
〈
研

究

論

文

８
〉

田
辺
元

に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題

は

じ

め

に

田
辺
元
（
明
一
八
－
昭
三
七
〈
１
８
８
５
-
１
９
６
２
)
が
最
初
に
ニ
ー
チ
ェ
に
出
会

っ

た

時

期

を
確

定

す

る

資

料

は

、

現

在

の

と

こ

ろ
無

い

と

い

え

る

。

し

か

し

、

田

辺

が
東

京

帝
国

大

学

数

学

科

に
入

学

す

る

明

治

三

十

七

年

、

及

び
哲

学

科

に

転

科
す

る

翌

三

十

八

年

は

、
西

洋

思

想

受

容

の

第

二

期

に

あ

た

る
近

代

哲

学

史
上

重

要

な

時

期

で

あ

る

。

日

本

に

お

け

る

ニ
ー

チ

ェ
思

想

の
紹

介

は
二

十
八
年
に
始
ま
り
、
二
十
二
年
に
は
日
本
人
に
よ
る
初
め
て
の
ニ
ー
チ
ェ
論

が
発

表

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

三

十

四

年

に

は

、

高

山

樗

牛

ら

に

よ

る
「

美

的

生
活

論

」

論

争

が

展

開

さ

れ

る

。

人

生

問

題

か

ら

哲

学

科

へ
転

科

し

た
田

辺

は
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
受
容
と
批
判
に
つ
い
て
何
ら
か
の
知
識

を

得

て

い

た
と

思

わ
れ

る
。

ま
た
、
田
辺
が
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
ド
イ
ツ
に
留
学
す
る
の
は
、

浮
　

田
　

雄
　

一

大
正
十
一
年
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
辺
は
、
当
時
ド
イ
ツ
で
問
題
と
た
っ
て
い

た
生
の
哲
学
者
デ
ィ

ル
タ
イ
の
研
究
を
行

な
っ
て
い

る
。
従
っ
て
こ

の
ド
イ

ツ
滞
在
の
時
期
に
、
「
生
の
哲
学
」
の
創
始
者
で
あ

る
ニ
ー
チ
ェ
に
つ

い

て

認
識
を
深
め
た
と
い
え
る
。
し
か
し
田
辺
が
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
直
接
論
じ

る

の
は
、
「
種

の
論
理
」

に
対
す
る
自
己
批
判
の
書
と
し
て

書
か

れ

た
『
懴

悔
道

と
し
て

の
哲
学
』
（
昭
和
二
十
一
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ

の
後

期

の

田
辺
哲
学
―
懴
悔
道
を
中
心
に
、
田
辺
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
を
論
究
す
る
。

一
　

懴

悔

道

「

懴
悔

」
と
は
理
性
批
判
で
あ
る
。
田
辺
は
自
己
の
哲
学
で
あ
る
「

懴
悔

道
」
を
■
■
■
■
■
■
と
称
す
る
が
、
そ
れ
は
■
■
■
■
■
（
後
-
思
）
と

し
て
の
懴
悔
後
悔
の
道
の
自
覚
と
と
も
に
、
■
■
■
■
(
超
-
観
）
の
自

覚
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
覚
は
、
自
力
的
に
到
達
し
得



る
達
観
の
世
界
で
は
な
い
。

懴
悔
に
内

在
す
る
自
力

は
、
他
力

の
転

換
媒
介

に
よ
っ
て
行
ぜ
ら
れ
る
自
力

性
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
戦
末

期
に
お
け
る

思
想
家
と
し
て
の
行

詰
ま
り

の
、
極
限
的
真
実
の
告
白
絶
望
と
、
現
実
と
の

対
決
の
行
詰
ま
り
の
無
力
の
自
覚

が
、
田
辺
を
自
己
放
棄
の
懴
悔
の
行
に
向

か

わ
せ
、
そ
れ
が
逆
に
自
己
を
「

現
実
そ
の
も
の
の
実
践
的
展
開
に
対
す
る

媒
介
と
し
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
」
そ
の
転
換
過
程
を
弁
証
す
る
哲
学
は
、

