
〈
研

究

論

文

４

）

森
鴎
外
と
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学

一
　

鴎

外

と

ハ
ル

ト

マ

ン

の

『
美

学

』

イ

ン
ド
の
哲
学
体
系

の
一

つ
で
あ

る
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
と
森
鴎

外
と
の
関

係

が
問
題

に
な
る

の
は
、

直
接

的
に
は
「
美
学
」
を
め
ぐ

っ
て
で

あ
る
。
鴎

外

は
近
代
西
洋
美
学

の
熱

心
な
紹
介
者
で

あ
っ
た
。

芸
術

に
関
す
る
考
察

は
、
芸
術
の
個

々
の
分
野

に
つ

い
て
見
れ

ば
、
詩
論
、

小
説
・
演
劇
論
、
絵
画

・
彫
刻
論

な
ど
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み

な
ら

ず
、

イ

ン
ド
は
も
と
よ
り
、
中
国
や

わ
が
国

に
お
い
て
も
そ
の
歴
史

は
古
い
。

し

か
し
諸
分
野
を
通
じ
て
芸
術

の
本
質
を
考
察
す
る
学
問
と
し
て

の
「
美
学
」

の
成
立
は
西
洋
近
代

に
属
す
る
。
そ
し
て
日
本

に
お
い
て

は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が

『
美
術
真

説
』
（
明
治
十
五
年
）
を
発
表
し
、
中

江
兆
民

が
ヴ

ェ
ロ

ン
の

『
美

学
』
を
翻

訳
出
版

し
た
が
（
『
維
氏
美
学
』
文
部
省
編
輯
局
、
明
治
十
六
、
十
七

年
）、
そ
れ
以
後

の
美
学

の
紹
介
や
美

学
的
考
察

の
中
心

的
位
置

を
占

め
て

今
　
西
　
順
　

吉

い
た
の
が
鴎
外
で
あ
っ
た
。
東
京
美
術
学
校
が
明
治
二
十
二
年
に
開
校
さ
れ

る
と

、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
美
学

の
講
義
を
担
当
し
た
が
（
岡
倉
覚
三
が
通
訳
）
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
翌
年
辞
任
し
て
帰
国
し

、
明

治
二
十
四
年

か
ら

は
森
鴎
外
が

美

術
解
剖

学
の
講
師
と
な
っ
た
。
鴎
外
は
さ
ら
に
明
治

二
十
五
年

か
ら
は
慶

応
義
塾
大

学
の
審
美
学
講
師
も
嘱
託
さ
れ
た
。

鴎
外
自

身
に
と

っ
て
美
学
は
文
学
の
問
題
で

あ
り
、
哲
学
の
問
題
で
も
あ

っ
た
。
彼

の
関
心

の
所
在

は
最

初
の
文

学
批
評

で

あ
る

「
小

説
論

（
Ｃ
ｆｒ
.

R
ｕ
ｄ
ｏ
ｌ
ｐ
ｈ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｌ
ｌ
,
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｅ
ｎ
．
)
」
（
明
治
二
十
二
年
一
月
三
日
付

『

読

売

新

聞

』
）

に

よ

っ

て

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

は

、

小

永

井

小

舟

が

「
泰
西
の
医
説

は
我

詩
説
と
相

類
す
彼

の
祖
述
す

る
所

の
伊
勃
加
羅

的
（
ヒ

ポ
ク
ラ
テ

ス
）

は
即

ち
我
李
杜
な
り
」
と
説

い
た
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
で

あ

る
。

ゾ
ラ
が
創

始
し
た
自
然
派
の
実
験
小
説

は
ク
ロ
ウ
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル

の

『
実
験
医
学
緒
論
』

に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
上

学哲ヤキソ一サと外鴎森
－6
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で
医
学
と
文
学
の
本
質
的
な
相
違
を
論
じ
て

