
〈
特

集

「

和

汢

哲

郎

と

比

較

思

想
」
〉

趣
旨
説
明

比
較
思
想
学
会
第
三
九
回
大
会
（
二
○
一
二
年
六
月
二
三
日
、
お
茶
の

水
女
子
大
学
）
で
は
、
「
和
辻
哲
郎
と
比
較
思
想
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ

の
下
、
基
調
講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
一
連
の
企
画
の
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
申
し
上
げ
た
い
。

二
〇
一
二
年
一
一
月
二
八
日
は
本
学
会
設
立
者
で
あ
る
中
村
元
先
生
の

生
誕
一
〇
〇
年

で
あ
り
、
そ
れ
を
記
念
す
る
大
会

が
二
〇
一
三
年
六
月
大

正
大
学
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
大
会
に
お
い
て
、
中
村
先

生

が
学
問
上
の
師
の
一
人
と
し
て
尊
敬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
和
辻
哲
郎
を

取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
次
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
る
記
念
大
会

へ
の
い
わ

ば
橋
渡
し
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
和
辻
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
そ

れ
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
「
今
」
、
和
辻
を
取
り
上
げ
る

意
味
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

今
日
ま
す
ま
す
加
速
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
文
化
的
価
値

の
多
様
性
、
多
元
性
を
改

め
て
認
識
さ
せ
た
。
西
洋
文
明
で
あ
れ
何
で
あ

頼
　
住
　

光
　
子

れ
、

あ
る
特

定

の
文
化

や
思
想

が
、

自
ら

の
普
遍

性

を
素
朴

に
主
張

す

る

こ
と

は
も

は
や
不

可
能

に
な

っ
て

い
る
。
ま

た
、

近
代

と

い
う
時
代

を
良

く
も
悪
く
も
形
作
っ
て
き
た
国
民
国
家
、
国
民
文
化
の
枠
組
み
は
部
分
的

に
は

す
で

に

流
動

化

の
様

相

を
呈

し
は

じ

め
て

い
る
。
「
国

民

」
と

い
う

均

質

な
像

が
崩

壊

す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、

統
一

的

な
価

値

、
文
化

は
と

め

ど

な
く
拡

散

し
細

分
化

さ
れ
て

い
く
。
ま

さ

に
「
神

々

の
争

い
」
と
言

う

に

ふ
さ

わ
し

い
、

通
約
不
可

能

な
価
値

の
多
元

化

の
中

で

生

を
営
ま

ざ
る

を
得

な

い
状
況

に

、
わ

れ
わ

れ
は
置

か
れ
て

い

る
の
で

あ
る
。

こ
の

よ

う
な
状

況
下
で

通
約
不
可

能

な
価

値
、

思
想

、
文
化

同
士

を
比

較

す

る
こ
と

に

は
、

い
っ
た

い
ど
の

よ
う
な

意
味

が
あ

る
の

か
。

た
と

え
ば

、
西
洋

文
明

の
普
遍

性

が
説
得
力

を

も
っ

た
時
代

で
あ

れ
ば
、

日

本

の
、
ま

た

は
東
洋

の
あ

る
思
想

を
、
西

洋
思

想
と

比

べ
、
そ

れ

が
基

準

と

な
る
当

該

の
西
洋

思
想

に
ど

の
程
度
近

接
し

て

い
る
の

か
、
離

れ
て

い
る

の
か

を
見
定

め

る
こ
と

に
は
、

あ
る
種

の
意

味

が
あ

っ
た
と
言

え

る

1囗



だ
ろ

う

。
し

か
し
、

近
年

の
多

元

的
価

値

の
対

立

状
況

の
中

、

あ
る
文

化

と

あ

る
文
化

が
、

あ
る

思
想

と

あ

る
思

想

が
そ

れ
ぞ

れ
に
閉

じ
て

お

り
、

究
極

的

に
は
相

容

れ
な

い
の

で
あ

る
な

ら
ば

、
わ

れ
わ

れ
が

「
比
較

思
想

」

を
す

る

こ
と
に

、
単

な

る
好
事

家

の
趣

味
以
上

の
意

味

が
あ

る
と
言

え

る

の
で

あ

ろ
う

か
。

も

し
、
言

え

る
と

す

る
な

ら
ば
、