絶
対
他
力
の
理
性
批
判
で
あ
る
。
「
哲
学
即
懴
悔
道
」
の
内
的
必
然
の

強

烈

が
、
自
己
放
棄
の
絶
対
無
に
お
い
て
成
立
す

る
時
、
哲
学
は
す
で
に
哲
学
で

な
く
懴
悔
と
し
て
の
み
可

能
な
も
の
と
し
て
「
懴
悔
道
即
哲
学
」
と
い
う
真

実

が
唯
一
の
生
と
し
て
、
そ
こ
に
死
復
活

を
体
感
自
覚
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
「
懴
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」

の
中
心
概
念
は
、
絶
対
批
判
と
絶
対
無

で
あ
る

が
、
そ
の
根
底
に
は
「

絶
対
媒
介
の
思
想
」

が
あ
る
。
存
在
す
る
も

の
は
い
か
な
る
も
の
も
独
自
に
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
も
の
は
無
く
、
全
て

の
も

の
は
必
ず
他
者
に
よ
っ
て
媒
介

さ
れ
ね

ば
な
ら

な
い
と
す
る
こ

の
思
想

は

、
懴
悔
道

に
お
い
て
否
定
媒
介

の
契
機

と
し
て
働

い
て

い
る
。

理
性
批
判

と
し
て
懴
悔
は
、
理
性

の
理

的
立
場

を
徹
底

的
に
問

う
こ
と

に

よ
り

、
理
性

に
よ

る
理
性

の
絶
対
分

裂
と
い
う
危
機

へ
と
自
己

を
追

い
込
み

、

そ
こ

か
ら

の
脱
出

が
分
裂
崩
壊
す

る
理
性

の
中

へ
自

ら
進
み
身

を
投

ず
る
と

い

う
方
法

を
、
唯
一
最
後

の
道

と
し
て
自

覚
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

従
っ
て

「

懴
悔
」
と
は
、
徹

底
的

な
自
力

の
放
棄
で
あ
り

、
自
力

的
自
己

の
崩
壊

を

意

味
し
て

い
る
。
田
辺
は
こ

の
よ

う
な
理
性

的
・
自
力

的
行
為

の
破
綻

崩
壊

の
場

を
「
無
底

の
底
」
と
い
い
、
モ

の
「
無

底
の
底

」
に
お
い
て
一
度
崩

壊

し

た
自
己

が
転
換

さ
れ
回
復
さ
れ
る
と
理
解
す

る
。
「
絶
対
無
」
は
、

自

己

が
「
無
底

の
底
」

つ
ま
り
「
絶
対
無
」
へ
と
自
己

を
投
げ
入

れ
、
そ
こ
で
転

換

さ
れ
自
己

を
回
復
す
る
と
い
う
形
で
の
み
行

証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
田

辺

は
こ
れ
を
「
死
復
活
」
と
呼
ん
で
い
る
。
真
の
実

存

は
、
自

己

を
「
死

復

活

」
に
お
け
る
絶
対
否
定

の
媒
介

と
し
て
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
真
の
主
体
性
－

自
立
性

が
回
復
成
立
す

る
の
で
あ
る
。

二
　
「
運

命

愛
」

の

絶
対

否

定
性

田

辺
に
と
っ
て

ニ
ー
チ

ェ
は
、
そ
の
行
為
の
根
本
的
性
格
の
相
違
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
人
間