い
る
。
す

な
わ
ち

「
化
学
所

、

解
剖
局

は
人
、
鼻
を
掩
ふ
て
之
れ

を
避
け

『
ゾ
ラ
ー
』

の
小
説

は
、
人
目

を

繊
く
し
て
之

に
就
く
其
故
何
ぞ
や
彼

、
鏡
前
に
千
万
種

の
嬌
態

を
弄
す

る
赤

条

々
の
淫
婦

『
ナ
ナ
ー
』
が
生
気
欝
勃

た
る
活

肉
は
色
褪

め
肌

冷
え

た
る
解

剖
案
上

の
刑
屍
と

は
同
一
視

す
べ

か
ら
ざ
れ
ば

な
り
」
。
医
学

の
実
験

は
事

実

を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

を
目
的

と
す

る
か
ら
、
「
余
輩
医
人

は
事
実

を
求

む

る
を
以
て
足
れ
り
と

す
」
る
け

れ
ど
も
、
「
小

説
家
は
果
し
て

此
の
如

き

事
実
の
範
囲
内
を
彷
徨
し
て
満
足
す
べ
き
や
若
し
然
り
と
日
は
ば
何
の
処
に

か
天
来

の
奇
想

を
着
け
那

の
辺

に
か
玄
生
の
妙
思
を
施

さ
ん
や
分

析
、
解
剖

の

成
績

は
作

家

の
良
材

な

り
之

を
運

転

使
用

す

る

の
活

法

は
独

り

覚

悟

（
「
イ

ン
ト
ユ
イ

シ
ョ
ン
」
）

に
依
て

得
べ
き

の
み
」
。
そ
し

て
カ
ル
ネ
リ
ー
の

言
葉

「
『
イ

デ
ア
ー
ル
』

は
吾

党
の
北

斗
な
り
而

し
て
吾

党
の
目

的
に
非
ず
」

を
引
用
し
て
、
「
読
者
諸
君
よ
彼
の
目
的
の
為
め
に
北
斗
を
忘
る
る
の
徒
に

与
す

る
こ
と
莫
れ
」
と

結
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小

説
は
事
実
だ
け
か
ら

成

る
も
の
で
は
な
く
、
事
実

を
通
じ
て

表
現

さ
れ
る
「
天
来
の
奇

想
」
「
玄

生

の
妙
思
」
が
小

説
の
生
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
指
針
と
し
て
の
北
斗
す
な

わ

ち
理

想

（
イ

デ

ア
ー

ル
）

な

の
で

あ

る

と

い
う
。

そ

の
具

体

例

と
し

て

「
『
ド
イ
ス

レ
リ
ー
』
の
英
吉
利

に
於
け

る
『
ド

ー
デ
ー
』
の
法
蘭
西

に
於
け

る
そ
の
実
験
の
成
績
を
使
用
す
る
や
変
玄
霊
活
、
固
よ
り

『
ゾ
ラ

ー
』
の
比

に
非
ず
筆
墨
の
間
、
時
に
水
花
鏡
月
の
韻
を
存
ず
之
を
華
実
兼
ね
収
む
る
も

の
と
謂
ふ
も
可

な
り
」
と

述
べ
、
「
撤
遜

の
学
者

『
ゴ
ツ
ト

シ
ヤ
ル
』

は
之

を
喚
で
写
真
小
説
（
「
フ
オ
ト
グ
ラ
ー
フ
イ
ツ
セ
ル
、
ロ
マ
ー
ン
」
）
と
做

す

」

と

結

ん

で

い

る

。

以

上

の

よ

う

に

、

「

小

説

論

」

の

基

本

構

想

は

ゴ

ッ

ト

シ

ャ

ル

の

「

写

真

小

説

」

論

に

負

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

「

天

来

の

奇

想

」

「

玄

生

の

妙

思

」

「

変

玄

霊

活

」

「

韻

」

（
「

神

韻

」

の

意

味

）

な

ど

と

呼

ば

れ

る

も

の

の

本

質

に

つ

い

て

は

論

じ

て

い

な

い

け

れ

ど

も

、

論

文

「

外

山

正

一

氏

の

画

論

を

駁

す

」

（

二

十

三

年

五

月

）

に

お

い

て

、

作

品

と

し

て

の

「

外

術

品

」

に

対

し

て

「

内

術

品

」

と

い

う

概

念

を

提

示

し

て

い

る

。

「

内

術

品

は

画

家

の

空

想

界

裡

に

在

り

て

、

こ

れ

を

外

に

凝

定

せ

し

め

た

る

も

の

を

外

術

品

と

す

。

内

術

品

の

製

作

は

技

術

（

技

巧

）

を

要

せ

ず

。

外

術

品

の

製

作

は

技

術

あ

る

に

あ

ら

で

は

能

は

ず

。
」

し

か

し

「

内

術

品

の

製

作

は

こ

れ

を

教

へ

て

得

さ

す

べ

き

こ

と

難

く

、

画

家

の

空

想

は

多

く

天

賦

に

出

づ

る

も

の

」

で

あ

る

、

と

言

う

。

明

治

二

十

三

年

一

月

に

発

表

さ

れ

た

鴎

外

の

小

説

『

舞

姫

』

な

ら

び

に

他

の

小

説

二

編

の

思

想

的

主

軸

と

な

っ

て

い

る

も

の

が

そ

れ

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

し

て

鴎

外

は

そ

の

理

論

的

根

拠

を

ハ

ル

ト

マ

ン

に

求

め

て

い

た

。

『

舞

姫

』

の

原

稿

に

は

「

ハ

ル

ト

マ

ン

を

右

に

し

シ

ル

レ

ル

を

左

に

し

て

終

日

兀

坐

す

る

我

読

書

の

窓

下

に

」

云

々

と

書

か

れ

て

い

た

。

も

っ

と

も

実

際

に

は

初

出

以

来

「

ハ

ル

ト

マ

ン

」

が

「

シ

ヨ

ツ

ペ

ン

ハ

ウ

エ

ル

」

に

置

き

換

え

ら

れ

た

け

れ

ど

も

、

明

治

二

十

三

年

以

前

に

鴎

外

が

ハ

ル

ト

マ

ン

美

学

に

理

論

的

根

拠

を

求

め

て

い

た

こ

と

は

疑

い

な

い

。

ド

イ

ツ

留

学

時

代

（

明

治

十

七

年

八

月

～

二

十

一

年

九

月

）

に

ハ

ル

ト

マ

ン

の

『

無

意

識

哲

学

』

に

よ

っ

て

心

の

飢

え

を

癒

し

た

と

鴎

外

は

『

妄

想

』

（

明

治

四

十

四

年

三

月

）

の

中

で

述

べ

て

い

る

。

ハ

ル

ト

マ

ン

の

『

無

意

識

の

哲

学

』

や

『

美

学

』

の

原

著

を

実

際

に

読

ん

だ

６

ｙ

″
り



の

が

い

つ

で

あ

っ

た

か

に

つ

い

て

は

な

お

問

題

が

あ

る

に

し

て

も

、

鴎

外

は

明

治

二

十

三

年

以

降

し

ば

し

ば

ハ

ル

ト

マ

ン

の

名

を

出

し

て

い

る

。

鴎

外

に

お

い

て

ハ

ル

ト

マ

ン

が

大

き

な

位

置

を

占

め

て

い

た

。

当

時

哲

学

者

ハ

ル

ト

マ

ン

の

名

は

喧

伝

さ

れ

て

お

り

、

明

治

二

十

三

年

に

は

正

岡

子

規

も

『

美

学

』

の

原

典

を

入

手

し

て

い

た

。

漱

石

は

明

治

二

十

六

年

に

着

任

し

た

ば

か

り

の

ケ

ー

ベ

ル

の

美

学

の

講

義

を

聴

講

し

た

。

漱

石

の

親

友

で

あ

る

大

塚

保

治

は

後

に

美

学

担

当

教

授

に

な

っ

た

。

漱

石

の

『

吾

輩

は

猫

で

あ

る

』

に

は

美

学

者

が

登

場

す

る

。

鴎

外

は

慶

応

義

塾

で

美

学

を

講

じ

た

明

治

二

十

五

年

か

ら

ハ

ル

ト

マ

ン

の

『

美

学

』

（

Ｅ

ｄ
ｕ

ａ

ｒ

ｄ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｈ

ａ

ｒ

ｔ
ヨ

ａ

ｎ

ｎ

：
　
Ａ

ｅ
ｓ

ｔ
ｈ

ｅ

ｔ
ｉ
ｋ

．
　
Ｚ

ｗ

ｅ

ｉ
ｔ
ｅ

ｒ

　ｓ
ｙ

ｓ

ｔ
ｅ

ｍ

ａ

ｔ
ｉｓ
ｃ

ｈ
-

ｅ

ｒ

　

Ｔ

ｈ
ｅ

ｉ
ｌ
：

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ

ｏ
ｐ

ｈ

ｉｃ

　

ｄ
ｅ

ｓ

　

