
〈
特
集
「
近
代
日
本
と
西
洋
思
想
の
受
容
」

１
〉

大
　
　

西
　
　

祝

―
比
較
思
想
の
視
点
―

明
治
期

日
本

の
殆
ど
す

べ
て

の
思
想
家

は
、
儒
教
、
仏
教
、
神
道
を
含

め

た
伝
統
思

想
と
西
洋
思
想
と
の
対
決
、
比
較
、

総
合
な

い
し
融
合
を
試
み
よ

う
と
す

る
立
場

に
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己

の
思

想
を
展
開
し

た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で

あ
る
。
大
西
祝
も
ま
た
、
明
治

期
日

本
の
思
潮

に
従

っ
た
が
、
同

時

に
彼

は
自
己

の
比
較
思
想
の
視
点
と
方
法
論

に
つ
い
て

哲
学
的

考
察
を
行

い
、
そ
う
し

た
比
較
哲
学

に
よ

っ
て
伝
統
思
想
と
西
洋
思

想
と

の
総
合
な

い

し
融
合
を
試
み

た
点
で
、
日
本
最
初
の
比
較
哲
学
者
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
本
報
告

は
大
西
の
比
較
思
想

の
視

点
と
方
法
、
な
ら
び
に
そ
の

適
用
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
西
祝
は
明
治
2
2
年
の
「
方
今
思
想
界
の
要
務
」
に
お
い
て
明
治
2
0
年
代

の
日
本
の
思
想
状
況
を
1
8世
紀
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の
精
神
状
況
と
類
似
し
て
い
る

も
の
と
捉
え

、
従
来
の
す
べ
て
の
精
神
的
根
拠
を
喪
失
し
な
が
ら
新
し
い
時

代

に
相
応
し
い
精
神
的
根
拠
を
未

だ
確
立
し
て
い
な
い
時
代
と
捉
え

、
懐
疑

の

時
代

と
呼

ん
で

い

る
。

こ

の

懐

疑

の

時

代

に

お

い
て

思

想

家

が

第

一

に

な

す
べ
き
こ
と
は
、
「
道
理
心
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
事
物
を

「
公

明

且

つ
正

大

な

る
試

験
」

に

付

す

る

こ

と

だ

と

言

う

。

道

理

心

に

よ

る

試

験

と

は
、

大
西

が

引

用

し

た

カ

ソ

ト

の

『
純

粋

理

性

批

判

』

第

一

版

の

Ｖ
ｏ
ｒ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
の
註
に
あ
る
P
ｒ
ｕ
ｉ
ｕ
ｎ
ｇ
の
訳
語
で
あ
り
、
ま
た
通
常
カ
ソ
ト

の
言
う
「
批
判
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
」
に
該
当
す
る
。

と

こ

ろ
で

、
こ

こ

で

言

わ

れ

て

い

る

「

道

理

心
」

は
、

明

治
2
6
年
1
0
月

に

書
い
た
「
理
性
の
権
威
」
の
中
で
、
「
道
理
心
」
に
変
え
て
「
理
性
」
と
言

い

換

え

ら

れ

、
「
真

を

観

て

之

を

妄

と

相

判

つ

の

吾

人

の

性

徳
」

と

定

義

さ

れ

て

い

る
。

従

っ
て

理

性

は

「

個

人

的

価
値

」

を
持

つ

が

、

同

時

に

「
理

性

を

具

ふ

る

幾

多

の

個

人

あ
り

て

彼
ら

を
通

じ

て

同

一

の

真

理

の

承
認

さ

る
可

き

も

の

」

を

決

定

で

き

る
と

言

う
。

そ
れ

ゆ

え

理

性

に

よ

っ
て

決
定

さ

れ

た

真

理

は

、

個

人

的

で

は

な
く

「
遍

通

の
も

の

」

つ

ま

り

普
遍

的

な
も

の

で

あ

小
　
泉
　
　
　
仰



る

。さ

ら

に
明

治
2
9
年
1
2
月

の

「
理

性

の

意

義

を

論

ず

」

に

お

い

て

「
合

理

的

」

と

い

う

言
葉

の

意

義

を

三

種

に

分

か

ち

、

第

一

に

「
形

式

的

理

性

に

か

な

へ

る
も

の

」
、

言

い

換

え

れ

ば

同

一

律

、

矛

盾

律

な

ど

の

論

理

法

則

に

従

う

こ

と

を

合

理

的

と

い

い
、

こ

の

働

き

を

す

る

理

性

が

形

式

的

理

性

で

あ

る
。

現

代

的

に

い
え

ば

演

繹

的

理

性

ｄ
ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

と

も

言

え

る

で

あ

ろ

う
。第

二

の

「
合

理

的

」

と

い
う

意

味

は

、

確

認

さ

れ

た
事

実

に
適

合

す

る
こ

と

、

あ

る

い
は

原

理

、

法

則

に

適

合

す

る

こ

と

を

指

し

、

こ
こ

で

は
事

実

な

い

し

法

則

に

適

合

す

る

か
ど

う

か

を

判

別

す

る

理

性

を

考

え

て

い

る
。

大

西

に

よ

れ

ば

、

事

理

を

講

究

推

理

す

る
の

に

使

用

さ

れ

る

の

は
、

理

由

を

推

し

て

事

柄

の

真

否

を

た
だ

す

理

由

則

で

あ

る

と

言

う

。

従

っ
て

理

由

則

に
従

っ

て

働

く

理

性

が

こ

れ

で

あ

る
。

と

こ

ろ

で

、

事

実

に
適

合
す

る

こ
と

と

、

法

則

に
適

合

す

る

こ

と
と

は
同

種

類

の

も

の
で

あ

る
と

は

言

い
が

た

い
面

が

あ

る
。

な

ぜ

な

ら

、

前
者

は
現

代

的

に

言
え

ば

帰

納

法

的

理
性

ｉｎ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

で

あ

り

、

後

者

は

自

然

法

則

に

適

合
す

る

こ

と

を

意

味

す

れ
ば

、
帰

納

法

の

範

囲

で

あ

る

が

、

道

徳

法

に

適

合
す

る

こ

と

を

意

味

す

る

な
ら

、

実

践

理

性

ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉｃ
ａ
ｌ
　ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ

