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マ

ル

テ

ィ

ン
・

ブ
ー

バ

ー

と

神
経
験

大

　
川

武

雄

　
初
め
に
、

ブ

ー

バ

ー
の

経
験
概
念
が

明
確
に

さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

経
験
の

認
識
と

そ

の

意
味
判

断
に

つ

い

て
一

つ

の

結
論
を

下
し
た
の

は

カ

ン

ト
で

あ
る

。

フ

ッ

サ

ー
ル

に

よ

れ
ば
、

ド
イ
ツ

の

超
越
論
的
哲
学

の

発
展
系

列
を

規
定
し
た

の

は
カ

ン

ト

で

あ
り
（
国．

口

易
ω

 

昌

丙
蒡
登

韻
）

、

カ

ン

ト

は

ヒ

ュ

ー
ム

に

独
断
の

ま
ど
ろ

み

か

ら

覚
醒
さ

れ

て
、

当

時、

当
然
と

さ

れ
て

い

た

合
理
主

義
に

対
し

て

は、

ヒ

ユ

ー
ム

の

感
性
が

客
観
性
の

不
可
欠
の

契
機
で

あ
り、

純
粋
合
理

性
だ
け

で

は

空

虚
に

陥
る

と

認
め
、

経
験
主

義
に

対
し

て

は、

感
性
的
与
件
が

或
る

仕
方
で

、

す
で

に

ア

プ

リ
オ

リ
な

形
式
に

よ

っ

て

取
り

纏
め

ら
れ、

論
理
化
さ

れ
て

い

る

限
り
に

お

い

て、

感
性
を
通
じ
て

認
識
さ

れ
た

世
界
に

も
、

客
観
的
妥
当

性
と

必
然

性
を

認
め

る
こ

と

が

出
来
る

と

し
た

（

ま
凶

山
‘

昭｝
。

フ

ッ

サ

ー

ル

は

カ

ン

ト

の

認
識
論
が

白
然
主

義
的
で

あ
る
と

し

て、

こ

れ
を
拒
否

し、

純
粋
現
象
学
の

認
識
論
を
説
く
が、

ブ

ー
バ

ー

の

経
験
認
識
は

カ

ン

ト

に

倣
う
も
の

で

あ
る

。

カ

ン

ト
が

経
験
の

可
能
性
の

条
件
と

し

た
、

感

性
の

形
式
と

し
て

の

純
粋
直
観
と

因
果
の

カ

テ
ゴ

リ
ー

等
の

純
粋
悟
性
概

念
は
ブ

ー
バ

ー
の

経
験
認
識
の

底
に
一

貫
し

て

流
れ

て

い

る

意
識
で

あ
っ

た

こ

と

は、

彼
の

「

啓
示
」

理
解
に

よ
っ

て

知
る
こ

と
が
で

き

る
。

ブ
ー

バ

ー
は

「

啓
示
は、

そ

の

最
も
大

胆
な

像
に

お

い

て

秘
密
だ

け

を
指
し
示

す
。

人
は

そ
の

秘
密
の

現
実

性
と

不

可
解
性
（
d
⇔

貯
ゆ

σ

舘
犀

風
叶）

を

同

時
に

彼
の

個
人
的

人
生

経
験
に

よ

っ

て

知
る
」

（
ζ’

