
〈
第
十
七
回
大
会

特
別

講
演
〉

な
ぜ
奴
隷
の
学
問
か

―
―
わ
が
国
に
お
け
る
思
想
研
究
の
反
省
―
―

Ⅰ
比
較
思
想
学
会
第
十

七
回
大
会

が
こ
の

た
び
東
京
大
学
で
開
か
れ
る
こ
と

に
な
り
、
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
立
派

な
学
会

を

盛
大

に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
峰
島
会
長

は
じ
め
比
較
思
想
学
会

の
役

員
、
会
員
の
方

々
の
多
年

に
わ
た

る
並

々
な
ら
ぬ
ご
協
力
・
ご
尽
力

の
お
か

げ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
た
び
本
年
度
の
大
会
が
最
も
古
い
大
学
で

あ
る
東
京

大
学
に
お
い
て

盛
大
に
開

か
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
前
田
専
学
教
授
は
じ
め
諸

教
授
の
ご
指
導
の
も
と

に
諸
職
員
、
さ
ら

に
学
生
諸
君
が
ご
協
力
下

さ
っ
た

た
め
で

あ
り
、
慶
賀

の
至

り
に
存
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
で

、
わ
た
く
し

は
、
お
祝
い
を
申
し
上
げ
る
と
同

時
に
、
自
分

の

眼

を
洗

い
、
耳

を
開
い
て
、
「
本
当
か
な
。
夢
で

は

な

い

か
」
と
自
分
で
確

か
め
た
い
気

が
い
た
し
ま
す
。
な

に
か
浦
島
太
郎
が
故
国
へ
帰
っ
て
、
き

ょ

中
　

村
　
　
　

元

と
ん
と

し
て

い
る
よ
う
な
気
持

ち
で
あ
る
。
す
べ
て

が
一
新
さ
れ
、
立
派
に

な
っ
て

い
る
。
（
Ｒ
ｉｐ
　ｖ
ａｎ
　Ｗ
ｉｎ
ｋ
ｌｅ
）

比
較
思
想
学
会
で

の
、
内
容
の
充
実
し
た
研
究

は
、
専
ら
若

い
方

々
が
部

会
で
発
表
し
、

わ
た
く
し
は
開
催
校
ま
た
は
開
催
地
の
た
め
に
公
開
講
座
を

行

っ
て

い
た
。
今
度
は
、
学
会
当
局
と
主
催
校
か
ら
や

は
り
「
公
開
講
演
を

せ
よ
」
と

の
御
依
頼
で
あ
る
。
重
荷
を
感
じ
た
が
、
他

の
場
所
で

は
お
受
け

し
て

、
い
わ
ば
故
郷
で
お
受
け
し
な
い
と
い
う
わ
け

に
は
行
か
な
い
。
そ
こ

で
、
恥

さ
ら
し
を
す
る
次
第
で
あ
る
。

わ
た
く
し

は
昭
和
一
八
年

か
ら
四
八
年
ま
で

、
助
教
授
つ
づ
い
て
教
授
と

し
て
三
〇
年
間
教
壇
に
立
た
せ
て
頂
い
た
。
そ

の
間

に
ど
う
も
職
責
を
充
分

に
尽
く
し
え
ず
、
ま
た
理
想
を
も
実
現
し
得
な
い
で
、
い
ま
回
顧
す
る
と
、

慚
愧

の
念

に
堪
え
な
い
。
そ
の
わ
た
く
し
が
何

か
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
こ

と

は
ま
こ
と
に
気
が
ひ
け
る
。
「
敗
軍
の
将
は
兵

を
語

ら

ず
」
と

い

う
格
言

か問学の隷奴ぜな
１



が

あ

る

。

し

か

し

ま

た

慨

悔

し

て

罪

滅

ぼ

し

を

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

い

う

念

に

も

促

さ

れ

る

。

そ

こ

で

、

在

職

中

な

ん

ら

貢

献

し

得

な

か

っ

た

こ

と

に

慚

愧

し

て

、

反

省

を

述

べ

た

い

と

思

う

。

先

般

の

第

二

次

世

界

大

戦

に

よ

っ
て

わ

が

国

の

諸

方

面

が

反

省

し

て

新

し

い

出

発

を

行

い

、

め

ざ

ま

し

い

変

革

が

な

さ

れ

た

。

と

こ

ろ

が

独

り

思

想

の

学

問

の

方

面

だ

け

が

変

革

が

遅

れ

て

い

る

。

ア

メ

リ

カ

と

い

う

か

連

合

軍

司

令

部

か

ら

の

強

制

に

よ

り

、

旧

制

大

学

が

廃

止

さ

れ

、

新

制

大

学

が

設

立

さ

れ

た

。

そ

れ

は

い

ろ

い

ろ

批

判

さ

れ

た

が

或

る

意

味

で

は

良

い

こ

と

で

あ

っ

た

と

思

う

。

国

際

化

す

る

こ

と

に

も

な

る

。

し

か

し

そ

の

変

革

の

命

令

に

、

指

導

者

た

ち

は

い

や

い

や

服

従

し

た

。

制

度

は

変

革

さ

れ

た

が

、

研

究

内

容

に

立

ち

入

っ

て

ま

で

の

変

革

は

命

令

さ

れ

な

か

っ

た

か

ら

、

学

問

研

究

の

内

容

は

一

向

に

変

わ

っ

て

い

な

い

。

す

で

に

戦

前

か

ら

の

思

想

研

究

に

つ

い

て

、

ア

メ

リ

カ

の

あ

る

哲

学

教

授

は

批

判

し

た

。
「
明

治

以

後

今

ま

で

に

あ

れ

ほ

ど

多

く

の

哲

学

教

授

が

外

国

へ

留

学

し

て

勉

強

し

た

の

に

、

自

分

の

思

想

内

容

を

英

語

で

発

表

し

公

刊

し

た

学

者

が

Ｉ
人

も

い

な

い

で

は

な

い

か

」

こ

れ

は

日

本

人

に

よ

る

思

想

研

究

の

国

際

性

の

欠

如

を

つ

い

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

か

。

日

本

の

哲

学

思

想

は

、
外

国

に

て

ん

で

知

ら

れ

て

い

な

い

。
Ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌｏ
ｐ
ａ
ｅ
-

ｄ
ｉａ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｔａ
ｎ
ｉｃ
ａ

第

十

五

巻

で

は

新

た

に

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ

と

い

う

論

文

を

掲

載

す

る

こ

と

に

し

た

が

、

執

筆

者

が

い

な

い

の

で

、

わ

た

く

し

に

依

頼

し

て

き

た

。

期

日

ま

で

に

書

か

ね

ば

な

ら

ぬ

の

で

、

聖

徳

太

子

以

後

の

日

本

哲

学

を

わ

た

く

し

は

大

急

ぎ

で

執

筆

し

た

。

そ

れ

ほ

ど

に

日

本

の

思

想

は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
日
本
で

は
戦
後
に
、
単
に
哲
学
思
想
の
変
革
が
な
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。

明
治
初
期

の
哲
学
者
達
は
、
そ
の
所
論
は
幼
稚
粗
雑
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、

気
宇
壮
大
な
心

構
え
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期

か
ら
思
想
研
究

は
細

分
化
し
て
、
そ
の
結
果
人
々
に
対
す
る
指
導
力

を
失
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

か
つ
て

ロ
ン

ド
ン
・

タ
イ
ム
ズ
紙
が
「
日
露
戦
争
の
勝
利
と
共

に
日
本

は

下
り
坂

に
な
る
」
と
予
言
し
て

、
当
時
の
日
本
人
に
非
常

な
衝
撃
を
与
え

た
。

し
か
し
学
問
的
規
模
に
お
い
て

、
そ
の
こ
ろ
か
ら
の
日
本

に
お
け
る
思
想
研

究
は
下

り
坂
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
大
学
に
お
け
る
思
想
研
究
な
ら
び
に
教
育
は
、
(
一
)
研
究
対
象
の
地

域
に
よ
る
細
分
と
、
(
二
)
人
間
の
精
神
活
動
の
諸
局
面
の
別
に
よ
る
細
分
と
、

二
重
の
細
分

が
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
「
哲
学
」
と
い
う
も
の
は
ど
の

学
科
で
も
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
や

っ
て
い
る
こ
と

は
、
文
献
学
、
文
献
紹
介

に
終
わ

っ
て
い
る
傾
き
が
あ
る
。
日
本
の
大
学
や
学
会

に
お
け
る
学
問

の
細

分
化

は
、
外
国

の
思
想
の
輸
入
の
た
め
に
は
便
利
で
あ

る
。
し
か
し
独
創
的

な
思
索

は
出
て
来
な
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
鸚
鵡

の
学
問
に
な
る
。

以

下

に
お
い
て
わ
た
く
し
は
、
思
想
研
究
の
た
め
の
学
科
や
専
修
課
程

の

区
別
と

か
、
学
会
の
傾
向
に
し
ば
し
ば
言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
、
厳
密
に
言