Ｓ
ｃ

ｈ

ｄ
ｎ

ｅ
ｎ

）

の

翻

訳

を

『

審

美

論

』

の

題

で

『

柵

草

紙

』

に

連

載

（

明

治

二

十

五

年

～

二

十

六

年

掲

載

、

未

完

）

す

る

と

と

も

両
者
を
比
較
す
る
と

、
『
審
美
論
』

の
非
常

に
難
解
な
文
章
が

『
審
美
綱
領
』

で

は
か
な
り
読
み
や
す

い
文
章
に
な
っ
て

い
る
と
と
も

に
、
訳
語
が
完
全

に

一
新
さ
れ
て

い
る
。
し

か
も
問
題

は
文
章
表
現

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
凡
例
」

に
は
「
是
書

は
翻
訳
若
く
は
抄
訳
に
非
ず
。
唯
決
義
を
取
り
て
編
述
せ

る
の

み
。
若
し
文
字
を
以
て
こ
れ
を
算
す
る
と
き
は
、
原
著
の
百
分
の
一
に
だ
に

及
ば
ず
」
と
断

っ
て

い
る
が
、
「
義
を
取

り
て

編
述
」
し

た
と
言
う
の
で
あ

る

か
ら
、
ど

の
よ

う
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
義
」
を
理
解
し
て
要
約
し
て

い
る

か
が
問
題

に
な
る
。
そ
の
点
か
ら
『
審
美
綱
領
』
の
「
序
」
が
注
目

さ
れ
る

こ

の
「
序
」
は
大

村
西

崖
の
名
で

漢
文

で
書

か
れ
て

い
る
が
、
そ

の
中
で

「
西
国
論
師
訶

樓
兜
曼
」
（
ハ
ル

ト
マ
ン
）

の
「
所
立
」
（
所
説
）
は
「
僧
怯

論
師
の
執
計

に
較
似
あ
り
と
雖
も
、
談
理
多
く
は
相
宗
大
乗
の
玄
旨

に
同
帰

す
」
と
述
べ
て

い
る
。
「
僧
怯
」

は
サ
ー
ン
キ

ヤ
哲
学
で
あ
り
、
「
相
宗
」
は

法
相
宗
す
な

わ
ち
大
乗
仏
教
の
中

の
唯
識
哲
学
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
大
村
氏

は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
思
想

が
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
と
類
似
す
る

点
が
あ
る
が

、
多
く

は
唯
識
哲
学
に
通
ず

る
と
理
解
し
て

い
る
こ
と
に
な
る

「
凡
例
」
で

「
義

を
取
り
て
編
述
」
し

た
と
述
べ
て

い
る
の
は
、
唯
識
哲
学

と

サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学

が
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学

に
近

い
思
想
で
あ
る
と
い
う
理
解

に
立
脚
し
て

、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
思
想
を
日
本
語

に
移
し
替
え
よ
う
と
し
た
こ

と
を
意
味
す

る
。
外
国
の
思
想
を
で
き

る
だ
け
理
解
し
や
す
い
日
本
語
で
表

現
す
る
に

は
、
そ
の
思
想
に
対
応
す

る
日
本
語
表
現
を
も

っ
て

臨
む
こ
と
が

望
ま
し
く
、
鴎
外
・
西
崖
に
よ
る
『
美
学
』
の
抄
訳
は
そ
の
よ
う
な
配
慮
の

も
と

に
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
具
体
的
な
実
例
で

あ
る
。

に
、

ハ
ル
ト

マ
ン
を
拠
り
所

と
し
て
文
学

批
評

を
行

つ
て

い
る
。

例
え
ば

「
無
名
氏

に
答

ふ
る
書
」
（
明
治
二
十
六
年
五
月
）
で

は
、
近

年
、
文

学
に
対
す

る
審
美
的
批
評
が

な
く
な
っ
た
の
は

「
早
稲
田
派

の
所
謂
記

実
主
義
」
、
す

な

わ
ち
自
然
主
義

が
勢
力

を
ふ
る
う
よ
う

に
な

っ
た
た

め
で
あ

る
と
批
判
を

加
え
て

い
る
が
、

そ
の
「
審
美
学
」
の
概
念
は

ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ

っ
て

い
る
。

自
然
主
義
を

め
ぐ

る
「
没
理
想
」
論
争
の
核
心
的
な
問
題

が
こ
こ

に
あ

っ
た
。

二
　

森

鴎
外

・
大

村

西

崖

訳

『
審

美

綱

領

』

の
訳

語

前
述
の
翻
訳

『
審
美
論
』

は
中
断
す
る
が
、
明
治
三
十
二
年

に
鴎
外
は
大

村
西
崖
と

の
「
同
編
」
（
共
同
編
集
）
と
し
て

『
審
美
綱
領
』
を
刊
行
し
た
。

学哲ヤキン一サと外鴎森
－
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そ

れ

な

ら

ば

大

村

氏

が

述

べ

て

い

る

こ

と

は

実

際

に

『
審

美

綱

領

』

の

中

で

ど

の

よ

う

に

跡

づ

け

ら

れ

る
で

あ

ろ

う

か

。

す

で

に

明

治

十

四

年

に

井

上

哲

次

郎

等

編

『
哲

学

字

彙

』

が

刊

行

さ

れ

て

哲

学

用
語

の

翻

訳

は

標

準

化

さ

れ

つ

つ

あ

っ
た

が

、

鴎

外

・
西

崖

の

用

い
て

い
る

訳
語

は

か

な

り

特

殊

で

あ

る
。
す
な
わ
ち
本
書
の
冒
頭
か
ら
す
で
に
、
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
は
「
能
変
（
主
観
）
」
、