を
弱
め
る
同
情
を
排
し
人
間
を
強
め
る
苦
難
超
克

の

福

音
」
を
説
い
た
思
想
家

と
し
て
「
深
い
尊
敬
と
親
愛
」

と
を
抱

か
し
め
る
対

象
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
ニ
ー
チ

ェ
の
思
想

に
対
し
、
田

辺
は
次

の
三
項
目

か
ら
の
理

解
と
批
判
と
を
行
な
っ
て
い
る
。

一
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
の
根
底
を
な
す

も
の
は
、
「
絶
対
無

的
な
る
も
の
」

で
あ
る
。

二
、
ニ
ー
チ
ェ
が
理
性
を
排
除
し
生
命
の
立
場
に
立
っ
て
D
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
ｏ
ｓ
の

絶
対
転
化
生
成
を
説
い
た
の
は
、
田

辺
の
言

う
「
絶
対
転
換
」
を
生
命

の
連
続
か
ら
観
た
も
の
で
あ
り

、
そ
の
精
神
は
一
致
す
る
。

三
、

ニ
ー
チ

ェ
の
理
性
は
、
「
自
己
突
破

を
も

っ
て
本
質

」
と
す
る

田

辺

の
理
性
と
は
異
な
り
、
「
同

一
性
論
理

の
悟
性
」
で
あ
る
が
、
し

か
し

、

ニ
ー
チ
ェ
的
理
性
の
も
つ
否
定
的
超
越
性
は
、
田
辺
の
「
否
定
媒
介
的



構

造

」

を

自

覚

し

た

も

の

と

言

え

る

。

以

上

の

こ

と

を

明

確

に

す

る

た

め

に

。
田

辺

は

ニ

ー

チ

ェ

を
論

じ

る

の
で

あ

る

が

、

ま

ず

ニ
ー

チ

ェ
哲

学

の

根

本

を

如

何

に
観

て

い

る

か

が
問

わ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

。

ニ
ー
チ
ェ
の
初
期
の
論
文
『
悲
劇
の
誕
生
』
は
、
D
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
ｏ
ｓ
が
自
己
の

生

の

豊

穣

と

過

剰

か

ら

生

そ

の

も

の

を
苦

悩

と

し

て

と

ら

え

、

生

を
否

定

す

る
厭

世

観

が

、

か
え

っ
て

「

生

の
自

信

と
豊

富

と

を
高

め

る

と

い

う

弁

証

法

」

で

あ

る
。

ニ

ー
チ

ェ

が
無

を

説

き

ニ
ヒ

リ

ズ

ム

を

語

る

の

は

、
根

本

的

に
こ
の
D
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
ｏ
ｓ
的
生
の
豊
穣
と
苦
悩
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し

ニ

ー

チ

ェ
の

ニ

ヒ
リ

ズ

ム
は

歴

史

批

判

と

し

て

、

既

存

の
最

高

価

値

に

対

す

る

否

（
Ｎ
ｅ
ｉｎ
）

を

含

意

し
て

い

る
も

の
で

あ

り

、
従

っ

て

ニ

ヒ

ル

と

は
、

第

一

に

無

意

味

・
無

価

値

の
意

味

で

あ

る
。

価

値

の
転

換

を
歴

史

的
必

然

と
説

く

ニ

ー

チ

ェ

の

ニ

ヒ
リ

ズ

ム
は

、

現

存

在

の
破

滅

性

・
不

安

定

性

の

暴
露

と

い

う

性

格

を

避

け

え

な

い
。

こ

の
現

存

在

の
破

滅

性

と

い

う

極

限

的
否

定

性

を

避

け

る
こ

と

な
く

喜

び

迎

え

、

さ

ら

に
進

ん

で

肯

定

す

る

こ

と

に

よ
り

自

己
の
意
志
へ
と
転
換
す
る
D
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
ｏ
ｓ
的
生
へ
の
意
志
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ

