
〈
研

究

論

文
７

〉

無
我
説
と
行
為
主
体
の
問
題

―
現
代
哲
学
の
視
点
か
ら
―

自
我
は
存
在
す
る
か
？
　
も
し
自
我
が
恒
常
不
変
の
a
t
m
a
n
を
意
味
す

る
な
ら

、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
い
う
精
神

な
る
実
体
に
比
せ
ら
れ
る
か
ら
、

現
代
の
分
析
哲
学
者
の
多
く
は
仏
教
と
と
も
に
否
!
 
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
も
し
自
我

が
自
我
意
識
を
意
味
す
る
な
ら
話
は
違

っ
て
く
る
。
こ
の
乖

離

は
唯
識
学
派

で
も
認

め
る
こ

と
で
、
同
日
目

的
自

我
の
問

題

に

は
無
我

の

立
場

を

と

り

な

が

ら
、
自

我

意
識

（
ａ
ｈ
ａ
ｍ
ｋ
ａ
ｒａ
）
、

我

が

も

の

意

識

（
m
ａ
ｍ
ａ
ｋ
ａ
ｒ
ａ
）
の
存
在
を
否
定
し
な
い
立
場
は
十
分
に
成
立
の
余
地
が
あ

る
。
小
論

で
は

ま
ず
、
９
ヨ
目

的
自
我

の
有
無

の
問
題

を
現

代

の
分
析

哲

学
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
を
概
観
す
る
。
次

に
行
為

主
体
の
問
題
を
、
主

体

が
変
化

し
つ
つ
も
一
貫
し
て
有
す
る
自
我
意
識

の
観
点
か
ら
検
討
し
、

時

空
的

な
因
果

的
積
聚
物
が
、
自
己
同
定
と
い
う
営
み

の
基
盤

、
自
我

意
識

の

基
盤
で
あ

っ
て
、
逆
で
は
な

い
こ

と
、
そ
の
意

味
で
ｐ
ｅｒ
ｓ
ｏ
ｎ

な
る
日
常
的

な
社
会
的
概
念

は
二
次
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
比
較

の
接
点

槻
　
木
　
　
　

裕

と
し
て
現
代

の
行
為

論
に
着
目
す
る
の
は
、
有
我
か
無
我

か
と

い
う
仏
教
の

問
題

に
お

い
て
中
心

を
な
す

の
は
業

（
ｋ
ａｒ
ｍ
ａ
ｎ
）

の
生
起
と
滅
却
の
問
題

で
あ
り
、
業
と

は
、
心
的
行
為
も
含
め
て
「
行
為
と

そ
の
影
響
」
の
こ
と
で

あ
る

か
ら
、
と

い
う
理
由
を
前
置
き

し
て
お
く
。

１

．

無
我

説

と

現
代

の
行

為

論

現
代
の
分
析
哲
学

の
行
為
論
の
一
つ
の
頂

点
を
な
す

の
は
Ｇ

・
Ｅ

・
Ｍ

・

ア
ン
ス
コ

ム
か
ら
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
連

な
る
考
え
で
あ
る
。
両
者

は

多
様
な
行
為
記
述
の
同
定
基
準
を
物
質
的
な

一
連
の
身
体
運
動
に
お
き
、
後

者
は
さ
ら
に
こ
れ
を
心
身
問
題

に
結
び

つ
け
た
。

「
私
は
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
り
、
明
り
を
つ
け
、
部
屋
を
明
る
く
す
る
。

私

は
ま
た
自
分
の
知
ら
な

い
う
ち
に
、
主
人
の
在
宅
と
い
う
警
告
を
空

き

巣
ね

ら
い
に
与

え
て
い
る
。
こ
の
と
き

、
私

は
四

つ
の
こ
と
を
す
る



必

要

が

な

い
。

た

っ

た

一

つ

の

こ

と

を

す

れ

ば

よ

い

の

で

あ

っ
て

、

そ

の
一

つ

の
こ

と

に
四

つ

の

記

述

が

与

え

ら

れ

た

に
す

ぎ

な

い
」
。

内

包

的

意

味

の

異

な

る

四

つ

の

行

為

記

述

は

。

外

延

的

な

指

示

物

（
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
）
、
即
ち
、
こ
の
私
の
そ
の
と
き
の
大
脳
の
化
学
反
応
を
含
む
身