Ｏ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ

は

「
所

変

（
客

観

）
」

と

訳

さ

れ

て

い

る
。
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ

と

〇
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ

は

編

者

が

括

弧

内

に

示

し

て

い

る
よ

う

に
、

通

常

は

主

観

・
客

観

と

訳

さ

れ

、

こ

の
訳

語

は

『
哲

学

字

彙

』

以

来

定

着

し

て

い

る

。

こ

れ

に

対

し

て

「
能

と
主
張
す

る
。
外
界
は
「
極
微
よ
り
成
り
」
、
「
運
動
を
為
す
」
け
れ
ど
も
、

「
極
微

と
運
動
と
は
美
な
る

に
あ
ら
ず
。」
そ
こ

に
美
を
感
じ
る
と
は
い
っ
て

も
、
所
変

は
「
能
変

を
し
て
美

を
感

ぜ
し
む

る
約

束
を
具

す

る
の
み
」
で

あ
る
。
従

っ
て
美

は
能
変

に
属
す
る
。
し
か
し
能
変
だ
け
で
美
を
生
じ
う
る

の
で
も
な

い
。
「
美
の
直
接
な

る
源

は
能
変
に
在
れ

ど
も
、
間
接

に
は
所
変

に
原

づ
く
と
云

は
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
」

能
変
が
眼

や
耳

な
ど

の
感
官

（
「
官

変
」
「
所
変
」
の
語

は
『
哲
学

字
彙
』

に
は
見
ら

れ
な

い
け
れ
ど

も
、
唯
識

哲
学
の
用
語
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
編
者

は
あ
え
て
唯
識
の
用
語
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
鴎
外
の
翻

訳

『
審
美
論
』
で
は
「
観
」

も
「
変
」

も
な
く
、

単
に
「
主

（
能
）
」

と
「
客

（
所
）
」
が
用

い
ら

れ
て
お

り
、
主
・
客
、
能
・
所
の
関
係

は
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
唯
識
思
想
と

の
関
連
は
明
示

的
で
は
な
い
。

唯
識
哲
学
は
識
の
一
元
論
で
あ
り
、
識
そ
の
も
の
が
主
観
（
見
分
）
と
客

観
（
相
分
）
と

に
分
化
す
る
と
説
く
。
識
自
身
が
主
観
と
客
観
と

に
分

か
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
な
対
象
あ

る
い
は
世
界
と

い
う
外
界

は
識
を
離

れ
て
そ
れ
自
身
で
実
在
す
る
も

の
で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
外
界

は
主
観
の

投
影
で
あ
り
、
あ
た

か
も
存
在
す
る

か
の
よ
う

に
見
え

る
だ
け

の
も

の
（
顕

現
）
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
ら
ば

ハ
ル
ト

マ
ン
は
ど

の
よ
う

に
説
く
の
で
あ
ろ
う

か
。

ハ
ル
ト
マ

ン
は
美
を
考
察
し
て
、
所
変
す

な
わ
ち
外
界
そ
の
ま
ま
が
美
な

の
で

は
な
い

（
根

）
」
）

に

よ

っ
て

所

変

に

触

れ

る
。

す

る
と

所

変

が

「
官

能
」

に

上

る

。

そ

し

て

「
所

変

の

よ

く

官

能

に

上

る

を

現

象

（

相

分
）

Ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ

と

い

ふ

。
」

こ

こ

に
言

う

「
相

分

」

は
前

述

の

よ

う

に
唯

識

哲

学

の

用

語

で

あ

る

。

さ

て

、
「
能

変

を

し

て

美

を
感

ぜ

し

む

る

は
、

所

変

の

所

具

の

性

な

れ

ど

も

、

こ

の

性

は
実

Ｒ
ｅ
ａ
ｌｉｔｙ

に
非

ず
。

よ

く

美

を

感

ず

る

に

は
、

実

の

脱

離

Ａ
ｂ
ｓ
ｔｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ

を
要

す

。

こ

れ

を

脱
実

と

い

ふ
。
」

す

な

わ
ち

美

の
意

識

内

容

と

な

っ
て

い

る
現

象

は
実

在

そ

の
も

の
で

は
な

い
。

そ

こ

で

実

在

か

ら

こ

れ

を

区

別

し

て

、
「
ヘ

エ
ゲ

ル
以

来

、
仮

象

Ｓ
ｅ
ｅ
ｍ

ｉｎ
ｇ
　（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉｎ
）

と

い
う

語

」

で

表

す

。

能

変

に

つ

い
て

も

同

様
で

あ

る
。

喜

怒

哀

楽

の
通

常

の

感

情

は

実

在

の
現

象

に
対

し

て

起

こ

る

が

、

美

の
感

情

は

仮

象

に
対

し

て

起

こ

る
。

そ

こ
で

「
美

な

る
感

情

を

名

づ

け

て

仮
情

と

い

ふ

。

な

ほ
美

な

る

現

象

を
名

づ

け

て

仮

象

と

い

ふ

が
如

し

。
」

こ
う

し

て

ハ
ル

ト

マ
ン

は
実

在

の
領

域

か

ら

美

を

分
け

て

い

る
。

自

然

は

背

後

に

実

（
Ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉｔ
ｙ

を

持

つ

が
、

美

は

実

で

は

な

く

て

理

想

を

持

つ

。

「
美

の
現

象

は
理

想

Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ

な

り

。
」

す

な

わ
ち

、

心

の
対

象

は
実

在

す

る

現

象

と

仮

象

と

で

あ

っ
て

、
「
有

実

の
現

象

」

に

対

し

て

心

は

「
実

情

」

を

起



こ

し

、

仮

象

す

な

わ

ち

「
非

実

の

現

象

」

に

対

し

て

は

「

美

な

る

感

情

」

を

起

こ

す

。

以

上

は

『
審

美

綱

領

』
「
上

」

の

甲

と

乙

の

初

め

（
原

書

で

は

第

一

書

Ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ

の

第

一

章

と

第

二

章

の

初

め

）

に

説

か

れ

て

い

る

。

次

に

同

じ

く

「

上

」

の

戊

「

美

の

世

間

位

」
（
原

書

第

六

章

）

の

第

五

「
世

界

観

上

の

美

の

地

位

」
（
原

書

第

五

節
"

Ｄ
ｉｅ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌｕ
ｎ
ｇ

　
ｄ
ｅ
ｓ
　Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
　
i
m
　
Ｗ
ｅ
ｌｔ
-

ｇ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
ｎ
"

）

は

、

原

書

で

は

十

項

に

分

か

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

を

二

項

に

縮

め

て

要

約

し

て

い

る

。

そ

の

Ａ

「

ハ

ル

ト

マ

ン

氏

世

界

観

上

の

美

の

地

位

」

は

「

ハ

ル

ト

マ

ン

Ｈ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ

の

審

美

学

に

依

れ

ば

、

美

は

理

想

の

仮

象

と
し
て
現
ず
る
も
の
な
り
。
」
（
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ

．）

と

説

き

起

こ

し

て

い

る

。

従

っ

て

美

の

問

題

は

全

体

と

し

て

「

仮

象

」

に

関

わ

る

こ

と

に

な

る

か

ら

、

鴎

外

・

大

村

両

氏

は
、
「
序

」

に

あ

る

よ

う

に

、

こ

れ

を

唯

識
思

想

と
比

較

す

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る
と

理

解

し

た

の

で

あ

る

。

さ
て
、
次
に
「
世
界
の
全
理
想
、
T
ｏ
ｔ
ａ
ｌ
　
ｉ
ｄ
ｅ
ａ
は
観
相
に
上
ら
ざ
る
が
故

に
、
美
な
る
こ
と
能
は
ず
。
理
想
の
よ
く
美
な
る
も
の
は
分
理
想
P
a
r
t
i
a
l

i
d
e
a
に
し
て
、
個
物
と
し
て
現
ず
る
も
の
な
り
。
而
し
て
そ
の
美
は
、
当

該
分
理
想
と
相
肖
る
こ
と
愈
愈
緊
切
に
し
て
愈
愈
完
全
な
り
。
」
こ
れ
は
類

と

個

物

の

問

題

で

あ

る

が

、

原

著

に

よ

る

と

、

具

体

的

な

美

は

絶

対

的

理

念

（
ｄ
ｉｅ
　ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
）

を

分

有

す

る

部

分

的

理

念

（
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｉａ
ｌｉ
ｄ
ｅ
ｅ
）

で

あ

り

、

小

宇

宙

（
Ｍ

ｉ
ｋ
ｒ
ｏ
ｋ
ｏ
ｓ
ｍ

ｏ
ｓ
）

を

成

す

。

し

か

も

こ

の

絶

対

的

理

念

な

る

も

の

も

美

が

指

し

示

す

最

終

的

な

も

の

（
ｄ
ａ
ｓ
　ａ
ｌ
ｌｅ
ｒ
ｌｅ
ｔｚ
ｔｅ
）

で

は

な

く

て

、

絶

対

精

神

（

ｄ
ｅ
ｒ

　
ａ

ｂ
ｓ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｅ

　
Ｇ

ｅ

ｉｓ
ｔ
）

の

理

念

的

代

理

者

（

ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｌ
ｌｅ
ｒ

Ｒ

ｅ
ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ
ｎ

ｔ
）

で

あ

る

か

ら

、

絶

対

的

理

念

の

背

後

に

絶

対

精

神

が

存

在

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

絶

対

精

神

が

絶

対

主

観

（

ｄ
ａ
ｓ

　
ａ
ｂ
ｓ
ｏ

ｌ
ｕ

ｔ
ｅ

　
Ｓ
ｕ

ｂ
-

ｊｅ

ｋ
ｔ
）
’