う
と
、
昭
和
四
一
年
ま
で
の
事
情
で
あ

る
。
昭
和
三
九
年

か
ら
四
一
年

ま
で
、

わ
た
く
し

は
東
大
文
学
部
の
文

学
部
長
の
職
に
在
り
、
学
制
改
革
に
微
力

を

尽
く
し

た
。
し

か
し
理
想
は
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
と

に
か
く
諸
般
の
事

情
を
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
義
務
が
あ

っ
た
。
だ
か
ら
知
ろ
う
と
努
め
た
。



し

か

し

そ

れ

以

後

は

隠

居

の

身

で

あ

る

か

ら

、

わ

た

く

し

の

立

言

は

、

ど

こ

ま

で

も

そ

れ

以

前

の

状

勢

に

か

か

わ

る

も

の

で

あ

る

と

理

解

し

て

い

た

だ

き

た

い

。

そ

う

し

て

現

在

、

も

と

東

大

教

授

だ

っ
た

方

々

は

大

勢

お

ら

れ

る

が

、

も

と

東

京

帝

国

大

学

助

教

授

だ

っ

た

方

々

は

殆

ど

お

ら

れ

な

い

。

だ

か

ら

、

わ

た

く

し

の

言

う

こ

と

は

、

骨

董

品

が

急

に

物

を

言

い

出

し

た

の

だ

と

お

考

え

頂

き

た

い

。

人

間

そ

の

も

の

を

扱

う

哲

学

で

は

、

細

分

は

不

都

合

で

あ

る

。

細

分

す

る

と

、

同

じ

デ

カ

ル

ト

で

も

、

Ｄ
ｉｓ
ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｌａ
　
m
e
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｅ

，　
Ｅ
ｓ
―

Ｍ
ｅ
ｄ
ｉｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｉｍ
ａ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉａ
　

は

哲

学

科

で

、

Ｌ
ｅ
ｓ

ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｉｏ
ｎ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｌａ
ｍ
ｅ

「

情

念

論

」

は

倫

理

学

科

、

美

学

科

で

扱

え

、

と

い

う

の

で

は

統

一

的

な

理

解

は

な

さ

れ

得

な

い

。

ス

ピ

ノ

ー

ザ

の

主

著

Ｅ
ｔ
ｈ
ｉｃ
ａ

は

倫

理

学

科

の

み

で

扱

え

、

哲

学

科

で

扱

っ
て

は

な

ら

ぬ

、

と

い

う

よ

う

な

こ

と

に

な

る

。

カ

ン

ト

の

『
純

粋

理

性

批

判

』

は

哲

学

科

で

講

義

さ

れ

、
『
実

践

理

性

批

判

』

は

倫

理

学

科

で

講

義

さ

れ

、
『

判

断

力

批

判

』

は

美

学

科

で

講

義

さ

れ

る

。

そ

れ

は

カ

ン

ト

の

生

体

解

剖

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

カ

ン

ト

哲

学

そ

の

も

の

は

ど

こ

で

も

研

究

さ

れ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

う

。

わ

た

く

し

の

在

職

中

イ

ン

ド

の

留

学

生

が

仏

教

を

勉

強

し

た

い

と

志

願

し

て

き

た

。

そ

の

志

願

書

の

目

的

記

載

の

欄

に

「
宗

教

を

研

究

し

た

い

」

と

あ

っ

た

か

ら

、

宗

教

学

の

教

授

は

、
「
宗

教

」

と

あ

る

か

ら

に

は

、

こ

の

学

生

は

お

れ

の

方

に

よ

こ

せ

と

い

っ

た

。

そ

れ

ぞ

れ

の

学

科

は

、

封

建

時

代

の

「
お

城
」
で
あ
り
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
は
「
ご
城
主
」
で
あ
り
、
ま
わ
り
に
堀
を

め

ぐ

ら

し

、

「

寄

ら

ば

斬

る

ぞ

！

」

と

い

う

時

代

劇

さ

な

が

ら

の

光

景

で

あ

っ

た

。

と

こ

ろ

が

学

科

の

細

分

化

と

い

う

こ

と

は

、

哲

学

の

重

要

な

問

題

に

解

答

を

与

え

て

く

れ

な

い

。

ヴ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

は

「

倫

理

の

諸

命

題

は

成

立

し

得

な

い

」

と

い

う

。

（

テ

ー

ゼ

六

・

四

二

）
（

木

不

剛

博

『

ヴ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

論

理

哲

学

論

考

の

研

究

』

Ｉ

、

公

論

社

、

昭

和

五

一

年

一

月

、

四

九

六

ペ

ー

ジ

以

下

）

ま

た

「

倫

理

と

美

学

（

審

美

）

と

は

一

つ

で

あ

る

」

（

テ

ー

ゼ

六

・

四

ニ

ー
）

と

も

い

う

。

こ

れ

に

従

う

な

ら

ば

、

哲

学

や

倫

理

学

か

ら

区

別

さ

れ

た

美

学

と

い

う

も

の

も

成

立

し

得

な

く

な

る

。

こ

う

い

う

基

本

的

な

問

題

に

日

本

の

大

学

や

学

会

は

答

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

先

日

イ

ギ

リ

ス

の

哲

学

教

授

が

訪

ね

て

来

た

。

倫

理

学

は

哲

学

科

の

中

で

研

究

講

義

さ

れ

て

い

る

。

倫

理

学

は

哲

学

の

重

要

な

部

分

を

講

義

し

て

い

る

、

と

い

う

。

だ

か

ら

倫

理

学

を

除

い

て

哲

学

は

成

立

し

な

い

。

と

こ

ろ

が

日

本

の

や

り

方

は

学

会

に

お

い

て

派

閥

意

識

を

助

長

す

る

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

。哲

学

科

が

細

か

に

分

か

れ

て

い

る

の

は

日

本

だ

け

の

現

象

で

あ

る

。

ド

イ

ツ
で
は
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
　
ｆ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｄ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

ｏ
ｆ
　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

０

東

洋

で

は

例

え

ば

、

フ

ィ

リ

ピ

ン

で

も

細

分

化

し

て

い

な

い

。

中

華

人

民

共

和

国

で

も

同

様

で

あ

る

。

イ

ン

ド

に

は

全

国

学

会

と

し

て

Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ａ
ｎ

　
Ｃ

ｏ
ｕ

ｎ
ｃ
ｉ
ｌ
　

ｏ
ｆ
　
Ｐ

ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｒ

ｅ
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ

あ

り

、

事

務

局

は

二

ユ

’
―Ｉ

デ

リ

ー

に

あ

る

（
Ｕ

Ｓ

Ｏ

　
Ｈ

ｏ
ｕ
ｓ
ｅ

，
　
６
　

Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｒ
ｅ
ａ

，
　
Ｎ

ｅ
w

か問学の隷奴ぜな
ｎ
ａ



M
ｅ
ｈ
ｒ
ａ
ｕ
ｌ
ｉ
　
Ｒ
ｏ
ａ
ｄ
，
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ｉ
　
１
１
０
０
６
７
）
が
、
研
究
本
部
は
ラ
ク
ノ
ウ
に
あ
る
。

会
長
は
Ｄ
ｒ

．
　
Ｄ
．
　
Ｐ
．
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｏ
ｐ
ａ
ｄ
ｈ
ｙ
ａ
ｊ
ａ
で
、
研
究
本
部
の
Ｄ
ｉ
ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
は

Ｒ

ｏ
ｏ
ｐ

　
Ｒ
ｅ

ｌ
ｅ
ｈ
ａ

　
Ｖ

ｅ
ｒ
m
a

女

史

で

あ

る

。

Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ

ｌ
　
ｏ
ｆ

　
Ｉ
ｎ

ｄ
ｉａ
ｎ

　
Ｃ
ｏ
ｕ

ｎ
ｃ

ｉ
ｌ
　
ｏ
ｆ

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　
Ｒ

ｅ
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ

を

刊

行

し

て

い

る

。

イ

ン

ド

の

大

学

で

は

、

同

一

人

の

教

授

が

あ

る

と

き

は

西

洋

哲

学

を

講

義

し

、

あ

る

と

き

は

イ

ン

ド

哲

学

を

講

義

し

て

い

る

。

そ

う

す

れ

ば

、

お

の

ず

か

ら

批

判

的

な

眼

が

養

成

さ

れ

る

は

ず

で

あ

る

。

こ

れ

は

ア

メ

リ

カ

の

大

学

で

も

採

用

さ

れ

て

い

る

制

度

で

あ

る

。

こ

う

い

う

仕

方

で

あ

れ

ば

、

わ

ざ

わ

ざ

「

比

較

」

と

い

う

こ

と

を

言

わ

な

く

て

も

、

お

の

ず

か

ら

比

較

に

よ

る

価

値

批

判

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

と

こ

ろ

が

日

本

で

は

こ

れ

と

反

対

に

細

分

化

に

と

も

な

う

現

象

と

し

て

、

西

洋

の

哲

学

者

を

批

判

し

な

い

で

、

た

だ

有

難

が

っ

て

い

る

と

い

う

の

は

、

日

本

の

哲

学

界

の

顕

著

な

通

弊

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

の

で

、

敢

え

て

申

す

次

第

で

あ

る

。

か

つ

て

日

本

の

大

学

で

は

、

社

会

科

学

と

い

え

ば

マ

ル

キ

シ

ズ

ム

を

研

究

す

る

こ

と

で

あ

る

と

思

わ

れ

て

い

た

。

マ

ル

キ

シ

ズ

ム

と

は

、

人

類

に

救

い

を

も

た

ら

す

唯

一

の

思

想

で

あ

る

と

、

大

学

教

授

た

ち

は

説

い

て
い
た
。
現
在
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
激
変
に
つ
い
て
、
日
本
の
大
学
教
授
た