体

運

動

に

お

い

て

等

し

く

、

①

「
私

が

（
そ

の

と

き

）

ス

イ

ッ

チ

を

ひ

ね

っ

た

行

為

」

＝
②

「
私

が

照

明

を

つ
け

た
行

為

」

＝
③

「
私

が

部
屋

を

明

る

く

し

た

行

為

」

＝
④

「
私

が

（
意

識

せ
ず

）

空
き

巣

ね

ら

い

に

警

告

を

与

え

た

行

為

」

が

成

立

す

る
。

こ

の

間

の

事

情

は

、
別

々

の

名

辞

的

記

述

句

に

つ

い

て

、
「
金

星

」

＝

「
宵

の

明

星

」

＝

「
暁

の

明

星

」

が

成

立

す

る

の

と
同

じ

で

あ

る
。

注
意

す

べ
き

は

、

普

通

の

名

辞

的

記
述

句

と

異

な

り

、

行

為

記

述

に

あ

っ
て

は
、

外

延

的

に
同

一

と

い

っ

て

も

、

一

連

の

振

舞

い

の

経

過

に

要

す

る
時

間

幅

を
許

す

こ

と

で

あ

る

。

ス

イ

ッ
チ

を

ひ

ね

っ
た

と

き

と

部

屋

が

明

る

く

な

っ

た

と

き

と

で

は

、

時

間

差

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

そ

れ

は

行

為

の

性

格

上

許

さ

れ

る
こ

と

で

な

げ

れ

ば

な

ら

な

い
。

即

ち

、

行

為

記

述

に

あ

っ
て

は

結

果

を

巻

き

こ

ん

で

語

り

う

る
の

で

あ

る
。

こ

れ

を

フ

ァ

イ

ン

バ

ー
グ

は

行

為

記

述

の

ア

コ

ー

デ

ィ

オ

ン

効
果

と

呼

ん

だ

が

。

例

え

ば

私

が

交

通

事

故

で

人

を

は

ね
て

死

に
至

ら
し

め

た
と

す

る

と

、

絶

命

し

た

の

が

何

時

間

か
後

で

あ

っ
て
も

、
「
私

は
そ

の

人

を

殺

し

た

」

と

結

果

を

巻

き

こ

ん

で

記

述

さ

れ

る

。

こ

の

と

き

、

絶

命

に

至

る

ま

で

の

詳

細

な

身

体

的

因

果

関

係

を

述

べ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

な

い
。

そ

れ

は

省

略

す

る
こ

と

も

で

き

る

し

、

長

々

と

述

べ

る
こ

と

も

で

き

る
と

い

う

意

味

で

、

ア

コ

ー
デ

ィ

オ

ン
に

譬

え

ら

れ

る
。

結

果

の
方

向

に

つ

い

て

言

わ
れ

る
こ

と

は

、

原
因

の

方
向

に

つ

い
て

も

成

立
す

る
。

⑤

「

ソ

フ

ァ
ー

に

横

た

わ
ろ

う

と

思

っ
た

の

で

私

が

照
明

を

つ
け

た
行

為

」

に

お

い

て

、

傍

線

部

が

い

わ
ゆ

る

心

的

動

機

・

意

図

を

「
表

し

」
、

照

明

を

つ
け

る

振

舞

い

の

原

因

と
し

て

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

⑤

を
し

て
か
ら
①
と
振
舞
っ
た
の
で
な
い
以
上
、
「
⑤
＝
①
―
…
…
」
が
成
立
し
て
い

る

。
内

包

的

意

味

こ

そ

違

え

、

⑤

も

①
以

下

の

記

述

句

と

指

示

的

外

延

を

等

し

く

す

る

行

為

記

述

な

の

で

あ

る

。

だ

か
ら

、

⑤
の

傍

線

部

は
、

実

は

そ

れ

自

体

で

は

何

も

指

示

し

な

い
副

詞

句

の

よ

う

な
も

の

と

考

え

る

こ
と

が

で
き

る

。

そ

れ

は

、

⑥

「
私

が

部

屋

を

煌

々
と

明

る

く

し

た

行

為
」
（
＝

③

―
①

…
）
に
お
い
て
、
「
煌
々
と
」
な
る
副
詞
が
単
独
で
何
か
独
立
の
事
物
を
指

示

す

る

と

考

え

る
必

要

が

な

い
の

と

同

じ
で

あ

る
。

傍

線

部

は

。
語

句

の

指

示

に

関

し

て

は
副

詞

と

身

分

を

同

じ

く

す

る
ｓ
ｙ
ｎ
ｃ
ａ
ｔｅ
ｇ
ｏ
ｒ
ｅ
ｍ
ａ
ｔ
ｉｃ

な

語

句

で

あ

っ
て

、
「
意

図

。

動

機
」

と

い

う

言

葉

が

と

も

す

れ

ば

示

唆

す

る

と

さ

れ

る

「
精

神

（
的

自

我
）
」

な

る

恒

常

的

実

体

を

指

示

す

る
と

考

え

る
必

要

は

な

い
。

ま

た

、

⑤

は

、

⑦

「
会
社

で

く

た
く

た

に

疲

れ

、

ソ

フ

ァ
ー

に
急

い
で
横
た
わ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
、
私
が
照
明
を
つ
け
た
行
為
」
の
よ
う
に
、

原

因

の

方

向

に

い

く

ら

で

も

延

長

で
き

る
。

⑦

の

指

示

す

る
も

の

も

、

①
以

下

の

記

述

文

と

同

じ

一
連

の

身

体

運

動

（
大

脳

の

一

連

の

化

学

反

応

を

含

む

）

で

あ

っ
て

、

実

体

的

な

精

神

を

含

ん
で

い

る
と

考
え

る

必
要

は
な

い

。

こ

う

し

て

原

因

の

方

向

に

ア

コ

ー
デ

ィ
オ

ン

を

フ

ル

に

ひ
き

の
ば

し

、

そ

の

行

為

主

体

の

当

時

の

信
念

系

全
体

を

網

羅

す

る

外

延

的

に

等

し

い
行

為

記

述

句

を

原

理

的

に
考

え

る

こ

と

が
で

き

る
。

た

だ

し

、

存

在

論

と

し
て

は
物

質



―

－

・

の
み
を
認

め
る
唯
物
論
で

い
い
が
、
言
葉
と
し
て

は
、
今

の
と
こ
ろ
わ
れ

わ

れ
は
大
脳
の
化
学
反
応
を
含
む
身
体
変
化
を
適
確
に
言
い
表
す
言
語
を
も
ち

あ
わ
せ
て
お
ら
ず
、
言
語
と
し
て
は
自
然
言
語
中

の
い
わ
ゆ
る
心
的
言
語
を

認
め
ざ
る
を
え
な
い
【
唯
物
論
、
し
か
し
言
語
と
し
て
は
二
元
論
的
】
。

行
為
の
因
果
性
を
説
く
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
の
行
為
論
は
、
そ
の
因
果
性
が

法
則
に
ま
で
昇
華
さ
れ
な
い
個
別
的
因
果
性
を
い
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、