絶

対

的

実

体

（

ｄ
ｉ
ｅ

　
ａ

ｂ
ｓ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｅ

　
Ｓ
ｕ

ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｚ

）

で

あ

る

。

形

而

上

学

に

お

け

る

こ

の

絶

対

的

観

念

論

に

対

し

て

美

学

に

お

け

る

美

的

観

念

論

が

対

応

す

る

。

た

だ

し

、

絶

対

的

・

論

理

的

。

無

意

識

的

な

理

念

が

絶

対

的

実

体

（

ｄ

ｉｅ

　
ａ

ｂ
ｓ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｅ

　
Ｓ
ｕ

ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｚ

）

ま

た

は

絶

対

主

観

（

ｄ
ａ
ｓ

　
ａ

ｂ
ｓ
ｏ

ｌｕ

ｔ
ｅ

　
Ｓ
ｕ

ｂ
-

ｊ
ｅ

ｋ

ｔ
）

の

一

つ

の

属

性

（

Ａ

ｔ
ｔ
ｒ
ｉ
ｂ
ｕ

ｔ
）

と

見

な

さ

れ

、

さ

ら

に

少

な

く

と

も

第

二

の

属

性

と

し

て

絶

対

的

・

非

論

理

的

・

無

意

識

的

な

意

志

（

Ｗ

ｉ
ｌ
ｌｅ

）

が

こ

の

理

念

と

同

等

の

も

の

と

し

て

対

置

さ

れ

る

。

そ

し

て

絶

対

主

観

と

そ

の

二

つ

の

属

性

と

の

一

体

性

が

形

而

上

学

的

原

理

全

体

す

な

わ

ち

絶

対

的

・

無

意

識

的

精

神

（

Ｇ

ｅ

ｉｓ
ｔ
）

を

表

わ

し

て

い

る

。

三
　

サ

ー

ン

キ

ヤ

哲

学

の

「

自

性

」

の

問

題

ハ

ル

ト

マ

ン

美

学

の

基

本

構

造

は

以

上

の

ご

と

く

で

あ

る

が

、

こ

の

最

後

の

部

分

が

『

審

美

綱

領

』

で

は

次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

ハ
ル
ト
マ
ン
は
一
元
論
者
M
o
n
i
s
t
と
し
て
自
性
（
精
又
質
Ｓ
ｐ
ｉ
-

r
ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
,
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
)
を
立
て
、
理
想
と
意
志
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
（
数
論
の
勇
）

と

を

以

て

そ

の

両

面

と

な

す

。

鴎
外

・
西

崖
は

ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
絶
対
精
神
」
「
絶
対
主
観
」
「
絶
対

的
実

体
」

を
「
自
性
」

と
み
な
し

、
「
自
性
」

の
両

面
と
し
て

「
理

想
」

と
「
意

志
」

と

が
あ

り
、
「
意
志
」

は

「
数

論
」
す

な
わ

ち

サ
ー

ン
キ

ヤ
哲

学

の
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「
勇
」

に

相

当

す

る

と

注
記

し

て

い

る
。

こ

の

「
勇

」

は

『
成

唯
識

論
述

記

』

が

サ
ー

ン

キ
ヤ

哲

学

に

つ

い
て

説

明

す

る
中

で

、
「
梵

に
薩

塘

（
＝

ｓ
ａ
ｔ
ｔｖ
ａ
）

と

云

う

。

此

に

は

有

情

と

云

い
、

亦

勇

健

と

云

う
。

今

、

勇

の

義

を
取

る

。
」

と

あ

る

の

を

受

け

て

い

る
。

サ

ー

ン

キ

ヤ
哲

学

に

よ

る
と

現

象

世
界

の
根

本

原
因
で
あ
る
根
本
原
質
は
純
質
（
ｓ
ａ
ｔ
ｔ
ｖ
ａ
）
　
・
激
質
（
r
a
j
a
s
）
・
暗
質
（
t
a
m
-

a
s
）
の
三
種
の
構
成
要
素
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
絶
対
精