そ

こ
に

は
、

あ
る
非

「
通

約
不

可

能

性

」
（
あ

る
種

の
「
普

遍

性
」

と

も

言
え

る
だ
ろ

う

か
）

が
想

定

さ
れ

て

い
な

く
て

は
な

ら
な

い
だ

ろ
う

。
ま

さ

に
、

こ
の
点

こ
そ

が
、

わ

れ
わ

れ

が
和
辻

哲
郎

の
学

問

と
出

会
う

場
所

な

の
で
あ

る
。
中

村
先

生

は
そ

の
著

作
『
比
較
思
想
の
先
駆
者
た
ち
』
（
広
池
学
園
出
版
部
、
一
九
八
二
年
）

の
中

で

、
和
辻

学

の
特
徴

を
「
普

遍
的

な

も
の
を

め

ざ
」

す

「
努

力
」

の

裡
に
見
て
取
っ
て
い
る
。
和
辻
学
の
根
幹
は
、
「
倫
理
学
」
（
普
遍
）
と
「
倫

理

思
想

史

」
（

特
殊

）

と

の
緊

張

を
も

っ

た
相

関
関

係

に
あ

る

と
言

え

る

だ

ろ
う

。

わ
れ
わ

れ
に

と

っ
て
素

朴

な

「
普

遍
性
」

が
も
は

や
崩

壊
し

た

現

在
に

お

い
て

も

、

わ
れ

わ
れ

が
方
法

と
し

て
あ

る
種

の
非

「
通

約
不
可

能

性
」
、

つ
ま

り
、

素
朴

な
通

約
可

能

性

で

は
な

く
て

、

つ
ね

に

「
不

可

能

性
」

の
乗

り
越
え

の
中

に
発

現

し
て

く

る
通

約
可

能
性

を
必
要

と

す
る

の

で
あ

れ
ば

、
和
辻

の
学

的
営

為

は
、

そ

の
問

題
点

を

も
含

め
て

、
今

な

お

わ
れ

わ
れ

に
多

く
の
示

唆

を
与

え
て

く
れ

る
の
で

は
な

い
か
。

こ
の

よ

う

な
視
点

か

ら
今
回

の
テ

ー
マ
を
設

定

し
た
。

趣
旨
と
関
連
し
て
当
日
の
諸
氏
の
発
表
に
つ
い
て
一
言
ず
つ
ふ
れ
て
お

き
た

い
。

田
中

久
文

氏

の
基
調

講
演

で

は
、

和
辻

学

の
間

文
化

性

に
つ

い
て
多

様

な
側
面
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
た
。
特
に
興
味
深

か
っ
た
の
は
、
和
辻
に
つ

い
て
の
、
文
化
や
国
民
を
決
し
て
閉
鎖
的
固
定
的
な
も
の
と
は
捉
え
て
お

ら
ず
、
他
と
連
関
す

る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
裡
に
見
て
い
た
と
い
う
指
摘
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
各
国
民
の
文
化
的
自
覚
に
よ
っ
て
の
み
「
民
族
を
超
え

た
普
遍
的
な
文
化
形
成
」

が
行
わ
れ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
、
自
ら
の
独
自
性
を
窮
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
普
遍
を
顕

現

さ
せ
る
方
法
論
を
、
氏
は
和
辻
の
「
空
の
弁
証
法
」
と
重

ね
る
。
普
遍

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
（
法
）
の
根
底
に
見
出
さ
れ
る
「
空
」
と
し
て
理

解
す
る
と
い
う
の
は
、
普
遍
を
あ
る
固
定
的
な
（
そ
の
意
味
で
抑
圧
的
な
）

も
の
と
捉
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
普
遍
に
対
す
る
見
方
と
し
て
非
常
に

示
唆
的
で
あ
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
は
、
ま
ず
田
中
美
子
氏

が
「
経
験
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
和
辻
の
初
期
か
ら
最
晩
年
に
至
る
業
績
を
特
に
仏
教
へ
の
関
心
に
焦
点

を
あ
て
て
検
討
し
た
。
氏
は
、
和
辻
は
、
日
本
人
の
歴
史
的
風
土
的
に
限

定
さ
れ
た
特
殊
性
と
し
て
「
自
他
の
情
的
結
合
」
を
あ
げ
、
こ
の
よ
う
な

特
殊
と
し
て
の
「
経
験
」
に
背
後
か
ら
統
一
を
与
え
、
か
つ
「
個
」
を
成

り
立

た
せ
る
「
ロ
ゴ
ス
」
を
仏
教
哲
学
に
求
め
た
と
し
た
。
「
経
験
と
口

ゴ
ス
と
の
間
の
根
本
的
な
矛
盾
が
ロ
ゴ
ス
に
不
断
の
自
己
展
開
を
も
た
ら

す
」
と
い
う
氏
の
言
葉
は
和
辻
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
新
鮮
な
指
摘
で
あ