ち

は

、

何

と

説

明

す

る

の

で

あ

ろ

う

か

？
　

そ

し

て

名

だ

た

る

マ

ル

キ

シ

ズ

ム

の

学

者

た

ち

が

、

仏

教

の

大

学

で

雇

わ

れ

て

き

た

。

で

は

学

生

た

ち

は

何

を

信

じ

た

ら

よ

い

の

か

？
　

仏

教

か

？
　

マ

ル

キ

シ

ズ

ム

か

？
　

こ

れ

は

仏

教
の
諸
大
学
当
局
者
の
確
信
の
無
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
―
―
そ
こ
か
ら
比

較

思

想

が

出

て

来

れ

ば

よ

い

が

。

戦
後
の
哲
学
界

に
も
軽
佻
浮
薄
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
一
時
プ
ラ
ト
ン
の
国

家
論
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う

に
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
し
か
し

プ
ラ
ト
ン
の
空
想
し
た
国
家
と
、
ナ
チ
ス
の
全
体
主
義
国
家
と
ど
れ
だ
け

の

違

い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
科
学

的
合

理
主
義

を
信
仰
の
よ
う
に
尊

重
し
て

い
る
哲
学
者

は
、
デ
カ
ル
ト
を
絶

対
視
す

る
。
し
か
し
お
な
じ
く
科
学
的
合
理
主
義
の
立
場
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、

デ
カ
ル
ト
の
著
作
の
う
ち
懐

疑
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
面

白
い
が
、
形
而

上
学
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ

は
く
だ
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
日
本
で

は
戦

後
に
も
へ
ー
ゲ
ル
は
偶
像
視
さ
れ
て
来
て
、
そ
の
威
光
は
落
ち
な
か
っ
た
。

ヘ

ー
ゲ
ル
を
勉
強
し

な
か

っ
た
ら
日
本
の
哲
学
科
を
卒
業
す

る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
と

こ

ろ

が

ラ

ッ
セ
ル
は
、「

ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
学
説
は
殆
ど

す

べ
て
誤

り
で
あ
る
と
わ
た
し
は
そ
う
信
じ

て

い

る
」
と

言
う
。
（『
西
洋
哲

学
史
』
下
巻
、
二
〇
六
ペ
ー
ジ
）
ラ
ッ
セ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
を
全
面

的

に
否
定

し
て

い
る
。
「

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
あ
る
事
物
を
他
の
す

べ

て

の
事
物

か

ら
区
別
す

る
に
充
分
な
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
れ
ば
、
当

の
事
物
の
あ
ら
ゆ
る

性
質

は
論
理

に
よ

っ
て
推
論
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
誤
り
で

あ
っ

て
、
こ
の
誤

り
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
と

い
う
堂

々
た
る
全
建
築
を
生
起
せ
し

め
た
の
で
あ
る
」
（
市
井
訳
、
ラ
ッ
セ
ル
前
掲
書
、
ニ
ニ
一
ペ
ー
ジ
）
。

ラ
ッ
セ
ル
の
評
言
ば
か
り
引
用
し
す
ぎ
た
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

世
界
諸
国
を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
ラ

ッ
セ
ル
の
ほ
う
が
圧

倒
的
に
多
く

読
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
明
白

な
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
日
本
の
哲
学
者
た

ち

は
、
ご
教
祖
さ
ま
一
辺
倒

な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
地
球
上

に
お
け
る



精
神
の
発
展
に
お
い
て
、
最

高
の
役
割
を
ド
イ
ツ
人

に
賦

与

し

て

い

る
。

（
ラ
ッ
セ
ル
前
掲
書
、
二
一
三
ペ
ー
ジ
）
プ
ロ
イ

セ
ン
を
中

心
と

す

る
国
家

が
最

高
の
国
家
で
あ
る
と
す

る
と

、
で

は
日
本
は
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
。

わ
れ
わ

れ
日
本
人

は
日
本

の
こ
と
を
考
え
な
く
て
よ
い
、
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
そ

う
い
う
哲
学
説
を
日
本
の
哲
学
者
た
ち
は
有

難
が
っ
て

い
た
の
で
あ

る
。
の

み
な
ら
ず
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想

は
危
険
で
さ
え
あ
る
。

か
れ
の
国
家
主
義
は
、

残
忍

さ
と
国
際
的
強
奪
行
為
を
正
当
化

す
る
傾
き
が
あ

っ
た
。
こ
の
傾
向
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
て
史
的
唯
物

論
を
国
是
と
し
て
い
る
若
干

の
大
国

が
今
日
な
お
少
数
民

族
に
対

し
て
と

っ
て

い
る
態
度
に
見
ら
れ
る
。
日
本

の

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
さ
え
も
是
認
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
ろ

う
か
？
「
日
本

に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
化
石
が
い
る
よ
」
と

い
っ
て

ア
メ
リ
カ
の

哲
学
者
た
ち
は
笑
っ
て

い
る
が
、
日
本

の
哲
学
者
た
ち
は
そ

れ
に
気

が
つ
か

な
い
。
た
だ
日
本

の
哲

学
者

に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
傾

向
は
、
西
洋

の
哲
学

者
た
ち
の
鸚
鵡
と

な
る
こ
と
で

あ
る
と
言

っ
て
よ
い
か
も
し

れ
な
い

が
、
鸚

鵡
に
は
思
考
能
力

が
あ
る
か
ど
う
か
良
く
解
ら
な
い
か
ら
、
西
洋
哲
学
者
の

奴
隷
と

な
る
こ
と
で
あ

る
と
言

っ
た
ら
よ
い
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て

か
れ
ら

の
言
説

の
難
解
で
あ
る
こ
と

に
随
喜

の
涙

を
な
が
し
て
い
る
。
経
典
や
哲
学

書
が
難
し
い
の
は
J
a
r
g
o
n
（
隠
語
）
だ
と
思
え
ば
よ
い
。
解
っ
た
部
分
だ
け

が
生
活

に
生
き
て
い
て
、
指
導
力

を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
、

解
ら
な
い
部
分

は
死

ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

エ
ピ
ク
テ

ー
ト
ス
は
も
と
奴
隷

で
あ

っ
た
が
、
自
由

な
思
索
者
と
し
て

ス
ト
ア
哲
学
の
独

自
の
思

想
を
展
開

し
た
。
ゴ
ー
サ
ー
ラ

は
、
奴
隷
で
あ

っ
た
が
、
主
人
の
も
と

か
ら
逃
げ
出
し

た
と
き

に
衣

を
奪
わ
れ
、
そ
れ
以

後
裸
で
通
し
た
と
い
う
が
、
か
れ
は
独
自

の
運
命
論

・
必

然
論
を
説
い
て
い
た
。
か
れ
ら
は
奴
隷
で

あ
っ
て
も
自
由
な

思

索
を
展
開
し

た
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
哲
学
者
た
ち
は
、
身
分
は
自
由
で
あ

っ
て
も

、
奴
隷

的
思
考

に
明
け
暮
れ
し
て
い
た
の
で

は
な

い
か
。

で

は
東

洋
思
想

の
研
究
の
ほ
う
で

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
け
っ

き
ょ
く
昔
の
人
々
の
言
っ
た
こ
と
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

か
っ
た

か
？
　

そ
こ

に
は
価
値
批
判
が
行

わ
れ
な
く
て
、
研
究
者
自
身
の
思

想
や
確
信
と
は
無
関
係
に
た
だ
古
典

の
思
想
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
は

な
か

っ
た
か
。
殊
に
仏
教
研

究
の
場
合
に
は
「
何

々
宗
で
は
ど
う
説
く
」
と

い
う
こ
と
を
並
列
し
て
、
以
て
能
事
終
わ
れ
り
と
し
て
い
た
傾
向
が
あ
っ
た
。

だ
か
ら
日

本
の
哲

学
あ
る
い

は
哲
学
的
諸
学
問
と
い
う
も
の
が
、
外
国

に
対

し
て
発
言

権
を
も
っ
て

い
な
か

っ
た
。
自
分
の
活
動
範
囲
を
狭
く
限

っ
て
、

そ
の
範
囲
の
な
か
で

う
ご
め
い
て
い
た
ら
、
め
ざ
ま
し
い
思

索
が
出
て
こ
な

い
の
は
当

然
で
あ
る
。

ど
う
し
て

こ
ん
な
こ
と

に
な

っ
た
の
か
？

日
本
で

は
文
部
省

の
権
力
が
強
く
、
厳
重
な
支
配

統
制
を
行

っ
て
き
た
。

東

京
帝
国
大

学
は
講
座
制
を
と
っ
て

い
た

が
、
そ

れ

は
一

八
九
三
年
（
明
治

二
六
年
）
に
始
ま

る
。
そ
う
し
て
他
の
諸
大
学

も

そ

の

パ
タ
ン
に
則

っ
て
設

立

さ
れ
た
。
或

る
哲
学
教
授
の
言

わ
れ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
他
の
大
学
を
設

立
す

る
場
合

に
、
東
京
帝
国
大
学
の
学
科
分
類

の
し
か
た
に
則

っ
て

い
な
い

な
ら
ば
、
文
部
省
が
設
立
を
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
の
哲
学
研
究
に