bd
鉱
げ
Φ

磐

bq
試

匙

飾

゜。

H
ゆ
）

と

述
べ

て

い

る
。

人
は

経
験
を

宗
教
的
瞑
想
の

み
に

よ

っ

て

理
解

し、

評
価
す
る
こ

と

は

許
さ

れ
な
い

。

ブ
ー

バ

ー

は

自
己
の

思
想
を
体
系

的
に

展
開
す
る

こ

と

を
し

な
か

っ

た
。

そ
の

た

め

か
、

彼
の

論
述
に

は
、

矛

盾
や

不

明

確
な

点
が

あ
る

こ

と

は、

多
く
の

学
者
（

O°

ω

90H
Φ

β

智
§
帆

ミ

押

罷
゜。

鴫）
・

研

究
者
に

よ

っ

て

指
摘
さ

れ
て

き
た

。

こ

れ
は

経

験
概
念
に

も

言
え
る

。

経
験
概
念
は
一

九
二

三

年
の

主
著
「

わ
れ
と

な

ん

じ
」

と
そ

の

後
で

は
、

意
味
が

逆
転

す
る

の

で

あ
る

。

「

経

験
と

は
根

元

語
・

わ

れ
ー

そ

れ
に

属
し
、

経
験
と
は

な

ん

じ
か

ら
の

遠
ざ

か

り
で

あ

る
」

（

腎
譜

袋

嵩
職

ト）
袋℃

輯
Φ
尉
霞
Φ

一｝
Qo
加）

と

さ

れ

た

も

の

が
、

一

九
二

五

年

の

『

教
育
的
な

る
も
の

に

つ

い

て

の

講
演
』

で

は

逆
に

経
験
は

根
元
語
わ

れ

ー
な
ん
じ
に

属
す
る
と

さ
れ
る

（
竃．

Uσ
二
σ
o
磐

寒
ミ

§
的

肉

ミ
悪
撃

註
鴇
評
傴

芝
雪
犀
o

尸

肉

○。

○。

需
）

。

こ

の

箇
所
だ

け

を

見
れ

ば
、

明
ら
か

に

矛

盾
で

あ
る
が、

し

か

し
実
際
は
ブ
ー

バ

ー

が
そ
の

時
ま

で、

こ

の

二

つ

の

意

味
を
巧
み

に

使
い

分
け

て

い

た
と

解
釈
す
る

の

が

妥
当
で

あ
ろ

う
。

た

だ

し
プ

ー
バ

ー
が

こ

の

講
演
を

契
機
に

経
験

概
念

を
根

元
語
わ

れ

ー
な

ん

じ

の

関
係
で

用
い

る

途
を

、

準

備
し

た
と
見
る

（
幻

」
≦
o

零
」

9
§
°・−

町

驀
蔚

ミ

蠹
聾

竃

§
ミ

ミ

切
黛

富
き

゜。

O）

こ

と
は

で

き
る

の

で

あ
っ

て
、

事
実
ブ

ー
バ

ー

は

以
後

、

神
経
験
を

根
元

語
わ
れ
ー
な
ん
U
と
の

関
係
に

結
び

付
け

、

そ
れ

を

晩
年
の

『

あ
る

哲
学
的
釈
明
か

ら
』

〔

匡

婁

瓢
諱

ミ

》

ミ
、

毳

愚
ミ
象
§
冷

沁

黥
鳶
塁
ら

評

§閹
零
Φ

爵
Φ

押

昌
一

一

》
コ

ヨ

邦）

で

自

ら

確
認
し
て
い

る
。

ブ
ー

バ

ー
の

神
経
験
は
神
と

人
間
と

の

問
の

対
話
の

中
で

生

起
す
る

。

こ

の

場
合
の

人
間
の

行
為
は

自
由
な

行
為
で

あ
る

が、

し
か

し

そ
れ
は

向
き

合
う
も

の

の

恩
恵
に

よ

っ

て

担
わ

れ

て

い

る
。

ブ
ー

バ

ー
は

神
経
験
に

お

け

る

神
の

優
位
性
（

唱

誌
o
ユ

註
け

）

を

あ
く

ま
で

も

維
持
す
る

。

人
は

神
経
験
を

自
分
の

た

め

に

要
求
し

て

は

な
ら

な
い

。

そ

れ
は

神
経
験
の

神
秘
的
な

る

も
の

（

O
簿
o

巨）

を

傷
つ

け
て

し
ま

う
か
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ら
で

あ
る

。

神
経
験
は
長
い

歴
史
を

持
ち

、

ユ

ダ
ヤ

教
の

ご
と

き

歴
史
的

宗
教
の

歴

史
を

形
成
し
て

き

た
。

そ

の

歴
史
を
み

る

と、

わ

れ

わ

れ
は、

神
経
験
が

「

神
経
験
を
あ
ら

ゆ

る

側
面
か

ら

侵
略
し
よ
う
と

か

か

る、

形

而
上

学、

グ
ノ

ー

シ

ス
、

呪

術
、

政

治
な
ど

の

非

宗
教

的
要
素
と

の

闘

争
を

繰
り

広
げ

て

き
た

事
に

気
づ

く

Ω

≦°

じd
虹

げ
o
が

9
聾

鬣
蕊
紺

ミ
餅

認
G 。

｛
）

。

そ
の

戦
い

と

は、

人
間
と

神
的
な
る

も
の

と

の

問
の

減
価
不

能

な

（

二

澪
馨
鬢
o
畧
σ

母
）

出
合
い

の

場
で

あ
る、

生

き
ら

れ

る

具
体
的
現

実
を

守
り

抜
く
た
め
の

戦
い

で

あ
り
、

「

わ
れ

わ
れ

の

運

命
と

わ

れ

わ
れ

の

行
為
と

の

間
に
、

あ
る

い

は

わ

れ
わ
れ
の

呼
び
か

け

と

か

な

た
か

ら
の

応

答
と

の

問
に
、

神

秘
的
な

対
話
の

な

さ

れ
る

瞬
間
」

（一
甑
偶）

を

護
る

こ

と
で

あ
る

。

こ

の

戦
い

は
人

間
が

神
か

ら

付
託
さ

れ

た、

人

と

現
実
と

の

生
き

た

統
一

を

実
現
し、

わ

れ
と

永
遠
の

な
ん
じ
と

の

関
係
を

成
就
す

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は

ユ

ン

グ
の

言
う
如
き、

実
体
の

な
い

現
象
学
的

心
理
現
象
で

は
決
し
て

な

い
。

ポ
エ

ジ

ー

と

哲
学

ー
ド

イ

ツ

初
期
ロ

マ

ン

主

義
の

聖
な
る

も

の

へ

の

関
連

1

田

　
口

　
博

　
子

　