っ
た
。

次
に
廣
澤
隆
之
氏
は
、
和
辻
の
仏
教
の
研
究
方
法
そ
れ
自
身
を
再
検
討

す
る
。
氏
は
、
和
辻
は
西
洋
思
想
を
相
対
化
し
つ
つ
倫
理
的
主
体
を
立
ち

上
げ
る
た
め
に
「
無
我
」
や
「
縁
起
」
の
思
想
を
援
用
し
て
い
る
と
、
和



辻

に
お

け

る
仏
教
研

究

の
重
要

性

を
指
摘

し

た
上

で
、
和

辻

の
解

釈
学
的

な

仏
教
研

究

の
問
題

性

を
突

く
。
西

洋
近

代

に
成
立

し

た
仏
教

学

を
継

承

す

る
和
辻

は

、
宗

教
的

体
験

、
つ

ま
り
近

代

的
知

か

ら
は
非

合
理

的
と

さ

れ
て
し

ま

う

が
仏

教

に
と

っ
て
決

定
的

な
重
要

性

を

も
つ
次
元

を
捨
象

し

て

い

る
と
言

う

の
だ

。
氏

は
、「
空

」
（
普

遍
性

と

し
て

も
解

釈

さ
れ
得

る
）

の
理
解

を
宗

教
体

験

と

い
う
観
点

か

ら
再

吟

味

す
る
必

要
性

を
鋭

く
指

摘

す
る

の
で

あ

る
。

最
後

に
清

水
正

之

氏

は
、
「
普
遍

は
特

殊

な

る
も

の
を

と

お

し
て

「
具

体

的
普

遍
」

と

し
て

発
現

す

る
」

と

い
う
和

辻

の
言

葉
を

導
き

の
糸

と
し

て

、
特

殊

と
普
遍

を

二
項
対

立
的

に
実

体
化

固
定

化

し
な

い
和
辻

の
方
法

の
具
体

的
展

開

を
そ

の
生
涯

の
著

作

の
内

に
辿

っ
た

。
特

に
、
原

始

仏
教

や
原
始

キ
リ

ス

ト
教

を

は

じ
め

と
す

る

「
原
始

的

な

る
も

の
」

の
研
究

、

つ
ま

り

「
根

源
」

の
解
明

が
、「
自

体
性

」
（

具
体

的
普

遍

の
特

殊
的
発

現
）

を
浮

き
彫

り

に
し
、

比
較

思
想

的
視
点

を

確
保

し

た
と

い
う
指

摘

は
清
新

な
も

の
で

あ

っ
た
。

四

氏

と

も

に
、

は

か

ら
ず

も
「
普

遍

」
「
特

殊
」
「
空

」
「
経

験
」

を

キ

ー
ワ

ー

ド
と

し
て
和

辻

の
比
較

思
想

の
方

法
論

の
意
義

に
言
及

し
た
こ

と

が
印

象

的
で

あ

っ
た
。

い
や

お
う

な

く
進
行

す

る
グ

ロ
ー

バ
リ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
の
中

で
、

他
者

の

思
想

を
通

し

て
自

己

の
思
想

を
見
直

し

、
そ

の
都

度
、

立

ち
現

れ
て

く
る

あ

る
種

の

「
普

遍

性
」

に
基

づ

い
て

対

話

の

「
場

」

を
共

有
す

る
必
要

性

が
さ

ら
に

高

ま

っ
て

い
る
。
「
比
較

思

想
」

と

は
、

ま

さ

に

こ
の

よ

う
な

営
為

を

学
的

に
遂

行

す

べ
き
も

の
で

あ

ろ

う
。
今

回

の
試

み

が
、
こ

の
営

為

を
多
少

な
り

と

も
実
現
で

き
て

い
た

な
ら

ば
幸

い
で
あ

る
。

（
よ
り

ず
み
・
み

つ
こ
、
倫
理

学
・
日
本

倫
理
思
想
史

、

お
茶

の
水
女

子
大
学
教
授

）
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