仏

教

の
汎

因

果

的
世

界

観
と

整

合

的
で

あ

る
。

た

だ

し
、

仏

教

は

心

（
c
i
t
t
a
）
を
物
質
ま
た
は
物
質
現
象
と
別
立
し
、
唯
物
論
と
は
見
え
な
い
。

し

か
し

、
心
の
存
在

を
認

め
る
と

い
っ
て
も

、
心
は
縁
起
性
の
も

の
で
あ
り

、

断
じ
て
恒
常
な
も
の
と
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ

に
唯
物
論

に
し

た
と
こ

ろ
で
、
物
質
か
ら
の
派
生
物
と
し
て

の
心
の
存
在

は
認

め
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
二
元

論
的
な
区
別

は
、
近

代
以

前
に
あ

っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
確
然
と
し
た
も

の
で

な
い
。
だ
か
ら
、
身
業
と
口

業

（
言
語
的
振
舞

い
）
の
一
般
的
原
因
と

さ
れ
る
意
業
（
心
的
振
舞
い
）

に
関
す
る
語
句
が
、
身
業
や
口
業
の
表
す
振

舞

い
と
因

果
的
に
結
ば
れ

一
括
さ
れ
て
、
大
脳
の
化
学
反
応
を
含
む
一
連
の

物
質

的
振

舞
い
を
指
示
す

る
と
見

な
し
う
る
な
ら
。
汎
因
果
的
世

界
観
を
支

持
す

る
現
代

的
な
論
拠
と
も

な
る
。

現
代
の
行
為
論
と
無
我
説
の
関
連

に
つ

い
て

、
も
う
一
つ
注
目
す

べ
き

こ

と
が
あ
る
。

ス
イ

ッ
チ
を
ひ
ね
り
、
部
屋
を
明

る
く
し
た
の
は
意
図

的
行
為

で
あ

っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
④

の
「
私

が
空
き
巣
ね
ら

い
に
警

告
を
与

え
た
行
為
」

は
意
図
せ
ざ
る
行
為
で
あ

っ
た
。
鈴
木
大
拙

は
陶
淵
明

の
『
帰

去
来
の
辞
』

の
一
部

「
雲
無
心
に
し
て
岫
を
出
て
、
鳥
飛
ぶ
に
倦

ん

で
還

る
こ

と
を
知
る
」
を
引
用

し
て
、
「
雲
が
何

の
意

図
も
持
た

ぬ
に
山
の

洞
穴

の
よ
う
な
所

か
ら
湧

い
て
出
る
」
よ
う
な
心
持

ち
を
も

っ
て

『
無
心
と

は
何

か
』
と

い
う
話
題
を
切
り
出
し
て
い
る
。
通
常

、
無
心
と
は
、
存
在
論

的

に
無
我
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
認
識
的
振
舞
い
の
（
あ
ら
ゆ

る
）
場
で
完
全
に
実
施
し

た
心
の
相
の
あ

り
方
で
あ
ろ
う
。
「
雲
無
心
」

の

境
地
は
究
極
的
な
無
我
の
実
践
の
境
地
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
至

る
に
は
努

力
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し

ま
た
、
こ
の
心
的
努
力
は
無
心
と
い
う
こ
と

に

反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
無
心

と
は
。

い
っ
た
ん
立
て

た
無
心

た
ろ

う
と
す
る
こ
と
（
目
的
）
が
自
ず
と
忘
れ
ら
れ
て
、
結
果
と
し
て
そ
う
な

っ

た
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
よ
う
な
境
地
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ

は
こ
の
よ
う
な

理
想

的
な
無

心
の
行
為
の
代
表
例
を
、
菩
薩
が
業
の
止
滅
を
最
終
的
に
め
ざ

し

な
が
ら
、
業

の
発
動
を
恐
れ
ず
、
利
他
的
精
神
（
意
業
の
一
種
）
を
発
揮

し
て

、
す
す

ん
で
衆
生
世
界
に
身
を
投
じ
、
結
果
的

に
大
乗
仏
と
な
る
と
い

う
移
り

ゆ
き

の
過
程
の
な
か
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
私
は
悟
ろ
う
」

と
の
彼

の
発
菩
提
心

は
、
（
社
会

的
）
修
養
を
重
ね

る
、
時
の
経
過
の

な
か

で
自
ず
と
変
異

（
ｐ
ａ
ｎ
ｎ
ａ
ｍ
ａ
）
し
、
無
心
状
態
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
心
の
あ
り
方
は
、
修
養

を
重
ね

た
上
で
、
意
図
の
非

意
図
的
滅

却
と
い
う
成
り
ゆ
き
に
ま
か
せ
る
に
対

し
て
、
④
の
行
為
は
状
況

に
関
す

る

認
識
の
欠
落
か
ら
た
ま
た
ま
帰

結
し

た
も
の

に
す
ぎ
ず
、
開
き
が
あ
り
す
ぎ

る
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
無
意
図
的
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
点

で
は
共

通
す

る
の
で

あ
る
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
④
の
よ
う
な
「
無
心

の
行
為
」
も

、
一
連

の
因
果
積
聚
物
の
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
我
の
投
影

に
関



連
す

る
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。

２

．

自

我

意

識

、

ま

た

は
自

己

同

一

性

の

意

識

凡
人

に
と

っ
て

、
偉
大
な
菩
提
の
無
心
の
境
地
は
そ
う
簡
単
に

は
達
成
で

き
な

い
偉
大

な
理
想
の
境
地
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
存
在
論
的

に
は
無

我
で

あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
無
我
と
実
践
的

に
認
識
す

る
こ
と
が
む
ず

か
し

い
こ
と
、
し
た
が

っ
て
自
我
意
識
が
存
在
す
る
こ
と

を
認

め
る
こ
と
で

も

あ
る
。
こ
れ
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
的
な
真

理
の
対
応

説

が
、
認
識
と

い
う
営
み

に
お

い
て
或
る
実
践
的
規

範
性

を
帯
び
る
に
至

る

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し

か
し
世
界
が
素
粒
子

か
ら

構
成
さ
れ
て

い
る
か
ら

と
い

っ
て
、
素
粒
子

か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
さ
ま

を
つ
ぶ
さ
に
認

識
で
き

な

け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
ら
、
こ
と
で
あ
ろ

う
。
認

識
に
関
す
る
真
理
対

応

説

は
真
諦

と
俗
諦
と
で

も
区
別
し

な
け
れ

ば
、
凡

人
に
は
実
践
で

き
な
い
。

つ
ま

り
、
存
在
の
あ
り
さ
ま
が
無
我
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
自
我
意
識
を
迷