神

が

そ

の

両

面

と

し

て

理
念

と

意

志

を

持

つ
こ

と

を

こ

れ

と
対

応

さ

せ

て

理

解

し

て

い

る
こ

と

に
な

る
。
と

こ
ろ

で

サ

ー

ン

キ

ヤ
の

根
本

原

質
（
ｐ
ｒ
ａ
ｋ
ｒ
ｔ
ｉ）

は

「
自

性

」

と

漢

訳

さ
れ

て

い

る
の

で

、

そ

れ

が

ハ
ル

ト

マ
ン

の

絶
対

精

神

に

対

応

す

る
も

の

と

し

て

扱

わ
れ

て

い

る
こ

と

に

な

る
。

こ

こ

に

は

二

つ

の

問

題

が

あ

る
。

第

一

に
、

サ

ー

ン

キ

ヤ
で

は

根

本

原

質

に
対

立
す

る

独

立

の

原

理

と

し

て

純

粋

精

神

（
ｐ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
ａ
　

漢

訳

で

は

人

我

・
神

我

）

を

立

て

、

二

元

論

の

体

系

を

構

成

し

て

い

る
。

従

っ
て

ハ

ル

ト

マ

ン

の
絶

対

精
神

に
対

し

て

は

純

粋

精

神

を

対

応

さ
せ

る
べ

き

で

は
な

か

っ

た

か

、
と

考

え
ら

れ

る
。

し

か

し

純

粋

精

神

は
現

象

に
直

接

あ

ず

か

る
こ

と

な
く

、

超
然

と

し
て

こ

れ

を

眺

め

る

の
み

で

あ

っ
て

、

ハ
ル

ト

マ

ン

は
こ

の

よ

う

な

現

象

超

越

的
原

理

を

拒

否

す

る
。

芸

術

の

成

る
や

、

唯

一
な

る
自

性

、

神

来

の
理

想

と

し

て

作

者

に

舎

り

、

作

者

の

製

作

せ

む
と

欲

す

る
意

志

と

共

に
発

動

す

。

作

者

の

有

意

識

理

想

の

如

き

は

、

た

ゞ
自

評

を

な

し

て

補

綴

す

る

の

み

。

若
し

神

来

の

理

想

の

由

り

て

来

る
と

こ
ろ

を

以

て

、

唯

一
な

る

自

性

に

非

ず

と

な

す

と

き

は

、

復

元

論

Ｐ
ｌｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｉｓ
m
ｕ
ｓ

に

陥

る

。

自

然

美

の

成

る

や

。

自
性

み
づ
か
ら
製
作
す
。
初
よ
り
意
識
の
こ
れ
に
与
る
こ
と
な
し
。
若

し
意

識
こ
れ
に
与
る
と
す
る
と
き
は
、
有
神
論

Ｔ
ｈｅ
ｉｓ
mｕ
ｓ

に
陥
る
。

ハ
ル
ト

マ
ン
の
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

サ
ー
ン
キ

ヤ
の
純
粋
精
神

を
認
め

る
余
地
は
な
い
こ
と

に
な
る
。
そ
の

た
め
に
鴎
外
・
西
崖
は
自
性
を
絶
対
精

神

に
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
第
二

に
、
ど
う
し
て
自
性
が
絶
対
精
神

に
対

応
す

る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
問
題
が
生

ず

る
。
現

代
の
イ

ン
ド
哲
学
理
解

に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
あ
り
え
な

い
理
解
と
言

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
強

い
て
解
釈
を
施
す
な
ら
ば
、

根

本
原
質

（
自
性
）

か
ら

は
物
質
的
な
現

象
界
の
み

な

ら
ず
、
思

惟
機
能

（
ｂｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
統
覚
機

能
　

漢
訳

・
覚
）
や
自
我

意
識
な
ど

も
成
立
す

る
と
考

え
ら
れ
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
根
本
原
質
か
ら
最
初
に
生
ず
る
の
は
思
惟

機
能
で
あ

る
か
ら

、
思
惟
機
能
が
最
も
根
本
原
質
に
近
い
た
め
に
、
こ
の
点

を
踏
ま
え
て

根
本
原

質
す

な
わ
ち
自
性
と
絶
対
精
神
を
同
一
視
し

た
、
と
言

え

な
く
も

な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
自

性

が
思

惟
機
能
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的

に
「
心
」
の
意
味
に
理
解

さ
れ
う

る
よ
う
な
背
景
が

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
原
語

の

ｐ
ｒ
ａ
-

ｋｒ
ｔｉ
に
関
し
て
は
こ
の
点
は
問
題

に
な
り
え
な

い
が
、
「
自
性
」

と

い
う
漢

字

に
つ
い
て
見
る
と
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で

は
な

い
。
そ
の
由
来
す

る
根
源

を
「
自
性

清
浄
心
」
と
い
う
仏
教
語

に
た
ど
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
心

が
「
自
性
」
と
し
て
、
す
な

わ
ち

「
本

来
」
、

清
浄
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す

る
。
葆

真
大
師
の

『
禅
家
亀
鑑
』

に

「
不

用

捨

衆
生
心

、

但
莫

染

汚

自
性

、
求

正
法

是
邪
」
と
あ
る
。
こ
こ
で

は
自
性

は
衆

生
心
す
な
わ
ち



心
の
自
性
で

あ
る
が
、
忽
滑
谷

快
天

師
は
永
嘉
大
師
の
語
「
諸
仏
法
身
入
我

性
、
我
性
還
与
如

来
合
」
を
引
用

し
て

、「
無
限

大
の
宇

宙
と
吾

人

の
自
性

と
は
互
融
渉
入
し
て
渾

然
一

如
す

る
」
と
言

う
。
「
我
性
」

を
自
性

と
言

い

換
え
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
本
性
、

心
の
法
性
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
忽
滑
谷
師

は
ま
た
聖
一
国
師
弁
円
の
言

葉
「
一
切
衆
生

に
自
性
あ
り
、
此
性

は
も
と
よ
り
不
生
不
滅
な
り
常
住
不
変

な
り
、
故

に
本
有
の
自
性
と
名
く
、
三
世
諸
仏

も
一
切
衆
生
も
此
性
を
本
地

法
身
と
す
、
此
法
身
の
光
明
周
遍
法
界

に
充

満
し
て
一
切
衆
生
の
愚
暗
無
明

を
回
光
返
照
す
」
も
引

用
し

て
い
る
。

さ
ら

に
竹
田
黙

雷
師
は
、
「
全
体
、

吾

人

の

『
心
』

と

は
如

何

な

る
も

の

か
と
、
深

く

く

自
心

に
省

み
て

『
心
』
と
い
ふ
も
の
の
ド
ン
底
ま
で
究
め
尽
く
す
の
が
、
尽
心
、
即
ち
、
『
心

を
尽

く
す
』

の
で
あ

る
。
見
性

と
い
ふ
も
の

『
自
性
を
徹
見
す

る
』

の
謂
ひ

で

、
つ
ま
り
同

じ
意

味
じ
ゃ

。
各
人

が
、
若
し
、
一
念
発
起
し
て

、
謂
ゆ
る

八
識
田
に
一
刀

を
下

し
、
心
源
に
徹
し
得
た
な
ら
ば
、
元
来
、
心
も
仏
も
衆

生
も
三
無
差
別
で
、
煩
悩
即
菩
提
な
る
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
心
の
本
体

に
は
、

善

も

悪

も

悟

り

も

迷

ひ

も

無

い

の

ぢ

や

。

た
と

へ
ば

、

海

水

に

大

波

小

波

の

（
3
8）

活

動

を

見

る
と

一

般

で

、

水

と

波

と

は

決

し

て

別

な

も

の

で

は

無

い
。
」

と

述
べ
、
「
心

の
本
体
」
を
自
性
と
名
づ
け
て

い
る
。

こ
こ
で

は
鷆
外
・
西
崖
に
近

い
時
代

の
文
献

か
ら
若
干
を
取
り
上
げ

た
に

と
ど
ま

る
が
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
理
解
を
背
景

に
し
て
現
象
と
の

か
か
わ

り

に
お
け

る
心
を
問
題
と
し
、
し

か
も

そ
の
こ

こ
ろ

の
本
性
・
本
源
を
考
え

た
な
ら

ば
、

ハ
ル
ト
マ
ン
の
絶
対
精
神

を
自
性

と
訳
し

た
の
は
充
分
理
由

の

あ

る
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
鴎
外
・
西

崖
は

ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
の
骨
格
に
唯
識
・

サ

ー
ン
キ
ヤ
哲
学
と
の
類
似
性
を
見
る
と
と
も
に
、
唯
識
・
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学