お
け
る
奇
異
な
る
形
態
が
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
日

卦の一な
″
Ｄ



本

の
思

想

研

究

の

あ

り

か

た

が

、
〈

奴

隷

の

学

問
〉

で

あ

っ
て

、

独

創

性

を

無

く

し

て

し

ま

っ
た
元

凶

は

、

文

部

省

と

東
京

帝

国
大

学

で
あ

っ

た
と

い
う

こ

と

に

な

る
。
（
た

だ

し
現

在

の

東

京

大

学

で

は

な

い

。
）

こ

の

「
専

門

」

の

強

調

は
、

初
期

東

京

大

学

の
教

授

た

ち

の

専
門

活

動

を
狭

く

し

た

。
帝

国

大

学

へ

の
講

座

制

の
導

入

、
「
専

門

」

の
強

調

は

、

伊
藤

博
文

が

ド

イ

ツ

の

宰

相

ビ

ス

マ

ル

ク

か
ら

教

お

っ
て

き

た

大

学

対

策

で

あ

っ
た

。
伊

藤

博

文

は
、

こ

の
呪

文

を
唱

え

る
こ

と

で

官

立

大

学

教

授

た

ち

か

ら
政

治

的

関

心
を

奪

っ

た

の
だ

と

い
う

。

こ
れ

は
故

木

村

毅

が

尾

崎

咢

堂

の
縁

辺

か
ら

の
聞

き

取

り

を

も
と

に
立

て

た
結

論

で

あ

る

。
（
『
早
稲
田
外

史
』
一
九
六
四
年
、
講
談

社
）
〔
こ

の
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
は
、
寺
崎
昌
男
氏
の
「
講
座
制
―
―
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

は

じ

ま

っ
た

か
」

に
よ

る
〕

冗

談

め
か

し

て

言

え

ば
、

ア

ジ

ア
大

陸

の

諸

帝

王

の
宮

廷

の
宦

官

の
制

度

に
対

応

す

る

も

の

が

講
座

制

で

あ

っ
た

の

で

あ

る
（
！
）
。
け
っ
き
ょ
く
わ
が
国
で
縄
張
り
意
識
の
強
い
の
は
、
世
間
の
人
々

の

い
う

と

こ
ろ

で

は
。
「

お
役

所

と

ヤ

ク
ザ

と

国

立

大

学
」

と

い
う

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

っ
た

。

な

ぜ

日

本

に

お
け

る
思

想

研

究

を

ダ

メ
に
し

た
と

い

う

こ
と

が
言

え

る

か

と

い

う

と

、

諸
外

国

に
対

す

る

影

響

が
絶

無

に
近

か

っ
た

と

い
う

こ
と

で

あ

る

。
そ

の

証
拠

と

し
て

ア

メ
リ

カ

の

Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉｌｐ

教

授

が

Ｌ
ｉｖ
-

ｉｎ
ｇ
　Ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ

の
叢

書

を
計

画

し

た
と

き

に
、

だ

れ

か

一
人

く

ら

い

は

東

洋

の

哲

学

者

を
取

り

上

げ

る
べ

き

だ

と

の
意

見

が

起

こ

っ
た

が
、

編

集

委

員

一

同

が

一
致

し

て
推

し

た

の

は

Ｓ
．　
Ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｋ
ｒ
ｉｓ
ｈ
ｎ
ａ
ｎ

で
あ

っ
た

。
そ

の

他

の

ア

ジ

ア

の

哲
学

者

の
こ

と

は

誰

も

知

ら

な

か

っ
た

と

い
う

。

Ⅱ

と

こ

ろ

が

明

治

初

期

の

哲

学

先

駆

者

た

ち

は

、

こ

う

い

う

精

神

分

裂

症

的

傾

向

は

見

ら

れ

な

か

っ

た

。

気

宇

壮

大

で

あ

っ

た

。
「
哲

学

」

と

い

う

語

は

、

西
周
（
一
八
二
九
―
一
八
九
七
）
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
先
ず
か

れ

の

言

に

聞

い

て

見

よ

う

。

西

周

は

単

な

る

啓

蒙

思

想

家

で

は

な

い

。

独

自

の

も

の

を

も

っ

て

い

た

。

西

周

は

津

和

野

藩

の

人

で

あ

っ

た

が

、

一

八

六

一

年

（
文

久

一
年

）
に

幕

府

か

ら

ア

メ

リ

カ

留

学

の

内

命

を

受

け

た

が

、

南

北

戦

争

の

た

め

留

学

先

を

オ

ラ

ン

ダ

に

変

更

し

、

三

年

あ

ま

り

オ

ラ

ン

ダ

に

留

学

し

た

。

幕

府

な

ら

び

に

明

治

政

府

に

仕

え

た

が

、

傍

ら

私

塾

を

開

い

て

講

義

し

、

自

分

の

思

想

を

形

成

し

た

。
彼

が

自

分

の

私

塾

で

講

義

し

た

「
百

学

連

環

」
と

は

Ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌｏ
ｐ
ａ
ｅ
ｄ
ｉａ

の

訳

語

で

あ

る

。

か

れ

は

そ

れ

ら

の

諸

学

を

講

ず

る

と

と

も

に

、
「
百

学

の

学

」
（
Ｓｃ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　ｏ
ｆ
　ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
ｓ
）
と