妄

と
断
じ
、
認
識
を
存
在
の
あ
り
さ
ま
に
合
わ
せ
る
よ
う
努
力
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
す

る
仏
教

は
、
認
識
的
な
無
我

・
無
心

の
実

践
に
価

値
を
お
く

規
範
的

に
特
異

な
一

つ
の
立
場
な
の
で
あ

る
。
即

ち
「
自
我

意
識
を
存
続

さ

せ
る

べ
き

か
？
」

が
、
有
我

か
無
我

か
に
代

わ
る
新
た
な
争
点
と
し
て
浮
上

し
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
論
的
に
は
a
t
m
a
n
的
自
我
の
存
在
を
否
定

し

な
が
ら
も
、
自
我
意
識
の
存
在
を
認
め
る
現
代
人
の
概
念
機
構
の
あ
り
方

が

問
題
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
こ
そ
、
因
果
的
に
は
不
断
に
変
化
す
る
こ

と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
ず
「
私
」
と
し
て
同
定
す
る
こ
と

に

一
種
の
a
t
m
a
n
論
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
、
反
論

に

結

び

つ

い

て

き

た

当

の

問

題

な

の

で

あ

る

。

こ

の

問

題

は

仏

教

に

と

っ
て

有

利

、

不

利

の

二

面

を

も

つ

。

例

え

ば

意

業

で

あ

れ

何

で

あ

れ

「
行

為

す

る

」

と

い

う

こ

と

は

、

自

己

の

内

外

世

界

に

働

き

か

け

る

と

い

う

何

ら

か

の

変

化

を

含

意

す

る

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

因

果

的

無

我

説

に

有

利

に

働

く

と

も

見

え

る

が

、

行

為

を

し

て

い

る

間

の

行

為

主

体

は

同

じ

と

同

定

さ

れ

る

の

だ

か

ら

、

無

我

説

に

不

利

に

も

働

く

。

こ

の

種

の

有

利

不

利

は

、

幅

が

あ

る

と

は

い

え

一

時

相

的

な

行

為

を

論

ず

る

よ

り

も

、

あ

る

人

の

過

去

の

行

為

に

つ

い

て

、

そ

の

行

為

主

体

と

同

じ

者

が

そ

れ

を

思

い

出

す

と

い

う

、

過

去

と

現

在

の

二

時

相

に

ま

た

が

る

行

為

の

と

き

、

よ

り

鮮

明

に

現

れ

出

る

。

感
覚
論
的
経
験
主
義
の
濃
厚
な
口
ッ
ク
は
、
「
意
識
は
、
ど
ん
な
過
去
の

も

の

で

あ

れ

、

は

る

か

に

隔

た

っ

た

存

在

や

行

為

を

、

同

一

人

物

に

結

び

つ

け

る

」
、
「
人

間

の

同

一

性

は

、

た

だ

こ

の

意

識

に

の

み

存

す

る

」

と

し

て

、

個

別

的

人

間

の

同

一

性

の

必

要

十

分

条

件

を

、

実

体

的

自

我

に

で

は

な

く

、

自

己

を

同

定

す

る

意

識

、

即

ち

自

我

意

識

を

伴

っ

た

記

憶

に

求

め

た

。

こ

こ

で

言

う

記

憶

と

は

、
「

私

は

シ

ー

ザ

ー

が

ル

ビ

コ

ン

河

を

渡

っ

た

の

を

思

い

出

す

」

と

い

う

よ

う

な

い

わ

ゆ

る

事

実

の

記

憶

（
ｆａ
ｃ
ｔｕ
ａ
ｌ
　
m
e
m
o
ｒ
ｙ
）

で

は

な

く

、

私

事

の

記

憶

（
ｅ
ｖ
ｅ
ｎ
ｔ
　
m
e
m
o
ｒ
ｙ
）

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

反

照
的
な
自
我
意
識
（
ｒ
ｅ
ｆ
ｌ
ｅ
ｘ
ｉ
ｖ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
-
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
ｎ
ｅ
s
s
)
 
が
自
己
同
定
の

必

要

条

件

と

考

え

に

く

い

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

十

分

条

件

で

あ

る

か

に
つ
い
て
も
基
本
的
に
問
題
が
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
司
教
（
一
六
九
二
-
一
七



－

‐

－

・

五
二
）
は
「
私
の
記
憶
」
と
い
う
こ
と

に
す
で

に
私
の
同
一
性
が
前
提
さ
れ

て
お
り
、
循
環
論
に
な

っ
て
い
る
と
反
論
し

た
。
即
ち
「
主
体
Ｓ

は
行
為
Ａ

を
し
た
こ
と
を
思

い
出

す
」
は
、
「
Ｓ

は
、
Ｓ

自
身

が
Ａ

を
し

た
こ
と
を
、

思
い
出
す
」
の
省
略
形
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
同
一
性
の
十
分
条
件
と

し
て
「
Ｓ

が
Ａ
を
し
た
こ
と
を
思

い
出
す

な
ら
ば
、
Ｓ
は
Ａ
を
し

た
人
と
同

一
で
あ
る
」
を
立
て

た
と
し
て
も
、
前
件

に
後
件
が
含
意
さ
れ
て

い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
基
準
は
循
環

に
す
ぎ
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
バ

ト

ラ
ー
の
狙
い
は
、
人
間
の
同
一
性
が
分
析
不
可
能
な
無
前
提
概
念
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
が
恒
常
的
実
体
で
あ
る
こ
と
を
言
う
こ
と