の
思
想
体
系
を
踏
ま
え
て

ハ
ル
ト

マ
ン
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
、
『
哲
学
字
彙
』
に
あ
る
よ

う
な
訳
語
を
単

に
機
械

的
に
当
て

は
め

る
の
で

な
く
。
唯
識
・

サ
ー
ン
キ

ヤ
哲
学
の
述
語

を
採
用
し
た
。

四
　

結
　

語

以
上

の
考
察

に
よ
っ
て

、
『
審
美
綱
領
』
の
翻
訳

に
当
た

っ
て

サ
ー
ン
キ

ヤ
哲
学
に
関
す

る
知
識
が
重
要
な
意
義
を
有
し
て

い
た
こ
と

は
疑

い
な
い
と

言
う
こ
と
が
出
来

る
。
そ
こ
で
、
鷆
外
自
身
が
こ
の
翻
訳

に
ど
こ
ま
で
関
与

し
て
い
た
か
と
い
う
問
題

が
残

る
。
大
村
西
崖
が
「
序
」

を
執
筆
し
て
い
る

事
実

か
ら
、
西

崖
が
主
導
的
立
場

に
あ

っ
た
、
と
推
測
す

る
根
拠

は
大
い

に

あ
り
う
る
。
特
に

『
審
美
論
』

と
比
較

し
た
場
合
、
西

崖
の
役
割

は
重
視
し

て

よ
い
。
し

か
し
鴎
外
・
西

崖
の
関
係
は
単
に
量
的
な
も
の
と
見

る
べ
き
で

は
な
い
。
両
者
の
共
同
作
業
は
こ
の
翻

訳
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
長

期

間
に
及

ん
で
非
常

に
多
く
の
面
に
わ
た
っ
て

お
り
、
共
同
作
業

を
通
じ
て

両

者
が
成
長
し
て

い
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

の
詳

論
は
別

の
機
会

に
譲
る
ほ

か
な
い
が
、
鴎
外
が
本
書
刊
行
の
翌
三

十
三
年
暮

れ
に
小
倉

・
安
国
寺
で
玉
水
俊
竣
師
か
ら
唯
識

論
の
講
義
を
う
け

て
い
る
こ

と
だ
け

を
記
し
て

お
き
た

い
。
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（
1
）
　
そ
の
他
の
美
学
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
松
本
孝
次
郎
述
『
美
学
』
（
哲

学

館

、

明

治

三

十

一

年
　

本

書

は

「

哲

学

館

高

等

教

育

学

科

講

義

録

」

で

あ

り

、

版

を

重

ね

た

）

、

高

山

樗

牛

編

『

近

世

美

学

』

（

帝

国

百

科

全

書

第
3
4

編

、

明

治

三

十

二

年

）

、

『

マ

ー

シ

ャ

ル

氏

審

美

学

綱

要

』

（

島

村

滝

太

郎

解

説

、

東

京

専

門

学

校

出

版

部

、

明

治

三

十

三

年
　

名

著

綱

要

文

学

教

育

科

講

義

録

）

、

ブ

ラ

ウ

ン

・

ホ

ル

ド

ヰ

ン

『

美

術

概

論

』

（

長

谷

川

天

渓

等

訳

、

春

陽

堂

、

明

治

三

十

六

年

）

、

菅

野

枕

波

『

審

美

学

要

義

』

（

文

学

同

志

会

、

明

治

三

十

六

年

）
。

（

２

）
　

な

お

明

治

二

十

五

年

に

田

口

茂

一

郎

『

美

術

応

用

解

剖

学

』

が

出

版

さ

れ

て

い

る

。

日

本

の

古

美

術

調

査

や

美

術

学

校

の

開

設

に

際

し

て

責

任

あ

る

地

位

に

あ

っ

た

九

鬼

隆

一

は

、

当

時

美

術

論

に

お

い

て

も

活

発

な

行

動

を

行

っ

て

い

る

。

（

３

）

「

小

説

論

」

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

二

巻

、

四

五

一

１

四

五

二

頁

。

（

４

）

「

外

山

正

一

氏

の

画

論

を

駁

す

」

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

二

巻

、

一

七

七

頁

。

（

５

）

『

舞

姫

』

明

治

二

十

三

年

一

月

、

『

う

た

か

た

の

記

』

明

治

二

十

三

年

八

月

、

『

文

づ

か

ひ

』

明

治

二

十

四

年

一

月

。

（

６

）

『

舞

姫

』

以

下

の

三

編

に

関

す

る

こ

の

視

点

か

ら

の

考

察

に

つ

い

て

は

、

拙

著

『

漱

石

文

学

の

思

想
　

第

一

部
　

自

己

形

成

の

苦

悩

』

（

筑

摩

書

房

、

昭

和

六

十

三

年

）
　

一

九

一

頁

以

下

を

参

照

。

（

７

）
　

長

谷

川

泉

「

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

『

舞

姫

』

を

め

ぐ

っ

て

」

（

『

森

鴎

外

の

断

層

撮

影

像

』

至

文

堂

、

昭

和

五

十

九

年

四

月

、

二

九

三

－

二

九

四

頁

）

。

『

舞

姫

』

の

初

出

テ

キ

ス

ト

は

『

鴎

外

全

集

』

第

三

十

八

巻

、

四

七

一

頁

を

参

照

。

（

８

）
　

鴎

外

文

庫

の

蔵

書

調

査

の

結

果

で

は

、

ハ

ル

ト

マ

ン

の

『

無

意

識

の

哲

学

』

の

原

著

を

読

ん

だ

の

は

明

治

二

十

三

年

頃

の

刊

本

に

よ

っ

て

で

あ

ろ

う

と

さ

れ

、

従

っ

て

帰

国

後

で

あ

る

こ

と

に

な

り

、

ド

イ

ツ

留

学

中

は

ボ

レ

リ

ウ

ス

の

『

現

代

独

仏

哲

学

瞥

見

』

（

Ｊ
.
　

Ｊ
.
　

Ｂ

ｏ

ｒ
ｅ

ｌ
ｉ
ｕ

ｓ
:
　

Ｂ

ｌ
ｉｃ

ｋ
ｅ

　
ａ

ｕ
ｆ

　
ｄ
ｅ
ｎ

　
ｇ

ｅ
ｎ

ｇ

ｅ
ｎ

ｗ

ａ
ｒ

ｔ
ｉｇ

ｅ
ｎ

Ｓ

ｔ
ａ

ｎ

ｄ
ｐ
ｕ

ｎ

ｋ

ｔ
　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｃ

　

ｉ
ｎ

　

Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ
ｈ

ｌａ

ｎ

ｄ

　

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｆ

ｒ
ａ

ｎ

ｋ
ｒ
ｅ

ｉｃ

ｈ
.

１

８
８

６

）

と

シ

ュ

ヴ

ェ

ー

グ

ラ

ー

の

『

哲

学

史

要

』

（

Ａ

ｌ
ｂ
ｅ
ｒ

ｔ
　
Ｓ
ｃ

ｈ
w

ｅ

ｇ

ｌｅ
ｒ
:

　
Ｇ

ｅ
-

ｓ
ｃ

ｈ

ｉｃ

ｈ
ｔ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｂ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｅ

　
ｉｎ

　
U
m

ｒ

ｉ
ｓ
ｓ
.
　

Ｅ

ｉ
ｎ

」

ｅ

ｉ
ｔｆ

ａ

ｄ
ｅ
ｎ

　
ｚ
ｕ

ｒ

　
Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

ｓ
ｉｃ

ｈ

ｔ
.

１

４
・
　

Ａ

ｕ

ｆ
ｌ
　
ｄ

ｕ

ｒ
ｃ

ｈ
ｇ

ｅ

ｌｅ

ｓ
ｅ
ｎ

　
ｕ

ｎ

ａ

　
ｅ

ｒ
ｇ

ａ
ｎ

ｘ

ｔ
　
ｖ
ｏ

ｎ

　
Ｒ
.