し

て

「
統

一

の

観

」

を

立

て

る

哲

学

と

諸

学

と

の

関

連

を

示

し

た

。
「
百

一

新

論

」

と

い

う

の

は

名

前

は

有

名

で

あ

る

が

、

そ

の

趣

旨

は

、

世

の

中

に

沢

山

の

学

問

が

あ

る

が

そ

れ

ら

は

無

意

義

に

成

り

立

っ
て

い

る

も

の

で

は

な

い

。

基

づ

く

も

の

に
基

づ

い

て

成

立

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

を

統

合

す

る

哲

学

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

百

の

学

問

を

一

に

統

一

す

る

新

し

い

学

問

で

あ

る

。

こ

れ

は

単

に

コ

ン

ト

の

哲

学

と

も

違

う

。

西

周

は

弘

法

大

師

を

読

ん

だ

こ

と

は

無

い

だ

ろ

う

が

、

あ

の

考

え

方

は

『

十

住

心

論

』

に

っ

な

が

る

も

の

で

あ

る

。

つ
づ
い
て
西
村
茂
樹
（
一
八
二
八
―
一
九
〇
二
）
も
影
響
力
の
大
き
か
っ
た

｛

一
〇



思

想

家

で

あ

る

が

、

か

れ

の
有

名

な

『
日

本

道

徳

論

』

は

、
「
明

治

一
九

年

一
二
月
、
余
が
帝
国
大
学
の
講
義
室
に
て
演
説
せ
し
所
の
稿
本
な
り
」
と
そ

の

端

書

き

に

し

る

し

て

い

る

。
現

在

東

大

の

名

誉

教

授

で

あ

り

、

も

と
倫

理

学

の

主

任

教

授

で

あ

っ
た

古

川

哲

史

博

士

は

『
泊

翁

西

村

茂

樹
　

転
換

期

日

本

の

大
思

想

家
』
（
文
化

総
合
出
版

、
昭
和
五
一
年
）
と

い

う

書

を

著

し

、
同

書

の

う

ち

「

泊
翁

佳
言

」（
一
〇

四
－

二
○

六
ペ
ー
ジ
）
と

い

う

部

分

は

、
「
著

者

自
身

の

倫

理

観

を

披

露

し

た

よ

う
な

と

こ

ろ

も

あ

る

が

、

そ

れ

は

泊
翁

の
言

説

を

も

と

に

し

た

一

種

の
倫

理

学

概

説

の

試

み

と

う
け

と

っ
て

い

た

だ
き

た

い
」
（
は
し
が
き
）
と

言

っ
て

お
ら

れ

る

。

西

村

茂

樹

は

、
外

国

留

学

の

希

望

を

も

っ
て

い

た

が

、

つ

い

に
そ

の
機

会

を
得

ず

。
自

学

自

修

に
よ

り

、

ま

た
日

本

人

の
先

輩

お

よ

び
日

本

に
来

て

い

た
外

人

に
つ

い

て

外

国

語

を

学

ん

だ

。

か

れ

は
明

治

政
府

に
仕

え

た
が

、

か

た
わ

ら

旧

藩

主

堀

田

正

倫

の

邸
内

に
自

修

学
舎

を
開

き

、

学
課

は

シ

ナ
学

・

イ

ギ
リ

ス
学

・

ゲ

ル

マ

ン
学

の

三

つ
で

あ

っ
た

が

、

こ

れ

ら

の

学

課

（
学
科

の
こ
と
）
を

西

村

一

人

で

教

え

て

い

た

。
当

時

の

こ
と

だ

か

ら

、

か

れ

は

オ

ラ

ン
ダ

語

・

英

語

・

ド

イ

ツ

語

を

こ

な

し

て

い

た

。
「
当

時

の
私

塾

で

、

ひ

と

り

で

外

国

語

の

三

学

専

修

は

め

ず
ら

し

か

っ
た
」

と

い

わ

れ

る

。
（
高
橋
昌

郎
『
西
村
茂
樹
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

六
二
年

、
二
五

ペ
ー
ジ
）

西

村

は

洋

学

者

で

あ

っ
た

が

、

同

時

に

日

本

主

義

者

で
あ

っ
た

。

か

れ

は
西

洋

の
道

徳

を

評

価

す

る

が

ゆ

え

に

、

ま

す

ま

す
日

本

の
道

徳

を
意

識

し

、

発

掘

し

開

発

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と
考

え

た

点

に

、
思

想

家

と

し

て

の
特

性

が
あ

る

。

西

洋
化

は

ぜ

ひ

進

め

ね

ば

な

ら

ぬ

が

、
そ

れ

を

日

本

の
伝

統

の
う

ち

に
い

か

に

位
置

づ

け

る

か
と

い

う
問

題

に
最

初

に
と

り

組

ん
だ

思

想

家

で

あ

る
。

か

れ

は
ひ

ろ

く

東

西

の

諸

国

の

文

明

の

栄
枯

盛

衰

の
あ

と

を

見

究

め

て
、

日

本

の
進

む

べ

き

道

を
模

索

し

て

い

る
。

か

れ

は
、
「
日

本

中

等
以

上

の

人

士

は

道

徳

の

根

拠

を

失

い

」
と

嘆

き

、

「
世

界

何

れ
の

国

に
於

い

て
も

、

或

は

世

教
或

は

外

教

を
以

て

道

徳

を
維

持

せ

ざ

る
者

な
き

に
、

我
国

独

り

道

徳

の

標

準
と

な

る

者

を

忘

失

し

た

れ

ば

な
り

。」
（
岩

波
文
庫
版

『
日
本
道
徳
論
』
一
一

ペ
ー
ジ
）
と

批

評

し

て

い

る
。

ま
る

で

、

そ

れ

か
ら

の

百

年

後

の
現

代

の

こ

と

を

言

い
当

て

て

い

る
よ
う

で

あ

る

が

、

か
れ

の
所

論

は

他

の
諸

外

国

と

の

比
較

反

省

に
も

と

づ

い
て

い

る

。
明

治

二
〇

年

に

哲

学

会

が
こ

こ

（
東
京
帝
国
大
学
）

で

つ
く

ら

れ

た

が
、

そ

の

時

か

れ

は

「
哲

学
会

に

対

す

る
質
疑

」
（
『
西
村
茂
樹
全
集
』
第
二
巻
、
明
治
四
二
年

五
月
。
昭
和
五
一
年
八
月
復
刻
、
思
文
閣
、
一
八
九
―
一
九
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
文
書

を

提

出

し

て

い

る

。
要

点

は
、

西

洋

の

哲

学

を
是

非

勉

強

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

東

洋

哲

学
と

い

う
こ

と

が

い

わ

れ

る

が
、

仏

教

や
儒

教

は
西

洋
的

意

味

の

哲

学

を

欠

い

て

い

る
。

だ

が

「
西

洋

の
諸

大

家

が

数
千

年

の
間
研

究
考

察

し

た

る
所

の

真

理

は
、

固

よ

り
広

大
精

微

を

極

め
た

る
者

な

る
べ

し
と

い

え

ど

も

、

東

洋

諸

大

家

が
著

書

の

中

に
亦

鳥

ん

ぞ
西

洋

人

が
未

だ

発
見

せ

ざ

る
所

の
真

理

を

蔵

せ

ざ

る
こ

と

を
知

ら

れ
〔
む

？

〕
や

」
、
「
而

し

て

二

家
（
儒

教

・
仏
教
／

筆
者
注
）

の
書

中

に

は

許
多

の
真

理

を

包

含

す

る
こ

と

、

大
気

中

に

許

多

の

酸

素

を

包

含
す

る
が

如
き

者

あ

ら

ん

」

と

し

て
西

洋

哲

学

だ
け

で

き

っ
て

い

く

や

り

か

た
に

反

対
し

て

い

る
。
「
東
西

の
学

に
通

じ

た

る

の
後

、

諸

賢

が
自

ら

信
ず

る
と

こ

ろ

は
儒

教

仏

教

の

上

に

あ

り
と

も

、

出

で
て

本

会

か問学の嫌ぜな
７



に

臨

み

た

る
時

は

純

然

た

る
哲

学

士

の

心
持

と

な

り

、

自

己

の

教

義

を

主

張

せ

ん
と

か

自
己

の

教

祖

を

尊

重

せ

ん
と

か
、

他

の

教

義

を

攻

撃

せ

ん
と

か

云

え

る
念

慮

は
全

く

掃

い

去

り

、
同

心
協

力

し

て

哲

学

上

の

真

理

を

考

究

せ

ん

こ

と

を

の

ぞ

む

な

り
」
、
「

学

問

を

為
す

に
唯

古

人

の

足

跡

の
み

を

履

む

は

学

問

の

本
意

殊

に

哲

学

の

本

意

に

非

ず
、

西

洋

人

何

程

聡

明

な

り

と

い

え

ど

も

決

し

て
鬼

神

の

如

く
畏

る

べ

き
者

に
非

ず

、

又

東

洋

人

は
西

洋

人

と

其

学

問

知
識

の

源

を
異

に

す

る

を
以

て

、

哲
学

の
事

実

中

或

は

東

洋

に

の

み

あ

り

て

西

洋

に

無

き
者

あ

る

や

も

計

り
難

し

、

此

の

如

き

者

を

発

見

し

て

哲

学

の
範

囲

を

広

め

、
又

は

旧

哲

学

に
新

思

想

を

生

ぜ

し

む

る
事

あ

ら

ば

、

吾

等

東

洋

に

在

り

て

哲

学

を

修

む

る

者

が
此

学

に
対

し

て

の

名

誉

な

る

べ

し
」

と

述

べ

る

。ま

た

か

れ

は
思

索

の
み

な
ら

ず

実

践

が

必
要

で

あ

る
と

説
く

。「

道
徳

の

こ

と

は
学

問

と

い
う

も

の
と

実

行

と

い
う

も

の

が

あ

り

ま

し

て

、
道

徳
家

と

い

う

こ
と

に

な

る

の

は
学

問

と

実

行

と

の

二

つ

を

兼

ね

な
け

れ

ば

道

徳
家

と

云

う
事

は

で

き

な

い

。」（
「
弘
道
会
松
江
支
会
演
説
（
明
治
三
〇
年
）
『
西
村
茂
樹
全
集

』

第
二

巻
、
明

治
四

二
年
五
月

、
昭
和
五
一
年
八
月
復
刻
、
思
文
閣

、
一
一
一
七
ペ
ー
ジ
）

「

其

の

道

徳

を

学
と

云

う

に

は

儒

教

・

哲

学

・
神

道

・

仏

教

・
耶

蘇

教

の
外

に

は
道

を

得

る

も
と

は
無

い

の
で

あ

る
。

何

れ

も

此
本

か

ら
取

ら

な
け

れ

ば

な
ら
ぬ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
神
道
な
り
、
仏
教
な
り
、
耶
蘇
教
な
り

は
教

の

名

で
あ

る

。」（
一
一
一
ハ

ペ
ー
ジ
）
だ

か

ら

伝

統

に
対

し

て

も

批

判

的

で

な
け

れ

ば

な
ら

な

い

。
「
儒

教

も

昔

の

儘

で

は
居

ら

れ

な

い
。

西

洋

の
哲

学

と

云

う

も

の

は
儒

教

に
較

べ
て

見

る
と

実

に
精

密

の
も

の
で

あ

り

ま
す

。

併

乍
矢
張
り
名

の
如
く
研
究
す

る
こ
と

か
ら
考
察
す
る
こ
と

が
余
程
深
い
の
で

あ

り
ま
し
て
、
実
行

に
至

っ
て
は
迂

遠
な
も
の
で
あ
る
。
哲
学
者
に
し
て
も

品
行
の
宜
し
か
ら
ざ
る
人
も
少
な
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
（
一
一
ニ
一
ペ