て

絶

対

的
肯

定

と
呼

ば

れ

る
。

田

辺

は

こ

の

絶

対

的

肯
定

が
そ

の

ま

ま
田

辺

の
言

う
絶

対

否

定

の

現

成
で

あ

る

と
考

え

る

。

こ

の

問

題

は

、

生

の

Ｄ
ｉｏ
ｎ
-

ｙ
ｓ
ｏ
ｓ

的

根

源

的

意

志

を
根

拠

と
す

る

「

運

命

愛

」
（
ａ
ｍ
ｏ
ｒ
　ｆａ
ｔ
ｉ
）

の
理

解

に

お
い

て

、

よ
り

具
体

的

に
な

る
。

「
必

然

な

る
も

の

へ

の
愛

」

と

し

で

の

ニ
ー

チ

ェ
の

「

運
命

愛

」

の

思

想

は

、
「
斯

く

あ

り

き

」

と

い

う

過

去

を

、
「
我

そ

の

斯
く

あ

る
を

欲

せ

り

」

と

い

う
現

在

の
意

志

へ
と

転

換

す

る
こ

と

に

よ
り

、

必
然

を
自

ら

選

び

取

っ

た

「
解

脱

す

る
自

由
」

と
し

て
肯

定

す

る
権

力

意

志

（
Ｗ

ｉｌｌｅ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）

で

あ

る
。

従

っ
て

こ

の
権

力

意

志

は

、
「
斯

く

あ

り

き

」

と

い

う
過

去

の

も

つ

二
重

の
側

面

、

す

な

わ

ち

、

既

に

過

ぎ

去

っ
た

も

の

と

し
て

、

人

間

の

ど

う

す

る
こ

と
も

で

き

な

い

過

去

の
一

面

と

、
不

断

に

現

在

に
環

帰

し

て

現

在

を

横

領

し

圧

迫

す

る

一
面

と

の
二

重

の

側

面

を

も

つ

過

去

を
、

進

ん

で

肯

定

し

、

そ

の
中

に

自

己

を

否

定

突

破

す

る

こ

と

に

よ
り

、

逆

に
そ

れ

自

ら

が

突

破
さ
れ
て
「
自
己
の
自
由
の
内
容
に
転
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
権
力
意