十
八
世

紀
末
の

イ

エ

ー

ナ
で

生
じ

た

ド

イ
ツ

初
期
ロ

マ

ン

主

義
運
動

は
、

啓
蒙
主
義
に

代
表
さ

れ

る

権
威
へ

の

反
撥
と

同
時
に

そ
の

継
承
と

い

う

複
雑
な

面
を
呈

す

る
。

理

性
は
全

面
的
に

否

定
さ

れ
る

わ

け
で

は

な

い
。

し
か

し

そ

の

活
動
は

俎
上
に

載
せ

ら
れ、

理
性
の

衣
鉢
を

継
ぐ

哲
学

に

ポ

エ

ジ

ー
が

対

置
さ
れ

る
。

今
回
の

発
表
で

は

ノ

ヴ

ァ

ー

リ

ス

と

シ
ュ

レ

ー
ゲ
ル

弟、

そ
し
て

や

や
立

場
が

異
な
る

シ

ュ

ラ

イ
ア
マ

ハ

ー

に

お

い

て、

ポ
エ

ジ

ー
と

哲
学
が

如

何
に

無
限
な
る

も
の

と

関
連
し

て

い

る

か

を

考

察
す
る

。

　
「

来
る

べ

き

哲
学
の

た

め

の

断
章
」

は、

ポ
ス

ト
・

フ

ィ

ヒ

テ

世
代
の

共

通
意
識
で

あ
る
、

従
来
の

哲
学
の

あ
り
か

た

に

対
す
る

異
議
申
し

立
て

で

あ
る

。

「

ロ

ゴ

ロ

ジ

ー
（
ピ
o
ゆqo

ざ
働q

邑
」

は

ノ

ヴ
ァ

ー

リ
ス

に

よ

る
造

語
で

、

「

ロ

ゴ

ス

の

累
乗
」

を

意

味
し

、

そ

こ

に

は

「

メ

タ
」

の

意

識
が

色
濃
く
あ
ら
わ

れ

て

い

る
。

　

来
る

べ

き

哲
学
は
「

哲
学
の

哲
学
」

だ
が、

「

：

…・
常
に

何
か

し

ら

個

人

の

哲
学
の

［
要

素
］

を
有
し
て

い

る

で

あ
ろ

う
」

。

哲
学
の

理
想
は

偶

然
的
な
も
の

を
減
じ
る

こ

と

だ
が、

メ

タ

哲
学
の

叙
述
で

は

非
哲
学
な
個

人

的
・

偶
然
的
な
も
の

が
混
ざ
る

こ

と

も
や

ぶ

さ

か

で

な
い

と

い

う
感
じ

で

あ
る
。

ま

た

「

哲
学
と

い

う

営
為
は

…

…

自
己
と

会
話
す
る

こ

と
」

で、

本
来
の

意
味
で

白
己
が

開
示
さ

れ

る

こ

と

で

あ
る

。

そ

し

て
、

哲
学

す
る

と

い

う

決

意
は

「

奴
隷
を

解
放
す
る

行
為

。

つ

ま
り、

「

自
己

へ

と

向
か

う
の

を
後
押
し
す
る

衝

撃
」

と
把
握
さ

れ
る

。

　

だ
が

哲
学
は

個
人
の

営
為
に

と

ど
ま

ら
な
い

。

と

こ

ろ

が

伝
達
に

使
用

さ
れ

る

言
語
は
、

不

十
分
な
媒
体
で

あ
る

。

そ
れ
を
補
う
の

が

師
匠
で、

「

真
の

教
師
と

は
、

道
標
で

あ
る

」

。

「

真
の

共
同
哲
学
と
は

…

…

求
め

ら

れ
て

い

る

世

界
へ

と

共
同
で

移
動
す
る
こ

と

に

あ
る

」

。

真
理

へ

の

飛
行

の

際、

先
達
は

交
替
す
る

と

い

う。

哲
学
と

い

う
営
為
を
真
剣
に

行
う
気

構
え
さ

え
あ
れ
ば

、

指
導
者
に

は

誰
で

も
な

れ
る

と

い

う
と

こ

ろ

に、

ユ

ー
ト

ピ

ア

へ

の

志

向
を
読
み

取
る
こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な

い

か
。

　
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

が

興
隆
す

る

に

つ

れ
、

聖
な

る

感
覚
の

み

な

262〔1354）
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