に
あ
っ
た
と
思
え

る
か
ら

、
そ
の
意
味
で
、
自
我
意
識
の
存
在
を
盾
に
し
て

無
我
説
を
批
判
し
た
正
統
イ

ン
ド
哲
学
諸
派
の
考
え
方
と
重
な
っ
て
く
る
。

こ

の
批
判

は
次
の
よ
う

な
形
で

も
提
起
さ
れ
る
。
真
諦
と
し
て

は
無
我
で

あ
る
の
に
自
我
を
施
設
す

る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
統
括
的
理
解
能
力
の

産
物
と
言

い
換
え
て
も
よ

い
も
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
時
空
の
次
元

か

ら
す

る
と
無
数
と
考
え
ら

れ
る
も
の
を
、
色
、
形
、
機
能
な
ど
の
種
々
の
次

元
か
ら
一
つ
、
二
つ
…
…
と
ま
と
め
て
理
解
す
る
。
無
数
の
分
子
か
ら
成
る

こ

の
手
を
「
一
つ

の
手
」
、
あ

る
い

は
「
脂
肪
」
と
「
蛋

白
質
」

云

々
と
し

て
理
解
す
る
。
種

々
の
理
解

の
次
元

を
実
体
化
し
た
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ

ア
で
あ
り
、
そ
れ
は
究
極
的

に
は
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
の
「
有
」

な
る
一
者
に
行

き
つ
く
可

能
性
が
あ
る
。
認
識
対
象

は
あ
た
か
も
反

転
図
形

の
よ

う
で

あ

っ

て
、
認
識
次
元
の
選

択
は
そ
の
都
度

の
関

心
に
応
じ
て

な
さ
れ
、
ど
の
次
元

か
ら
す

る
統
括
的

理
解
が
真

か
と

い
う
も

の
で

な

い
。

自
我

と

い
う

「
対

象
」
も
ま

た
、
こ

の
よ
う
な
反
転
図
形
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
空

的

な
連
続
性
を
基
本

に
し

た
次
元

か
ら
す

れ
ば
「
単
一
の
我
」
、
連

続
の
裏

の
質
的
非
連
続
の
次
元

か
ら
す
れ
ば
無
数
の
構
成
要
素
、
人
生
観
な
ど
の
信

念

（
些
細
な
信
念
で

よ
い
）
を
理
解
の
次
元
と
す
れ
ば
、
「
か
つ
て

の
私
」
、

「
今
の
私
」
と

い
う
複
数

の
「
私
」

が
現
れ
る
。
こ
こ
で

注
意
す

べ
き

は
三

番
目
の
多
我
論
で
あ

っ
て
、
こ
の
説
で
は
単
一
の
恒
常
な
自
我
を
否
定
し
。

「
か
つ
て

の
私
」
、
「
今

の
私
」

と
二

つ
　（
以

上
）
　の
ま

と

ま
り

に
分

け

て

「
私
」
を
捉
え
な
が
ら
も
、
「
か
つ
て
の
私
」

は
「
彼
」
で
な
く
、
相
変
わ
ら

ず

「
単
一
的
な
同
じ
私
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
同
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
反
照
的
な
自
我
意
識
を
伴

っ
た
記
憶
で
も
っ

て
人
間
の
同
一
性
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
口
ッ
ク
に
対
し
て
、
バ
ト
ラ
ー

が
持
ち
出
し
た
循
環
性
で
あ
り
、
単
一
の
自
我
の
存
在
主
張
の
論
拠
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
し

、
「
私

の
（
反
照

的
な
）
記
憶
」

に
す

で
に
自
己
同

一

性
が
論
理
的

に
含
意

さ
れ
て
い
る
と
の
バ
ト
ラ
ー
の
主
張
は
実
は
成
立
し
な

い
。

こ

の
こ

と

は

す
で

に

報

告
し

た
こ

と

が
あ

る
が
、

離

断

脳

（
ｓ
ｐ
ｌｉｔ

ｂｒ
ａ
ｉｎ
）
や
脳
移
植

、
あ

る
い
は

ア
ミ

ー
バ
ー
の
よ
う

に
分

裂
し
た
り

融
合

し
た
り
す
る
人
間
を
考
え

る
こ
と
に
論
理
的
矛
盾

が
な

い
以
上

、
「
Ｓ

は
、

Ｓ

で
な
い
主
体
が
Ａ
を
し
た
こ
と
を
思

い
出
す
」
こ
と
は
論
理
的
に
考
え
う

る
こ
と
だ
か
ら
、
「
Ｓ

は
、
自
ら
が
Ａ

を
し
た
こ
と
を
思

い
出

す
」
は
や

は

り
自
己
同
一
性
を
い
う
た
め
の
十
分
条

件
と
見
な
し
て
い
い
。



３

．

パ

ー

ス

ン
概

念

と

同

定

の
基

盤

と

し
て

の
因

果

積

聚

物

バ

ト
ラ

ー
の
議
論

の
よ
う

な
微
妙

な
反

論
を
招
い
た
の
は
、

ロ
ッ
ク
が
反

照
的
な
自
我
意
識

の
み

に
頼

っ
て

、
人
間
の
同

一
　
性
を
論
じ
た
か
ら
で

は

な

い
だ
ろ

う
か
。

こ
こ
で

も
う
一

度
デ
イ

ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
、
「
存
在

に
関

し

て
は
一
元
論
、
言
葉
に
関
し
て
は
二
元
論
的
」
と
い
う
考
え
方
と
、
「
私
は

結
果

的
に
空
き

巣
ね
ら
い
に
警

告
を
与
え
た
」
と

い
う
④
の
よ
う
な
無
意
図

的
行
為

を
思
い
起
こ
そ
う
。
反
照

的
な
自
我
意
識
を
伴
わ
ぬ
こ
の
よ
う
な
行

為
も

、
そ
れ
が
業
で

あ
る
か
ぎ
り
「
私
」
を
形
成
す
る
素
材
で
あ
ろ
う
。
一

応
口
ッ
ク
は
、
自
己
を
同
定
す
る
さ
い
に
、
実
体
的
自
我
に
頼
ら
ず
、
反
照

的
な

自
我
意
識
に
頼
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
意
識

（
意
業
）
も
基
本
的

に
は
一
種
の
物
質

現
象
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
。
無
意
図
的
行
為

が
、
同
じ
く
一
種
の
物
質

現
象
と
し
て
「
私
」

の
同
定

に
関
係
し
な

い
わ
け

は
な
い
。
部
屋
を
明
る
く
す
る
こ
と
が
電
力
消
費
で
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
、