志

に

よ

っ
て

現

在

が
過

去

を
超

克

し

て

自

在

を

得

る
」

の
で

あ

る
。

田

辺

は

こ

の
思

想

の
根

底

に
あ

る
絶

対

虚

無

主

義

は

、
「
懴

悔

道

の

哲
学

」

の

論

理

で

あ

る

「
絶

対

転

換

の
原

理

と

し

て

の

無

」

に

通

ず

る

も

の
で

あ

る
と

理

解

す

る
。

す

な

わ

ち

、

ニ

ー

チ

ェ

の

「

運
命

愛

」

の
思

想

は

一

切

を

必
然

と
理

解

し

、

没

落

・

破

滅

・
死

を

も

回

避
す

る
こ

と

な
く

、

進

ん
で

意

志

し
て

引

き

受

け

る
絶

対

肯

定

で

あ

る

が

、

し

か

し
そ

の
本

質

は

、
「
必

然

な

る

も

の

の

中

に

自

己

を
死

な

し

め

る
」

と
こ

ろ

の
絶

対

否

定

を

媒

介

と

し

て

い

る
。

絶

対

否

定

は
否

定

の
否

定

と

し

て

極

限

的
否

定

を
意

味

し

、

ど

の
よ

う

な
否

定

を

加

え

て
も

も

は
や

否

定

と

な
り

得

な

い
も

の

と
し

て

絶

対

肯

定

と

い

え

る
。

し

か
し

田

辺

は

、
こ

の
絶

対

肯
定

は

、
「
絶

対

否

定

を

…

…
そ

の

成

立
過

程

に

お

い
て

で

は

な

く

成

立

の
結

果

か

ら

見

て

い

う

に

過

ぎ

な

い
」

も

の

で

あ

り

、



絶
対
否

定
を
捨

象
し
て

ど
の
よ
う
な
絶
対
肯
定
も
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。

つ
ま
り

、
否
定
の
否
定

の
媒
介
を
含
ま
な
い
直
接
の
肯
定

は
、
例
え
そ
れ

を
絶
対

的
と
規
定
し
た
と
し
て
も
、
否

定
の
相
対
的
対
立
を
避
け
る
こ
と
は

で
き

な
い
。

一
般
に
肯
定
及

び
有
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
対

立
概
念
と
し
て

の
否

定
或
い

は
無

と
の
関

係
に
お
い
て
直
接
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
こ

ま
で

も
相
対
性

を
脱
却

し
得
な
い
。
田

辺
は
「

絶
対
的
な
る
も
の
」
を
規
定

し
て

次
の
よ
う
に
言

う
。「

た
だ
無
を
も
否
定
を
も
な
お
否

定
し
て
絶

対

否

定
即

肯
定
な
る
媒
介
態
な
る
も
の
よ
り
外
に
は
無
い
」
と
。
従
っ
て
、

ニ
ー

チ
ェ
の
運
命
愛
に
お
け
る
絶
対

肯
定
は
、
そ
の
本
質
的
構
造
に
お
い
て
絶
対

否
定

に
ほ
か
な
ら

な
い
と
論

断
す

る
の
で
あ
る
。

三
　
「

理

性
」

の
絶

対

否

定
性

田

辺
と
ニ
ー
チ

ェ
の
根
本

的
相
違
の
一
つ
は
、
「
理
性
」
に
対
す
る

認

識

に
あ
る
。
カ
ン
ト
の
理

性
批
判
は
、
理
性
に
よ
る
一
切
の
権
威
の
批
判

を
意

味
す
る
が
、
理
性
自
身
は
何
ら
批
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
な
く
措
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
理
性
は
、
そ
の
本
質

的
構
造

に
お
い
て
す
で
に
二
律

背
反

の

矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

カ
ン
ト

的
理
性

の
批
判
に
立
つ
田
辺

に

と
っ
て
、
理
性
と
は
二
律
背
反
後
の
「
死
復
活
の
能
力
」
を
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
理
性
は
自
己
内

在
的
二
律
背
反

の
矛
盾

と
い
う
分
裂

の
危
機

に
、

自
己
自
ら
を
そ
こ
に
投
棄
し
、
そ
の
自
己
を
突
破
す
る
行
信
の
行
為
に

お
い

て
往
相
の
道
を
歩
む
の
で
あ
り
、
自
己
突
破

と
し
て

の
自
己
批
判
は
、
再

び

証
の
媒
介
知
へ
と
還
相
せ
ら
れ
る
。
そ
の
行
信
証

が
理
性
の
自
己
超

越
で

あ

－

－

―

る

主

な

き

絶

対

批

判

で

あ

る

。

理

性

の

自

律

的

自

由

は

「

自

己

の

無

を

行

信

証

す

る

絶

対

批

判

に

於

て

自

己

を

超

越

す

る

」

の

で

あ

り

、

こ

れ

が

「

理

性

の

死

復

活

」

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

理

性

は

「

無

限

と

有

限

・

必

然

と

自

由

」

等

の

二

律

背

反

の

不

可

避

性

に

崩

壊

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

か

え

っ

て

そ

の

中
か
ら
復
活
さ
れ
る
。
従
っ
て
理
性
は
「
超
理
性
に
転
ぜ
ら
れ
る
媒
介
性
に

於

て

の

み

存

す

る

」

と

い

わ

れ

る

。

し

か

し

ニ

ー

チ

ェ

は

、
理

性

を

観

念

論

的

意

味

で

の

小

さ

い

理

性
（
ｋ
ｌｅ
ｉｎ
ｅ

Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
）

と

、

さ

ら

に

そ

の

小

さ

い

理

性

を

も

内

包

し

た

大

き

な

理

性

（
ｇ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
）
と
し
て
「
身
体
」
（
L
ｅ
ｉ
ｂ
）
を
考
え
る
。
す
な
わ
ち
理