ー
ジ
）
こ

の
よ
う
な

主
旨
で
か
れ
は
述

べ
て
い
る
が
、
比
較

を
も

っ
て

述

べ

て

い
る
の
で

あ
る
。

と
こ

ろ
が
近
年

は
ど
う
な

っ
た
か
。
西
洋
の
解
釈
な
り
思
想
を
有
難
が
っ

て

い
る
傾
向

は
近
年
ま
で
続
い
て
い

た
。
東
洋
の
こ
と

が
ら
を
研
究
す
る
に

も
、
西
洋
の
研
究
方
法
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
。

西
洋
人
の
思
惟
方
法
も
、
地
球
全
体
の
上
か
ら
見

る
と
所
詮

ｌｏｃ
ａ
ｌ
な
も
の

で
あ

る
と
い
う
反
省
が
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
気

が
す
る
。

Ⅲ

で

は

今

後

ど

う

あ

る

べ

き

で

あ

る

か

？

哲

学

的

諸

学

問

の

間

の

区

分

を

今

改

め

て

吟

味

す

べ

き

時

期

に

到

達

し

て

い

る

。

日

本

の

学

問

は

新

カ

ン

ト

派

的

価

値

分

裂

症

に

陥

っ

て

い

る

。

そ

れ

と

同

時

に

地

域

に

よ

る

哲

学

の

分

類

と

い

う

こ

と

は

、

だ

ん

だ

ん

と

意

義

を

も

た

な

く

な

っ

て

い

る

。

わ

た

く

し

の

学

生

の

こ

ろ

に

は

現

象

学

は

独

墺

学

派

に

含

め

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

現

在

、

現

象

学

の

影

響

は

、

む

し

ろ

フ

ラ

ン

ス

に

顕

著

で

あ

り

、

フ

ラ

ン

ス

の

哲

学

者

を

通

し

て

の

影

響

が

日

本

で

顕

著

で

あ

り

、

イ

ン

ド

に

さ

え

も

認

め

ら

れ

る

。

ラ

ー

ダ

ー

ク

リ

シ

ュ

ナ

ン

百

年

祭

が

一

九

八

九

年

二

月

一

四

日

に

イ

ン

ド

の

大

統

領

官

邸

で

開

催

さ

れ

た

。

（
Ｂ

ｉ
ｒ
ｔ
ｈ

　
Ｃ
ｅ
ｎ

ｔ
ｅ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ

　
ｏ

ｆ
　
Ｄ

．
　Ｓ

．
　
Ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｋ
ｒ
ｉ
ｓ
ｈ
ｎ
ａ
ｎ

）

そ

の

と

き

Ｊ

．
Ｎ

．
　
Ｍ

ｏ
ｈ
ａ

ｎ

ｔ
ｙ



(
Ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
）
は
、
イ
ン
ド
哲
学
と
い
う
も
の
は
有
り
得
な
い
、
と

主

張

し

た

。

そ

れ

は

戦

時

中

の

ナ

チ

ス

数

学

な

る

も

の

が

荒

唐

無

稽

で

あ

っ

た

の

と

同

じ

で

あ

る

と

い

う

。

わ

が

国

に

お

け

る

日

本

法

理

学

の

論

争

が

思

い
出
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ド
イ
チ
ュ
　
（
Ｅ
ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
　
Ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
）
教

授

Ｄ
ａ
ｙ
ａ

　
Ｋ
ｒ
ｉｓ
ｈ
ｎ
ａ

博

士

（
Ｊａ
ｉｐ
ａ
ｒ

大

学

Ｖ
ｉｃ
ｅ
-Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｌｌｏ
ｒ
）

の

同

趣

旨

の

発

言

を

最

後

の

総

会

に

お

い

て

紹

介

し

た

。

こ

の

発

言

は

日

本

人

の

学

者

に

と

っ

て

は

ｓ
ｈ
ｏ
ｃ
ｋ
ｉｎ
ｇ

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

ｓ
ｈ
ｏ
ｃ
ｋ
ｉｎ
ｇ

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

日

本

の

学

者

が

哲

学

を

や

ら

な

い

で

文

献

学

ば

か

り

や

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

証

明

す

る

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

ど

こ

の

国

の

人

で

あ

る

か

？
　

か

れ

は

ラ

テ

ン

語

と

フ

ラ

ン

ス

語

と

で

書

い

た

。
し

か

し

Ｎ

ｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｎ

州

の

首

相

Ｄ
ｒ

．　Ａ
ｌ
ｂ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ

は
、
「
ハ
ン
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
都
で
あ
る
」
と
い
う
。
誇
り
を

持

っ
て

い

る

の

で

あ

る

。

最

近

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

研

究

が

急

に

盛

ん

に

な

っ

て

き

た

。
し

か

し

そ

れ

は

主

と

し

て

未

出

版

、
あ

る

い

は

未

翻

訳

の

テ

ク

ス

ト

を

問

題

と

し

取

り

上

げ

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

か

れ

の

思

想

の

中

核

を

衝

い

て

い

る

の

は

、

む

し

ろ

わ

が

日

本

の

村

上

俊

江

と

土

田

杏

村

で

は

な

か

ろ

う

か

。

と

も

に

華

厳

哲

学

と

対

比

し

て

い

る

。
（
西

洋

人

の

学

者

が

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

を

問

題

と

す

る

場

合

に

は

、

同

じ

思

想

的

伝

統

の

中

で

論

議

す

る

の

だ

か

ら

、

そ
の
所
論
は
t
a
u
t
o
l
o
g
y
に
な
る
危
険
性
も
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
で
あ
る

こ

の

二

人

は

、

異

質

的

な

伝

統

を

う

け

て

物

を

言

っ

て

い

る

の

で

、

つ

ま

り

人

類

の

思

想

に

普

遍

的

な

も

の

を

突

き

と

め

て

い

る

の

で

あ

る

。
）

も

し

も

両

哲

学

の

特

徴

の

区

別

を

簡

単

に

言

う

と

、

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

は

ｄ
ｉｆｆ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
-

t
ｉ
ｏ
ｎ
を
強
調
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
華
厳
哲
学
は
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｇ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
ほ
う
に

注

目

し

て

い

る

と
言

え

よ

う

。

村

上

俊
江

の

論
文

は
川

田

熊

太

郎

監

修

の

『
華

厳
思

想
』

の
な

か
に

で

て

い
る

。
（
村
上
俊
江
「
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
と

華
厳
宗
」
川
田
熊
太
郎
監
修
・
中
村
元
編
集

『
華
厳
思
想
』
法
蔵
館
、
昭
和
三
五
年
二
月
、
四
五
三
―
四
八
三
ペ
ー
ジ
）
こ
れ
は
東
大

で
の
卒
業
論
文
で
あ
っ
た
。
（
明
治
二
九
年
七
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
の
卒

業
論
文
）
土

田

杏
村

の

「
象

徴

の

哲

学

」

は
何

度

か
刊

行

さ

れ

た
が

（
最

近
で

は
昭
和
四
六
年

一
月
『
象
徴

の
哲
学
　

付
、
華
厳
哲
学
小
論
攷
』
解
説
上
木

敏
郎
、
全
国

書
房

「
名
著

の
復

刻
」

の
一
冊
）
、

こ

れ

も
東

京
大

学

で

の

卒
業

論

文

で

あ

る

。

昭

和

時

代

の
東

京

帝

国

大

学

で

あ

っ
た

ら

、
村

上

や

土

田

の
よ

う

な

論
文

で

は

、

と

て
も

卒
業

さ

せ

て

く

れ

な

か

っ
た

で
あ

ろ

う

。

か

れ

ら

は

こ

こ

で

「
比

較

」

と

い

う

こ
と

を

言

わ

な

い

が
、

そ

れ
自

身

比

較

で

あ

る
。

比

較

の

上

に
価

値

批

判

を
含

ん

で

い

る

。

日
本

で

は
華

厳

経

の
研

究

は
非

常

に
多

く

な

さ

れ

て

い

る

の

に
、

こ
の

経

典

か

ら

激

発

さ

れ

た
と

い

う
思

想

家

は

日

本

に

は
殆

ど

い

な

い

。
華

厳
経

の
六

〇

巻

本

と

八
〇

巻

本

と

の
差

異

と

か
、

な

に
な

に
菩

薩

が

夜
摩

天

宮

で

何

を

言

っ
た

と

か
、

と

い

う

よ
う

な

事

を

い

く

ら

論

議

し

て

み

て

も

、

そ
こ

か
ら

新

し

い
思

想

は
出

て

こ

な

い

。
だ

が
民

間

に
は

こ

う

い

う

先
駆

者

が
い

た

が

、

た
だ

日
本

の
大

学

で

は
、

東

京

大

学

で

も

「
比

較
思

想

」

と

い
う

こ

と

を

口
に

す

る
人

が

い
な

か

っ
た

。

そ

の
わ

け

は

、
比

較
思

想

と

い

う

試

み

に
敵

意

を
以

て
対

立

し

て

い

た
人

人
が
、
昔
の
東
大
の
教
授
に
非
常
に
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
同
時
に
、