地
球
温
暖
化

に
一
枚
か
ん
で

い
る
と

い
う
意
識

は
な
く
と
も
。
十
分
そ

の
種

の
行
為
者
と
し
て
「
私
」
を
述
定

（
同
定
）
し

う
る
。

こ
の

こ
と
を
劇

的
に
例
解
す

る
た
め
に

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
悲
劇
』

に
材

を
と
ろ

う
。

オ
イ

デ
ィ
プ

ス
の
自
己
理
解

（
の
次
元
）

は
、
か
つ
て

は
「
諸

国
を
放

浪
す
る
風

来
坊
」
で
あ

っ
た
が

、
こ
の
と
こ
ろ

の
自
己
理
解

は
「
テ

ー
ベ
市

民
の
た
め
に
善
政
を
施
し
て

い
る
王
」

で
あ
る
。
こ
の
自
己
理
解

は

単

一
の
も
の
と
い
う
よ
り

。
先
王

殺
し
の
犯
人
を
憎
悪

し
、
テ
ー
ベ
市

民
に

災

い
を
も
た
ら
し
た
犯
人
の
捜
索
を
叱
咤
す
る
な
ど

に
よ

っ
て

、
繰
り
返
し

自
覚
さ
れ
る
類
同
的
な
自
己
理
解
（
述
定
）
の
折
り
重
な
り
で

あ
っ
て

、
こ

の
捉
え
な
れ
た
自
己
理
解
に
よ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
（
こ
こ
の

と
こ
ろ
の
）
自
己
が
同
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
反
照
的
な
自
己
同
定
意

識
を
伴

っ
た
「
私
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
同
定
ミ
ス
を
犯
し
よ
う
が
な
い
と

い
う
特
殊
性
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
第
三
者
で

あ
る
行
為
主
体
を
同
定
す
る
に

は
、
そ
れ
な
り
の
証
拠

に
基
づ

か
ね

ば
な
ら
な

い
が
、
「
私
」
を
同
定

す
る

の

に
証
拠

は
不
要
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
反
照
的

な
自
己
同
定
意
識
が
伴

っ
て

い
る
限
り
に
お
い
て

成
立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

オ
イ

デ
ィ
プ

ス
の
場
合
、
も

う
と

っ
く
に
こ
の
種
の
自
己
理
解
と
そ
れ
に
基

づ

い
た
自
己
同
定
が
大
き
く
反
転
す
る
素
地
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
自
己
」
の

う
ち

に
蓄
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

い
ま

オ
イ
デ
ィ
プ

ス
に

は
、

い
き
な
り
殴
り
か
か
っ
て
き
た
男
を
殴
り
返

し
た
こ
と
の
記
憶
が
あ
る
が
、
結
果
的
に
そ
の
男
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
は