　

Ｋ

ｏ

ｂ
ｅ

ｒ
.
）

を

熟

読

し

て

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

エ

ル

や

ハ

ル

ト

マ

ン

に

関

す

る

知

識

を

得

た

に

と

ど

ま

る

と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
神
田
孝
夫
「
森
鴎
外
と
Ｅ
・
ｖ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
―
―
『
無

意
識
哲
学
を
中
心
に
―
―
』
（
『
島
田
謹
二
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
　
比
較
文
学

比

較

文

化

』

所

収

、

弘

文

堂

、

昭

和

三

十

五

年

七

月

）

＝

長

谷

川

泉

編

『

森

鴎

外

』

（
「

現

代

の

エ

ス

プ

リ

」

昭

和

四

十

三

年

一

月

）

参

照

。

（

９

）
　

荒

正

人

『

漱

石

研

究

年

表

』

明

治

二

十

三

年

九

月

の

項

参

照

。

（

1 0

）
　

荒

、

前

掲

書

、

明

治

二

十

六

年

六

月

の

項

参

照

。

（

1
1

）
　

「

無

名

氏

に

答

ふ

る

書

」

（

後

に

「

答

無

名

氏

論

柵

草

紙

書

」

と

改

題

さ

れ

た

）

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

三

巻

、

二

〇

七

頁

以

下

。

（

り
一
）
　

『

審

美

綱

領

』

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

一

巻

、

二

一

三

頁

。

（

1 3

）
　

こ

の

序

文

は

全

集

本

で

は

本

文

と

切

り

離

し

て

、

「

後

記

」

（
『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

一

巻

、

五

〇

七

頁

）

に

収

め

ら

れ

て

い

る

。

（

1 4

）

『

審

美

綱

領

』

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

一

巻

、

二

二

七

頁

。

テ

キ

ス

ト

と

し

て

は

Ｅ

ｄ
ｕ

ａ
ｒ

ｄ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｈ

ａ

ｒ
ｔ
ｍ

ａ
ｎ

ｎ
:

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　
Ｓ

ｃ
ｈ
ｄ
ｎ

ｅ
ｎ
.

　
Ｚ

ｗ

ｅ

ｉ
ｔ
ｅ
ｒ

　
ｓ
ｙ

ｓ
-

ｔ
ｅ
ｍ

ａ

ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ｔ
ｌ
　ｄ

ｅ
ｒ

　Ａ

ｅ
ｓ

ｔ
ｈ
ｅ

ｔ
ｉ
ｋ
.
　
Ａ

ｕ
ｓ
ｇ

ｅ
ｗ

ａ

ｈ

ｌ
ｔｅ

　
Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ
.
　
Ｚ
w

ｅ

ｉｔ
ｅ

　
Ｗ

ｏ

ｈ

ｌ
-

ｆ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ

，

Ｂ
ｄ
.
　
Ｉ
Ｖ
・
　
L
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
.
　
（
ｎ
・
ｄ
.
）
を
参
照
し
た
。

（

1 5

）
　

中

村

元

『

仏

教

語

大

辞

典

』

六

八

六

、

一

〇

八

七

頁

参

照

。

（

1 6

）
　

『

審

美

論

』

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

一

巻

、

三

頁

。

（

1 7

）
　

『

審

美

綱

領

』

『

鴎

外

全

集

』

第

二

十

一

巻

、

二

二

七

頁

。

（

1 8
）
　
同
、
二
二
七
―
二
二
八
頁
。

（

1 9

）
　

同

、

二

二

八

頁

。

（
2
0

）
　

同

、

二

二

九

頁

。

（

2
1

）
　

同

、

二

三

三

頁

。

（
2
2

）
　

同

、

二

三

四

頁

。

（
2
3

）
　

同

、

二

三

一

頁

。

（
2
4

）
　

同

、

二

三

〇

頁

。

7
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（
2
5）
　
同
、

二
三
三
頁
。

（
2
6）
　
同
、

二
八
五
頁
°

　
Ｏ
ｐ

．　ｃ
ｉｔ
.　Ｓ
.４
６
３
．

（
2
7）
　
同
、
二

八
六
頁
。

（
2
8）
　
同
、
二
五
〇
頁
。
前
掲
拙
著

。
一
九

二
頁
参
照
。

（
2
9）　
Ｏ
ｐ
.　ｃ
ｉｔ
.　
Ｓ
Ｓ

．　
４
７
０
-４
７
１
.

（
3
0）
　
以
下

に
つ
い
て
は
、
ｏ
ｐ
.　ｃ
ｉｔ
.　Ｓ
Ｓ
.　
４
７
１
-４
７
２

．

（
3
1）

『
審
美
綱
要
』

二
八
六
頁

。

（
3
2）

『
成
唯
識
論
述
記
』

一
末

、
大
正

蔵
経
四
十

三
巻
、
二
五

二
頁
下

。

（
3
3）
　
こ
れ
は

ｓ
ａ
ｔ
ｔｖ
ａ

を

ｓ
ａ
ｔ
 ｖａ
ｎ

と
し
て
説
明
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
サ

ー

ン
キ
ヤ
学
派
に
お
け

る
解
釈
で
は
な
く
、
『
成
唯
識

論
述
記
』

の
も

の
で
あ

る
。

（
3
4
）
同
、
二
八
六
―
二
八
七
頁
。
　
Ｏ
ｐ
.
　
ｔ
ｉ
ｔ
.
　
Ｓ
.
４
７
６
．

（
3
5）
　
忽
滑
谷
快
天

『
禅
家

亀
鑑
講
話
』
（
明
治
四
十
四
年
）
　一

一
九
頁

。

（
3
6）
　
忽

滑
谷
快
天

『
禅
学
批

判
』
（
明
治
三
十
八
年
）

八
一
頁
。

（
3
7）
　
忽
滑
谷
快
天

『
禅
学
批

判
』

一
ニ

ー
頁

。

（
3
8）
　
竹

田
黙
雷

『
禅

の
殺
活

』
（
昭
和
六
年
）
六
一
七
頁
。

（
3
9）
　
鴎
外
の
「
日
記
」
明
治

三
十
三
年

十
二
月

四
日
の
条
を
参
照
、
拙

論
「
鴎
外

と
ア

シ
ョ
ー
カ
王
研
究

」
（
古
田
紹
欽
博
士

古
稀
記
念

論
集

『
仏
教

の
歴
史

的

展
開

に
見

る
諸
形
態
』

創
文

社
、
昭

和
五

十
六
年

）
四
七
九
頁
参
照

。

（
い
ま
に
し
・
じ
ゅ
ん
き
ち
、
イ
ン
ド
哲
学
・

仏
教

学

、

北

海

道
大

学

教
授

）

学哲ヤキン一サと外鴎森7
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