性

を

生

命

に

置

き

換

え

る

と

い

え

る

。

ニ

ー

チ

ェ

は

、

理

性

の

同

一

性

的

統

一

を

前

提

と

す

る

が

、

し

か

し

そ

の

拘

束

を

避

け

田

辺

の

言

う

「

死

復

活

の

循

環

的

発

展

」

を

、

理

性

よ

り

よ

り

具

体

的

な

生

命

の

本

質

に

属

す

る

も

の

と

す

る

。

存

在

を

越

え

た

生

成

転

化

の

主

体

と

し

て

の

生

命

を

理

性

に

置

き

換

え

、

田

辺

の

絶

対

無

の

代

り

に

絶

対

有

を

哲

学

の

根

本

原

理

と

し

た

。

つ

ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
、
1
力
ン
ト
の
理
性
に
よ
る
理
的
立
場
か
ら
生
命
に
よ
る

事
的
立
場
へ
の
転
換
を
な
し
、
2
田
辺
の
「
絶
対
無
の
現
成
と
し
て
の
理
性

の

懴

悔

的

否

定

」

に

対

し

「

生

命

の

絶

対

肯

定

」

を

置

こ

う

と

す

る

。

か

く

て

全

て

を

自

己

の

支

配

下

に

置

き

入

れ

よ

う

と

す

る

権

力

意

志

を

生

命

の

本

質

と

理

解

す

る

の

で

あ

る

。

田

辺

は

、

ニ

ー

チ

ェ

が

転

換

（

Ｗ

ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
）

と

転

化

生

成

（
W
e

ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
）

と

い

う

語

を

同

義

に

解

す

る

こ

と

を

批

判

す

る

。

ニ

ー

チ

ェ

は

「

自

己

」

を

対

他

的

対

象

と

し

て

問

題

と

せ

ず

対

自

的

に

の

み

把

握

し

、

生

命

と

同

一

視

す



る

こ

と

に

よ

り

「

生

命

の

本

能

的

自

己

主

張

た

る

権

力

意

志

と

し

て

主

体

化

」

し

た

。

し

か

し

こ

の

よ

う

な

主

体

は

単

な

る

我

性

に

す

ぎ

ず

、

従

っ

て

権

力

意

志

は

「

我

性

の

自

己

肯

定

」

の

主

張

に

止

ど

ま

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

立

場

か

ら

は

、

他

を

媒

介

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

対

自

的

で

あ

り

得

る

「

自

己

」

の

存

在

は

決

し

て

成

立

し

得

な

い

。

田

辺

は

「

全

く

無

媒

介

」

に

生

の

連

続

が

転

化

し

生

成

す

る

こ

と

を

「

生

成

的

転

化

」

の

意

味

と

し

、
「

自

立

的

な

る

主

体

の

一

が

他

に

更

代

代

換

せ

ら

れ

る

こ

と

」

を

「

転

換

」

と

い

う

。

こ

の

よ

う

な

主

体

の

交

代

転

換

は

、

非

連

続

的

・

断

続

的

で

あ

っ

て

、

こ

の

転

換

の

媒

介

を

な

す

の

が

自

我

の

絶

対

無

的

行

で

あ

る

。

こ

の

絶

対

無

に

よ

っ

て

否

定

さ

れ

る

自

立

的

主

体

は

、

理

性

的

自

我

の

立

場

に

立

つ

自

己

で

あ

る

。

し

か

し

理

性

的

自

我

の

転

換

媒

介

の

自

覚

が

自

力

的

行

為

に

止

ど

ま

っ

て

い

る

の

が

、

ニ

ー

チ

ェ

の

超

人

（
U
b
e
r
m
e
n
s
c
h
)
 