強

力

な

支

え

を

与
え

て
下

さ

っ
た

方

々

も

元
東

大

教

授

の

中

に
幾

人

も

お

ら

作の一な
ｑ

ｙ



れ
た
。
東
大
が
過
去
の
学
会

に
お
い
て
大
き

な
位
置

を
占

め
て

い
た
か
ら
、

両

方
の
学
者
が
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
考
え
て
み

れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ

う
い
う
事
情
だ
か
ら
、
わ
た
く
し

は
東
大

の
現
役
教

授
や

学
生
諸
君
や
先
輩

に
た
い
し
て
、
絶
対
必
要

の
場
合
で

な
け

れ
ば
「
比
較
思

想
学
会
」
の
こ
と
を

口

に
し

な
か
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
、
学
会
の
大
家
た
ち
が
比
較
思

想
と
い
う

こ
と
を
嫌

っ
て

い
る
の
に
、
そ

ん
な
色
が
つ
く
の
は
ご
迷
惑
だ
と
思

っ
た

か

ら
で
あ

る
。
で

は
、
な
ぜ
嫌
わ
れ
た
の
か
？
　

東
大
で
は
そ
の
こ
ろ
学
科
が

細

か
に
分

か
れ
て

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
と

っ
て
い
た
か

ら
で

あ

る
。「
東

大
で

は
」
と

い
う
場
合

に
、
わ
た
く
し
は
、
昭
和
三
九
年
か
ら
四

一
年
ま
で
、

お
よ
び
そ

れ
以
前

の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
後
の
こ
と
は
知
ら
ぬ
。

セ
ク

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
打
破
し
よ
う
と
の
動
き
は
、
昭
和
三
六
年
こ
ろ

か

ら
起

こ
り
、
中
島
文
雄
、
手
塚
富
雄
両
文

学
部
長
の
こ
ろ
に
実
施
さ
れ
た
。

わ
た
く

し
は
そ

の
後

を
受
け
て
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
広
い
教

養

と
見
識

を
つ
け

さ
せ

よ
う
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
哲
学
関
係
の
諸
学
科

が

細
分
化
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

、
岩
崎
武
雄
教
授
と
赤
塚
忠
教
授
と
の
や
り

と
り
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
だ
け

が
知

っ
て

い
る
事
実
で
あ
り
、
ひ

と
り
胸

に
お
さ

め
て
墓
場
へ
も
っ
て
行

こ
う
か
と
思

っ
て

い
た
が
、
学
問
の

た

め
に
は
公
表
し

た
ほ
う
が
良
い
と
思

い
、
敢
え
て
公
表
す

る
次
第
で
あ
る
。

東
大

の
文
学
部
長
室

に
、
こ
の
両
教
授
と

わ
た
く
し

が
要

談
を
し
て
い
た
。

話

が
終

わ
っ
て

か
ら
、
昔
、
哲
学
会
で

も
先
輩

の
方

々
が
こ
の
よ
う
に
顔
を

合

わ
せ

る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
話
が
出

た
と
き

に
、
赤
塚

忠
教
授
が
「
岩
崎
さ
ん
！
　

あ
な
た
が
わ
れ
わ
れ
を
追
い

出
し
た
ん
で
す
よ
！
」
と
一
言
ズ
バ
リ
と
い
っ
た
。
あ
の
温
厚
な
君
子
で
あ

っ
た
赤
塚
教
授
が
、
こ
ん
な
手
厳
し
い
こ
と
を
言
う
の
か
と
思
っ
て
驚
い
た
。

岩
崎
氏

は
「
そ

ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ

ん
よ
！
」
と
苦
笑
し
な
が
ら
否
定
し

た
。

こ
れ

に
つ

い
て

の
批
判

は
の
ち
の
方

々
に
お
願
い
し
た
い
。

岩
崎
哲
学

に
つ
い
て

の
批
評

は
簡

単
に
は
で
き
な
い
。
た
だ
東
大
の
物

理

学
教
授
で
先
輩
で
あ

っ
た
山
内
恭
彦
博

士
の
寸
言
は
、
客
観
的
な
批
評
と

し

て
若
干
人
数

の
会
合
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ

う
。

山
内
博

士
は
、
自
著
の
な
か
で
公

に
書
い
て

お

ら

れ

る
。「
物
理
学
者
が
年

を
と

る
と
、
道

は
三
つ
し
か
な
い
。
①
学
術
行

政
家
に
な
る
か
、
②
哲
学
を

勉
強
す

る
か
、
③
何
も
し
な
い
か
、
で
あ
る
。
自
分
は
①
も
③
も
嫌
い
だ
。

だ
か
ら
哲
学
を
勉
強
す
る
の
だ
」
と
い

っ
て
、
哲
学
を
勉
強
し
、
仏
教

の
こ

と

に
は
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
山
内

さ

ん

の
寸
言

は
、
「
岩
崎

さ
ん

は
、
哲
学
と
い
え
ば
、

ギ
リ

シ
ア
以
来
の
伝
統
を
受
け
て

い
る
も
の
だ
け

に

限

る
、
と
考
え
て
お
る
の
で

、
…
…
」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
も
日
本
の
哲
学
思

想
史
に
お
け

る
一
つ

の
重
要

な
見
解
で
あ

る
と
と
も
に
ま
た
批
判
で
あ
る
と

思

う
の
で

、
こ
こ
に
ご
紹
介
し
て
お
く

。

諸
の
専
攻
課

程
の
障
壁
を
な
く
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
高
ま
っ
て
、
わ
た