知
ら

な
い
と

仮
定
し
よ

う
。
そ
う
す

る
と
彼
に

は
、
「
昔
あ
る
男

を
殴

っ
た

こ
と
の
あ
る
私
」
と

い
う
自

己
理
解
が
あ
る

に
は
あ
る
が
、
こ

の
反
照
的
な

自
己

認
識

は
、
「
正
義

の
王
」

と

い
う
一

連
の
自
己
認
識
、
統
括

的
な
自
己

理
解
の
も

と
に
無
視

さ
れ

る
か
、
そ

の
自
己
理
解
の
次
元

の
埒
外

に
放
擲
さ

れ
る

か
し
て

い
た

わ
け
で

あ

る
。

そ
の
記
憶
が

ぱ
っ
と
息

を
吹
き

返
し
、

「
呪

わ
れ
た
運
命

の
男
」

と
い
う
自
己

理
解
の
も
と
に
、
「
諸
国

を
放
浪
し

た

自
己
」
、
「
正

義
の
王
」

な
ど
の
諸
々
の
自
画
像
が
一
瞬
の
う
ち
に
配
置

し
な

お
さ
れ
、
描
き

な
お
さ
れ

た
の
で
あ

る
。



一
般

的
要

点
は
、
反

照
的
な
自
我
意
識
を
伴
っ
て

い
る
限
り
の
自
己
同
定
、

自
己
理
解

が
ど

ん
な
に
確
実
に
思
え
よ
う
が
、
因

果
的
な
物
的
出
来
事
の
積

聚
物
と
し
て

の
「
自
己
」

と
齟
齬
を
き

た
す
可

能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
で

あ
り

、
大
き

く
齟
齬
を
き
た
し
た
と

自
覚
さ
れ
る
に
至

っ
た
自
己

理
解
は
、
因
果

の
連
鎖
体
に
基
づ
い
て

改
め
ら

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ

の
因
果

（
的
な
業
）

の
連
鎖
体
こ

そ
、
「
私
」
と

い
う
言
葉

の
正

し

い
外
延

的
指
示

基
盤
で

あ
ろ
う
。
こ
の
さ
い
「
自
己

を
認
識
す
る
（
理
解

す

る
）
」
も

「
同
定
す

る
」

も
心
的
行

為
で

あ
り
、

そ
れ
ら

が
ど

ん
な
に
無

意
図
的
、
習
慣
的

に
営
ま
れ
て

い
よ
う
と
、
仏

教
で

は
「
意
業
」
と
さ
れ
て

き
た
こ
と

に
改

め
て
注
目
す

べ
き
で
あ

る
。
意
業

、
身

業
、
口

業
の
積
聚
物

が
い
わ
ゆ
る
自
己

に
ほ

か
な
ら

な
い
。
前
述
の
よ
う

に
わ
れ
わ
れ
は
心
的
行

為
を
一
種
の
物
質
現

象
と
翻

訳
す
る
が
、
「
自
己

を
同
定

す
る
」
、
「
自
己

と

し
て
認
識
す
る
」
と

い
う
行
為

を
含
め
た
、
意
図

的
行
為

や
無
意
図
的
行
為

が
織
り
な
す
時
空
的
な
因

果
連

鎖
の
ひ
と
束

（
「
ひ
と
束
」

と
言

っ
て

も
、

他

の
束

と
入
り

組
ん
で

い
な

い
と
い
う
こ
と
で

は

な
い
）

が
、

い
わ
ゆ

る

「
自
己
」
で
あ

る
。
そ
し
て

、
指
示

物
と
し

て
の
存

在
基
盤
で

あ

る
こ

の
因

果
連
鎖
体

に
基
づ

い
て
、

さ
ま

ざ
ま
な
自
己
理
解

、
自
己

同
定
の
営
み
が
あ

り
、
逆
で

な
い
限

り
に

お
い
て

ｐ
ｅｒ
ｓ
ｏ
ｎ

と
は
、
言
葉

の
指
示

物
と
意

味

と
の
区
別

に
お
け
る
「
意
味
」

に
相
当
す

る
概
念
で
あ

る
こ
と
が
見
え
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。
因
果
積
聚
物
を

ベ
ー
ス
に
し
て
、
こ
れ

を
表
示

し
よ
う
と

す
る
さ
ま

ざ
ま
な
言
葉
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
相
応
し
て

さ
ま

ざ
ま
の
意
味

が
考
え
ら

れ
る
。
第
三
者
が
私
を
「
槻
木
裕
」
や
「

い
ま
目

の
前
で
発

表
し

て

い

る

男

」

と

表

示

し

て

、

そ

れ

ら

に

込

め

る

意

味

と

、

私

が

私

を

「

私

」

と

表

示

し

て

込

め

る

意

味

が

相

違

し

て

も

、

ま

た

私

が

私

を

「

私

」

と

表

示

し

て

込

め

る

意

味

に

変

遷

と

劇

的

な

反

転

が

あ

っ

て

も

、

そ

れ

ら

の

意

味

が

「

人

物

」

に

相

当

す

る

も

の

で

あ

る

な

ら

、

そ

う

い

う

こ

と

は

不

思

議

な

こ

と

で

は

な

い

。

さ

ら

に

ま

た

、

い

ま

や

物

質

的

な

身

体

的

自

己

が

業

の

集

積

で

あ

り

、

業

が

「

行

為

と

そ

の

余

習

」

を

意

味

し

、

相

互

的

な

社

会

的

行

為

と

い

う

も

の

が

存

在

す

る

限

り

、

こ

こ

で

の

「

身

体

」

は

皮

膚

一

枚

の

外

に

出

る

だ

ろ

う

。

業

の

集

積

で

あ

る

ひ

と

束

の

因

果

連

鎖

が

「

他

な

る

自

己

」

の

因

果

連

鎖

と

複

雑

に

交

差

し

て

お

り

、

境

界

面

の

定

か

で

な

い

こ

と

を

思

え

ば

、

自

と

他

は

不

二

で

あ

り

、

空

で

あ

る

と

す

る

存

在

論

的

主

張

に

さ

ほ

ど

に

無

理

は

な

い

だ

ろ

う

。

ま

た

、

空

な

る

事

態

に

対

応

し

て

、

そ

の

通

り

の

認

識

と

実

践

を

規

範

的

に

求

め

る

仏

教

の

理

想

的

主

張

に

は

厳

し

い

も

の

が

あ

る

に

し

て

も

、

そ

れ

が

価

値

的

に

理

想

で

あ

る

こ

と

を

受

け

入

れ

つ

つ

、

私

と

い

う

凡

夫

が

そ

れ

を

実

践

す

る

こ

と

を

断

念

す

る

浄

土

教

系

の

仏

教

に

、

無
　

我

と

し

な

が

ら

も

自

我

意

識

の

存

在

を

疑

わ

ぬ

現

代

の

思

潮

と

の

親

近

性

を

見

る

こ

と

も

で

き

る

の

で

あ

る

。

以

上

か

ら

し

て

仏

教

の

無

我

説

は

、

現

代

哲

学

の

視

点

か

ら

し

て

も

十

分

に

吟

味

に

た

え

う

る

、

豊

穣

な

解

釈

の

可

能

な

古

典

説

と

し

て

扱

わ

れ

る

べ

き

も

の

だ

と

い

う

こ

と

を

一

応

の

結

論

と

し

た

い

。

（

Ｉ

）
　

Ｄ
.

　

Ｄ

ａ

ｖ

ｉ
ｄ

ｓ
ｏ

ｎ
,

　

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

ｓ

　
ｏ
ｎ

　

Ａ

ｃ
ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ

　
ａ
ｎ

ｄ

　

Ｅ

ｖ
ｅ
ｎ

ｔｓ
.
　

Ｃ

ｌ
ａ
ｒ
ｅ

ｎ

ｄ
ｏ

ｎ

　

Ｐ
.
,



１
９
８

０
,
　
ｐ
.

４
.

（

服

部

裕

幸

・

柴

田

正

良

訳

『

行

為

と

出

来

事

』

勁

草

書

房

、

一

九

九

〇

年

、

四

頁

）

（

２

）
　

Ｊ
ｏ
ｅ

ｌ
　

Ｆ

ｅ

ｉ
ｎ

ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

，
　

Ｄ

ｏ

ｉｎ

ｇ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｄ

ｅ
ｓ
ｅ
ｒ
ｖ

ｉ
ｎ
ｇ

，
　

Ｐ

ｒ

ｉｎ

ｃ

ｅ
ｔ
ｏ

ｎ

　

Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ
.
　

Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,

１
９
７
0

，　
ｐ
.

