
ば
不
生
と
申
す
も
の
は
、
明
ら
か
な
る
鏡
の
や
う
な
も
の

で

ご

ざ

る

。
鏡

と

い
ふ

も

の

は

、

我

に

何

に
て

も
映

り

た

ら

ば
、

見

様

と

は

ぞ

ん

ぜ

ね

ど
も

、
何

に
て

も

鏡

に
向

え

ば

、
そ

の

か

た
ち

が

映

り

ま

せ

い
で

は

か

な

わ

ぬ

。」
こ

の
、

心

の
働

き

な

し

に

対

象

が

私

に
現

れ

る
と

い

う
、

こ

癶
Ｏ

Ｑ

り



の
事
は
、
心
理
学
的
な
考
え
の
行
き
渡
っ
た
今
日
で

は
特

に
、
奇
妙

な
、
事

実
に
そ
ぐ
わ
な
い
考

え
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し

、
見

た
よ
う

に
、
物

の
形

と
「
自
我
」

の
、
心
を
仲
立
ち
と
し
な
い
意
味

的
な
直

接
の
関
連

が
あ

る
。
盤
珪
の
「
不
生
」

を
、
こ
の
「
自
我
」
と
対

象
と

の
直
の
意
味
的
な
関

係
を
念
頭
に
考

え
て
は
い
か
が
か
。
「
不
生
」

の
意
味

す
る
と

こ
ろ
は
、

は

る
か
に
多
岐
に
旦
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
意
味
に
取
る
事

が
無
理
で
な
い
の
が
、
知
覚
の
場
面
で
あ
る
と
考
え

る
。

「
…
…
常

に
不

生
の
仏
心
で
お
れ
ば
、
寝
れ
ば
仏
心
で
寝
、
起
き

り
や
仏

心
で
起
き
る
。」
盤
珪

の
説
法

を
通
じ
て
「
私
が
い
る
。」
と

い
う
事
と

「
不

生

で
い
る
。」
と

い
う
事

、
こ
の
二
つ
の
事

は
区

別
の
つ
き

が
た
い
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
心
」

は
否
定

さ
れ
、
そ
の
後

「
私
」

が
新

た
な
も

の

と

し
て
登
場
し
て
く

る
。
盤
珪

は
私
へ
の
執
着

、「
身
贔
屓
」
が
不

生
を

修
羅

に

変
え

る
、
と
言

う
。
身
贔
屓
と

い
う
、
自
分

を
対
象
化
し
て

の
自
分

へ
の
執

着
が
捨
て
ら

れ
る
。
対

象
に
な
る
よ
う
な
私
と

い
う
も

の
を
超
え

た
と

こ
ろ

に
、
「
不

生
」
と

も
言
い
換

え
ら
れ
る
「
自
我
」

が
現

れ
て

く
る
、
こ

う

盤

珪

の
言
葉
を
解
せ

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

、
こ
の

「
不
生
」

は
私

た
ち
の

生
活

、
生
。
が
死
と

い
う
も

の
な
し
に
は
私

た
ち
に
現

れ
て
こ

な
い
事

、
こ

の
点

に
向
け
ら
れ
て

い
た
。
す

る
と

、
対
象
と

は
な
り
え
な
い
よ
う
な

「
自

我
」
を
直
覚
す
る
事
が
、
即

ち
、
自
身

の
否
定
を
伴
わ
な
い
生
の
把
握
に
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
で
は
知
覚
に
関

す
る
「
不
生
」

の
考
察
に
止
め
る
。

鳥
の
声
が
聞

こ
え

る
、
と

い
う
よ
う
な
平
凡

な
事
を
廻

っ
て

、
英
国

の
、

そ
し
て
我

が
国
の
思
索
家
が
そ

の
精
力
を
集
中
す

る
の
を
見
た
。
こ
の
さ
さ

や
か
な
日
常
の
経
験
が
私
た
ち
の
生
活
の
最

も
基
本
的
な
問
い
に
通
じ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
平
凡
な
経
験
か
ら
、
基
本
的
な
問
題
に
至
る

距
離
は
思
い
の
ほ
か
、
短
い
事
、
こ
の
事
だ
け

は
、
い
く
ぶ
ん
か
は
示
す
事

が
で
き
た
と
思
う
。
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（
1
0
）
『
盤
珪
禅
師
語
録
』
鈴
木
大
拙
編
校
、
五
七
―
五
八
。
六
五
、
九
〇
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
一
年

。

（
1
1）
　
鈴
木
大

拙
『
褝
思

想
史
研

究
　

第
一
』

岩
波
書
店

、
一
九
八
六
年
。

「
た
や
ま
・
れ
い
し
、
哲
学
、
仏
教
大
学
専
任
講
師
」
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