く
し
は
押
さ
れ
て
文

学
部
長
と
な
っ
た
。
自
分
で
も
何

か
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
比
較
思

想
の
講
義
を
す

る
こ

と

に
決
定

し

た
。
し

か

し
「
比
較
思

想
」
と
か
「
比
較
哲
学
」
と

か
い
う
名
称
を
も
ち
出
す
と
、
袋
叩
き

に
会
う

お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
昭
和
三
九
年
四
月
に
夏
学
期

の
講
義
と
し
て
「
特

殊
講
義
　
思

想
史
に
お
け
る
問
題
設
定
」
と

し
て
毎
週
二
時
間
、
二
単
位
と



し

、

備

考

に

「
印

度

哲

学

史

お
よ

び
宗

教

学

・

宗
教

史

学
専

修

課

程

の
単

位

と

な

す

こ

と

を
得

」

と

し

た
。

つ

づ

い
て

昭

和

四
〇

年

四
月

に

続
講

と

し

て

、

同

じ

条

件

で
夏

学

期

に
講

義

を

行

っ

た
。

昭

和

四

一

年

四
月

に

は
四

単
位

で

一

年

を
通

し

て
同

じ

趣

旨

の
講

義

を

行

っ
た

。

そ

の
後

は
記

録

が

は

っ
き

り

し

な

い

が

、

三
枝

充

悳

氏

に
比

較

哲

学

の

講

義

を

し

て

も

ら

っ
た
記

憶

が

あ

る
。

同

氏

は

「
比

較

思

想

論

」

と

い
う

こ

と

を
は

っ
き

り
明

示

し

、

聴

講
者

も

多

か

っ
た

と
聞

い
て

い

る
。

こ

う

い

う

こ
と

を
体

験

し

記

憶

し

て

い

る

わ
た

く

し

と

し

て

は

、
今

日

こ

ん

な

に
大

っ
ぴ

ら

に

、
堂

々
と

、

盛

大

に
、

比

較

思

想

学

会

が

東
大

で
開

か

れ

た

と

い

う

の

は

、
全

く

別

世

界

の
出

来

事

の

よ

う

に

し

か
思

わ

れ

な

い

の

で

あ

る
。

東

大
で

の
発

起

人

の
委

員

の
方

々

の
お

名

前

の
中

に

旧

知

の
方

々

が

お
ら

れ

る

の

を
発

見

す

る
と

、

何

と

も
言

え

ず

お

な

つ

か

し

い

。

ま

た
未

知

の
方

々
の

お

名

前

を
発

見

す

る
と

、
未

来

へ
向

か

っ
て

の

新

し

い

動

き

の

た

の

も
し

さ

を

か

ん

じ

る

。

諸

教

授

の

あ

い

だ

の

ｉｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｌａ
ｙ

あ

る

い

は

協

力

が

よ
く

出

来

て

い

る
と

い

う
点

で

、

こ

の

た

び

の
学

術

大

会

は

大

成

功

で

あ

る

。
そ

れ

は
中

心

と

な

っ

た
前

田

教

授

の

見
識

と

指
導

力

が
物

を

言

い

、

ま

た
東

大

の
諸

教

授

が

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

か

ら
協

力

さ

れ

た
こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

は
大

変

な
変

化

で

あ

る

。

比

較
思

想

は
、

人

間

の

将

来

に

お

け

る

自

覚
的

実

践

の

た

め
極

め
て

重

要

で

あ

る
。

例

え

ば

、
カ

ン

ト

哲

学

に

よ

る
と

、
「

霊

魂

の

不
滅

」
と

い
う

こ

と

は

、

一

つ

の
形

而

上

学

的

理

念

で

あ

り

、

理

論

理

性

に

よ

っ
て

は
証

明

さ

れ

得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
先
験
的
弁
証
論
」

に

お
い

て

は
否

定

し

て

し

ま

っ

た
が

、

し

か
し

実

践

的

立

場

か
ら

肯

定

さ

れ

る
も

の

だ

と

し

た

。

そ

れ

は
認

識

の
対

象

と

な
り

得

る
も

の

で

は

な
く

て

、

実

践

理

性

の
要

請
（
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔｕ
ｌａ
ｔｅ
）
の

一
つ

で

あ

る
と

し

た
。

こ

の
議

論

を
当

然

の
も

の

と

し

て

一

般

の

知
識

人

は
疑

う

こ

と

を
し

な
い

。

と

こ

ろ

が

イ

ン

ド

の
若

干

の

思

想

家

に

よ

る
と

、

霊

魂

不

滅

の

論

は
道

徳

を

破

壊
す

る

こ
と

に

な

る
。

身

体

は

殺

さ

れ

斬
ら

れ

て

も
ア

ー
ト

マ
ン

は
残

る
と

い

う

こ

と

に

な

る
と

、
祭

祀

に

お

い
て

犠

牲
と

し

て
殺

さ

れ

た
鳥

・
獣

が

来

世

に

は

よ
き

状

態

に
生

ま
れ

か

わ

り

、

ま

た

こ

れ

を
実

行

し

た
人

が
来

世

に
幸

福

を

受
け

る

と

い
う

こ
と

は

正
当

バ
ラ

モ

ン
教

の
主

張

す

る
と

こ

ろ
で

あ

る
。（
例
え
ば
『
マ

ヌ
法
典
』
五
・
三
九
・
四
〇
・
四
二
、『
ヴ
ィ
シ
ヌ
法
典
』
五
一
・
六
一
以
下

。
な

お
『
ヨ

ー
ガ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
二
―
三
三
以
下
。
中
村
元
『
初
期
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
』

ニ

ー
五
ペ

ー
ジ
）

つ
ま

り

霊

魂
（
ア

ー
ト
マ
ン
）
が

不
滅

で

あ

る

な
ら

ば

、
相

手

を

殺

し
て

も

か

ま

わ

ぬ
こ

と

に

な

る

。

こ

の
両

論

の
対

立

を

認

め

た
上
で

、

人

間

な

い
し

生

け

る
も

の
（
有
情
）
の

、

よ

り
高

き

立

場

か
ら

の
構

造

的

把

握

が

必
要

と

な

る
で

あ

ろ
う

。

比

較
思

想

が

こ
の

道

を

開
く

こ
と

に
な

る
。

こ

の

ご

ろ
世

間

で

は

「
学

際

的

」
と

い

う
こ

と

が

も
て

は
や

さ

れ

て

い

る

が
、

そ

れ

は
不

十

分
で

あ

る
と
思

う

。
「
学

際
的

」
と

い

う

と

き

に

は
既

製

の
学

問

領

域
や

学

問

体

系

を

認

め

た
上

で

、

両

者

に

関
係

す

る
こ

と

を
言

う

。

と

こ

ろ

が

、

わ

れ

わ

れ

は
既

製

の

学
問

的

体

系

を

吟

味
し

て

、
根

本

か
ら

建

て

直

す

必
要

が

あ

る

。
そ

れ

が

比

較
思

想

学

会

の

任

務

で

あ

る
。

比

較

思

想

の
研

究

は

、
従

来

の
専

門

家

の

研

究

を

軽

ん
ず

る
こ

と

に

な

る

の
で

は
な

い

か
と
懸
念
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
正
反
対
で
あ
る
。
専
門
家
の

か問学の嫌ぜな１ユ



研
究

を
新

た
に
意
味
づ
け
る
の
で

あ
る
。
わ
た
く
し
の
学
生
時
代

に
和
辻
哲

郎
先
生

が
「
日
本
倫
理
思
想
史
」
の
演
習
で

言

わ

れ

た
。
「
専
門
家

は
未
発

見
の
材
料
を
何
か
見
つ
け
る
と
、
ま
る
で
鬼
の
首
を
と
っ
た
よ
う
に
得
意
に

な

っ
て
そ

れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
務
め
る
。
し
か
し
、
人

々
が
読
み
古
し

た

古

典
の
中

か
ら
新
し
い
意
義
あ
る
も
の
を
発
掘
せ
よ
」
と

。
例
え
ば

『
徒
然

草
』
と

か
『
奥

の
細
道
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
皆
が
読
ん
で

い
る
。
そ
れ

な

の
に
読
み

古
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
何
か
新
し
い
こ
と

を
発
掘
す

る
た

め
に
は
、
眼
光
紙
背

に
徹
す
る
見
識
を
要

す
る
。
そ
れ
は
比

較
思
想

の
素
養

に
よ
っ
て

の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

今
や

わ
れ
わ
れ

は
か
つ
て

人
類
が
経

験
し
た
こ
と

の
な
い
大
き
な
変
動
に

さ
ら
さ

れ
て
い
る
。
近
代
文
明

は
、
自
然

科
学
的
研
究
の
進
歩
と
機
械
使
用

の
技
術

の
開
発
に
よ

っ
て

、
年
と
と

も
に
発

展
し
、
未
来

は
常
に
明

る
く
、

美
し
く

、
楽
し
く
想
像
さ
れ
映
写

さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ

が
現
在
で
は
も
は

や
そ

う
い
う
安
易

な
世
界
観
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
人
間

の
た
め
の
技
術

は
、
今

や
破
壊

の
凶
器
と
化
し
た
側
面

も
み
ら
れ
、
人
類

の
生
存
自
体
が
脅

か
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
行

動
を
指
導
し
規
制
す

る
は
ず
の
思

想

の
面
で

は
、
そ

の
よ
う
な
危
機
に
対
す
る
対
応

の
準
備

が
で
き
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
？
　
初
等
教
育
か
ら
大
学
に
至
る
ま
で

、
思
想

は
種

々
の
か
た
ち

で
教
え

ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
内

容
は
西

洋
近
世

初
期
以
来

の
安
易
な
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
で

は
な
い
か
！
　
一

般
社
会
人
の
常
識

的
見
解
も
、
そ
の
路
線

を
越
え
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
進
歩
に
対

す
る
無
反
省

な
信
仰
が
支
配

し
て

い
る
。

今
や
世
界

は
一
つ
に
な
り
つ
っ
あ
り
、
個

々
の
国
家
権
力
は
地

球
志
向
的

立
場

か
ら
の
種

々
の
制
約
を
受

け
ざ

る
を
得
な
い
こ
と

に
な
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
は
み

な
宇
宙
船
地
球
号
の
乗
員

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
思

想
面

に
お
け

る
対
応

は
、
何
と
の
ろ
の
ろ
し
て
間
の
抜
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
学
会
で

は
昔

の
哲
学
や
宗
教

の
典
籍

を
た
だ
有
難
が

っ
て
訓
詁
注
釈
し
て

い
る
だ
け

で
は
な
い
か
。
一
般
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
た
だ
西
洋
人
の
評
言
を
鵜
呑
み
に

し
て
伝
え
て
い
る
傾
向

が
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
価
値
批
判

が
な
さ
れ

て
い
な
い
。

近
代
文
明

は
実

際
問
題
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
、
つ

づ
い
て
北

ア

メ
リ

カ
の
国

々
が
、
他

の
民
族
を
支
配

し
略
奪
す

る
こ
と
に
始
ま

っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
強
大
な
武
力
・
経
済
力

を
背
景
と
し
た
国
家

権
力

の
一
方

的
拡
張
で
あ

っ
た
。
第
二

次
大
戦
前
の
日
本

も
、
そ
れ
を
模
倣

し
て
い
た
と

し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
で

は
も
は
や
ゆ
る
さ
れ

な
い
。
こ
の
激
変
す
る
状
況

に
お
い
て

は
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
か
ら
の
諸
の

思
想
的
伝
承

に
つ
い
て
新
た

に
反
省
し
て

、
進
路
を
見
究

め
る
必
要

が
あ
る
。

「
比
較
思

想
」

は
ま
さ
に
こ
の
至
上
の
目
的

を
め
ざ
し
て
い
る

の
で

あ

る
。

い
ま
比
較
思

想
学
会
が
こ
う
い
う
大
き
な
も
の
と

な
っ
て
発
展
し
て
い
る
こ

と
は
未

来
に
向
か
っ
て
非
常

に
明
る
い
も
の
を
感
じ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
本
日
の
比
較
思
想
学
会
の
学
術
大
会
は
、
日
本
が
新

時
代

の
学
問

を
創
造
し
、
新
し
い
文
明

の
基
礎
を
築
く
た
め
の
出
初
め
式
で

あ
り
、
門
出
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
こ
と

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

。

（
な
か
む
ら
・
は
じ
め
、
イ

ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
、
名
誉

会
長
）
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