 １

３
４

．

（

３

）
　

わ

れ

わ

れ

は

例

え

ば

「

こ

の

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

は

し

ば

ら

く

考

え

て

、

～

し

た

」

と

い

う

が

、

こ

の

と

き

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

が

精

神

を

宿

す

と

思

っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

ま

た

。

「

彼

は

腹

の

虫

が

お

さ

ま

ら

ず

、

毒

舌

を

浴

び

せ

た

」

と
言
っ
た
り
す
る
が
、
「
腹
の
虫
」
と
い
う
も
の
の
存
在
に
コ
ミ
ッ
卜
し
て
い

な

け

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

を

言

っ

て

は

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

は

な

い

。

（

４

）
　

デ

カ

ル

ト

以

降

の

英

国

経

験

論

者

に

あ

っ

て

さ

え

も

心

の

非

延

長

性

は

曖

昧

で

、

彼

ら

の

心

に

対

す

る

見

方

は

む

し

ろ

心

の

形

象

性

を

言

う

経

量

卜

唯

識

学

派

を

思

わ

せ

る

も

の

が

あ

る

。

（

５

）

『

鈴

木

大

拙

全

集

』

第

七

巻

（

岩

波

書

店
,

一

九

六

八

年

、

一

九

八

一

年

）

一
二
五
頁

（
６
）
　
Ｊ
ｏ
ｎ
　
Ｅ
ｌ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
,
　
Ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｅ
ｓ
,
　
Ｃ
ａ
m
ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
.
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
８
３
.

ｃ

ｈ
ａ

ｐ

．
　
２

．
　

な

お

、

無

心

に

関

す

る

論

考

と

し

て

、

拙

稿

「

カ

ン

ト

倫

理

学

と

無

心

」

（
『

比

較

思

想

研

究

』

第
2
4

号

、

別

冊

所

収

）

を

参

照

。

（

７

）
　

Ｊ

．
 

Ｌ

ｏ

ｃ

ｋ

ｅ
,
　

Ａ

ｎ

 

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

　

Ｃ
ｏ

ｎ

ｃ
ｅ
ｒ

ｎ

ｉ
ｎ
ｇ

　

Ｈ

ｕ

ｍ

ａ

ｎ

 

Ｕ

ｎ

ｄ
ｅ
ｒ
ｓ

ｔ
ａ
ｎ

ｄ

ｉｎ

ｇ

，

１
６

９

０（

１

６
９

６
）

，
　
Ｂ

ｏ

ｏ

ｋ

　
Ｉ
Ｉ
　

，
　
２

７
,
　

９
.

（
８
）
　
事
実
の
記
憶
が
、
「
私
は
シ
ー
ザ
ー
が
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
と
学
ん
だ
の

を

思

い

出

す

」

と

書

き

換

え

ら

れ

る

と

す

れ

ば

、

こ

の

区

別

に

神

経

質

に

な

る

こ

と

は

な

い

。

ｃ

ｆ
.
,
　

Ｃ
.

　

Ｂ
.

　

Ｍ

ａ
ｒ

ｔ
ｉｎ

　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｍ

ａ
ｘ

　

Ｄ

ｅ

ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｒ

，

。
’Ｒ

ｅ
ｍ

ｅ

ｍ
-

ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
"
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｒ
ｅ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
,
　
７
５
,
　
１
９
６
６
.

（

９

）
　

拙

稿

「

再

帰

的

自

我

意

識

と

自

己

同

一

性

」

（
『

金

沢

女

子

大

学

（

文

学

部

）

紀

要

』

第

六

集

、

一

九

九

二

年

）

お

よ

び

「

現

代

の

無

我

論

」

（
『

比

較

思

想

研

究

』

二

〇

号

、

一

九

九

四

年

）

を

参

照

。

な

お

、

こ

の

二

稿

の

発

表

時

、

私

は

ま

だ

無

意

図

的

行

為

が

「

自

己

」

を

形

成

す

る

重

要

な

素

材

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

て

お

ら

ず

、

「

私

」

と

い

う

語

の

指

示

す

る

も

の

に

つ

い

て

曖

昧

な

考

え

し

か

抱

い

て

い

な

か

っ

た

。

（

1 0

）
　

Ｊ
ｏ

ｓ
ｅ

ｐ

ｈ

　

Ｂ

ｕ

ｔ
ｌ
ｅ
ｒ

，
　
"

Ｄ

ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ

ｔ
ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　

Ｉ
　
;
　

〇

ｆ
　

Ｐ

ｅ
ｒ
ｓ
ｏ

ｎ

ａ

ｌ
　

Ｉ
ｄ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉ
ｔ
ｙ

”
,

　

ｉ
ｎ

Ａ

ｎ

ａ

ｌｏ
ｇ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉ
ｏ
ｎ

，
　

１
７
３

６
.
　
（

Ｆ

ａ
ｃ
ｓ

ｉｍ

ｉ
ｌ
ｅ

　

Ｒ

ｅ

ｐ

ｒ
ｉ
ｎ

ｔ

　

ｏ

ｆ
　

Ｔ

ｈ

ｉｒ

ｄ

　

Ｅ

ｄ

ｉ
-

ｔ
ｉｏ

ｎ

）
,　
ｐ

ｐ

．
２
８
５
-

２
９

２
.

（

1
1

）
　

相

違

点

は

、

自

我

意

識

、

し

た

が

っ

て

我

が

も

の

意

識

や

利

己

性

を

も

つ

こ

と

自

体

を

「

悪

人

」

と

見

な

す

か

、

そ

れ

と

も

自

我

意

識

を

も

つ

こ

と

は

当

然

で

、

ｐ

ｅ
ｒ
ｓ
ｏ

ｎ

の

形

成

の

核

と

な

る

も

の

と

し

て

、

価

値

評

価

を

抜

き

に

し

て

受

け

入

れ

る

か

に

あ

る

が

、

我

が

も

の

意

識

や

自

己

中

心

性

は

、

度

の

過

ぎ

た

も

の

と

な

る

な

ら

ば

、

宗

教

面

・

認

識

面

か

ら

の

み

な

ら

ず

倫

理

面

か

ら

も

反

省

対

象

と

な

る

か

ら

、

い

ま

は

親

近

性

の

方

が

高

い

と

し

て

お

く

。

（

つ

き

の

き

・

ゆ

た

か

、

英

米

哲

学

・

倫

理

学

、

金

沢

学

院

大

学

教

授

）


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