思
想
で
あ
り
、
実
存
哲
学
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

実
存
の
限
界
を
突
破
す
る
も
の
が
他
力
行
で
あ
る
。
懺
悔
道
は
こ
の
「
他
力

行

の

転

換

」

を

説

く

も

の

で

あ

り

、

転

換

契

機

と

し

て

の

絶

対

無

を

説

く

思

想

で

あ

る

。

絶

対

無

は

否

定

的

自

己

に

お

い

て

相

対

無

に

対

し

、

そ

こ

で

啓

示

的

自

己

を

自

覚

す

る

と

い

う

考

え

は

、

西

田

の

「

矛

盾

的

自

己

同

こ

の

思

想

に

近

い

も

の

と

い

え

る

。

す

な

わ

ち

、

田

辺

に

と

っ

て

「

私

」

の

存

在

は
無
の
媒
介
と
し
て
方
便
的
存
在
で
あ
る
。
実
存
的
自
己
存
在
は
、
こ
の

「

転

換

の

主

体

と

し

て

無

の

媒

介

」

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

し

か

し

ニ

ー

チ

ェ

の

権

力

意

志

は

、

自

力

的

生

の

徹

底

と

し

て

あ

く

ま

で

有

を

根

底

と

し

た

無

の

思

想

で

あ

り

賢

者

の

聖

道

門

で

あ

る

。

懴

悔

道

の

「

絶

対

転

換

の

論

理
と
し
て
の
無
」
と
U
b
e
r
m
e
n
s
c
h
の
根
底
に
あ
る
絶
対
虚
無
主
義
は

そ

の

絶

対

否

定

の

構

造

に

お

い

て

共

通

す

る

と

田

辺

は

指

摘

す

る

が

、

し

か

し

田

辺

は

、

絶

対

他

力

の

懴

悔

に

生

の

真

実

を

見

る

易

行

道

を

説

く

の

で

あ

る

。
（

１

）
　

吉

田

静

致

「

ニ

ー

チ

ェ

氏

の

哲

学

」

『

哲

学

雑

誌

』

一

月

、

一

四

三

頁

。

（

２

）
　

「

実

存

と

愛

と

実

践

」

田

辺

元

全

集

（

以

下

全

集

）

筑

摩

書

房

、

昭

和

三

十

八

年

、

九

巻

、

二

七

二

頁

。

（

３

）
　

「

懺

悔

道

と

し

て

の

哲

学

」

全

集

九

巻

、

一

一

三

頁

。

（

４

）
　

同

、

一

〇

六

頁

。

（
５
)
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｔ
ｘ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
,
　
Ｆ
：
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｂ
ｕ
ｒ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｏ
ｄ
ｉ
ｅ
,
　
１
８
７
０

．

（

６

）
　

「

懺

悔

道

と

し

て

の

哲

学

」

全

集

九

巻

、

一

〇

四

頁

。

（

７

）
　

同

、

一

一

一

頁

。

（

８

）
　

同

、

一

一

一

頁

。

（

９

）
　

同

、

一

〇

三

頁

。

（
1
0

）
　

同

、

一

〇

三

頁

。

（
1
1

）
　

同

、

一

〇

四

頁

。

（
1
2

）
　

同

、

一

〇

七

頁

。

（
1
3

）
　

同

、

五

〇

頁

。

（
1
4

）
　

同

、

一

〇

八

頁

。

（
1
5
）
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｔ
ｚ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
，
　
Ｆ
：
　
Ａ
ｌ
ｓ
ｏ
　
ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
　
Ｚ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
,
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
-

ｔ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
　
Ⅶ
,
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｕ
ｙ
ｔ
ｅ
ｒ
，
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
，
　
１
９
６
８
,
　
Ｓ

．

３

５

．

（

1 6

）
　

「

懺

悔

道

と

し

て

の

哲

学

」

全

集

九

巻

、

一

〇

八

頁

。

（
1
7

）
　

同

、

一

一

〇

頁

。

（
1
8
）
　
同
、
一
〇
九
－
一
一
〇
頁
。

（

1 9

）
　

同

、

一

一

〇

頁

。

（

う

き

た

・

ゆ

う

い

ち

、

西

洋

哲

学

・

比

較

哲

学

、

大

正

大

学

大

学

院

）
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