の
働

き

を

指
す

こ

と

に

な

ろ

う

か

ら

で

あ

る

。

従

っ
て

大

西

は

こ

の

種

類

の

理

性

に

異

質

の

も

の

を

入

れ

て

い
る

嫌

い

が

あ

る

。

第

三

に

大

西

は

、

推

理

の
根

拠

と

な

る

原

理

を

想

定

し

た
り

、

あ

る

い
は

実

践

的

判

断

の

「
究

極

的

標

準

と

な

る

理

想

」

を

提

出

す

る
働

き

を

考

え

て

い

る

。

大

西

は

第

三

の

理

性

の

例

と

し

て
功

利

主

義

者

の
最

大

幸

福
原

理

を

「
道

徳

上

理

性

の
指

示

と

云

へ

る

は

此

の

意

義

」

で

あ

る

と

言

う

。

大

西

は

恐

ら

く

Ｊ
．Ｓ
．Ｍ

ｉ
ｌｌ

の

、ｄ
ｔ
ｉｌ
ｉｔ
ａ
ｒ
ｉａ
ｎ
ｉｓ
m
"

を

読

み

。

ミ

ル

が

言

う

「
証

明

と

い
う

語

に
は

広

い
意

味

が

あ

り

、

そ

の

広

い
意

味

で

こ

の
問

題

は

理
性

能

力

の
認

識

内

に
あ

る
。

…

…

い

ろ

い

ろ

の

配

慮

を
提

出

す

る
こ

と

に
よ

っ

て

知

性

が

こ

の
学

説

に
同

意

す

る

か

同

意

を

差

し

控
え

る

か

の
ど

ち

ら

か

を

決

め

る
こ

と
が

で

き

よ
う

」

と

い
う

言

明

を

頭

に
浮

か

べ
て

い

た

か
も

し

れ

な

い
。

こ

の
理

性

に

つ

い
て

、

大

西

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

「
若

し

社

会

を

利

す

る
こ

と
を

道

徳

上

善

な

る

事

と

云

ひ
、

又

は

各

自

の

幸

福

を

求

む

る

こ

と
を

以

て
道

徳

上
正

当

な

る

事

と

云

は

气

其

の
正

当

な

る

こ

と

の
理

由

を

名

づ
け

て

理

性

と

云

ふ

も

敢

て

不

可

な

か

る

べ

し

…

…

事

の
正

否

真

妄

の
究

極

の

分

別

を

言

ふ

時

に

理
性

と
云

ふ
語

を

提

出

し

来

る

は
予

輩

は

決
し

て
非

な

ら

ず

と

思

ふ

也

。
」

こ

の
第

三

の
理

性

は

、

大
西

が

彼

の
多

く

の

著

書

の

中

で

触

れ
て

い

る
プ

ラ

ト

ン

の
思

想

を

も

心

に

浮

か
べ

て

い
た

可

能

性

も

あ

る

。

す

な

わ

ち
プ

ラ

ト

ン

の

『
国

家

』

の

有

名

な

「
直

線

の
比

喩

」

の
最

終

段

階

の

善

の

イ

デ

ア

の
子

供

を

直

覚

す

る

理

性

（
ｎ
ｏ
ｅ
ｓ
ｉｓ
）

に
該

当

す

る

も

の

と

見

る

こ

と

も

で

き

る

か
も

し

れ

な

い
。

こ

う

し

た

大

西

の

理

性

の

分
類

は

、
特

に
第

二

の
理

性

に

つ
い

て

必
ず

し

も

適

切

で

あ

る
と

言

え

な

い
点

も

あ

る
が

、

彼

の
理

性

に
よ

る
批

判

の

内
容

を

西

洋

思

想

に
借

り

よ

う

と

し

て

い

る

と

彼
自

身

が

言
う

か
ら

、
以

上

の
理

性

に
よ

る

批

判

を

彼

は

「
批

評

」

の

働
き

と

し

て

考
え

て

い

た
と

言

う

こ

と



が
で
き
る
。

さ
て
大
西
に
よ
れ
ば
、
明
治
2
0年
代
の
日
本

に
お
け
る
思
想
家
の
任
務

は
、

す
べ
て
の
事
柄
を
上
記
の
理
性
に
よ

っ
て
試
験
な
い
し
批
評
に
哂
す
こ
と
だ

と
言
う
。
な
ぜ
な
ら

、
1
9世
紀
の
日
本
は
「
東
西
文
明
の
市
場
」
で
あ
り
、

西

洋
主
義
、
日
本

主
義
、
急
進
、
保
守
す
べ
て
が
渦
を
巻
い
て
混
乱
の
極
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
思

想
家
は
「
東
西
万

般
の
思
想
を
比
較
判
別

批
評
し
て
其

傾
向
及

び
其

の
価
値

を
認
」

め
て
選

択
を
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
す

る
。
こ
こ
で
重
要

な
根
拠
は
「
吾

人
の
道
理

心
」

つ
ま
り
カ
ン

ト
の
言
う
理
性
こ
そ
「
批
評

の
尺
度
」
と

な
す

べ
き

だ
と
言

う
の
で

あ
る
。

し

か
も
こ
の
理
性
に
よ
る
批
評

は
分
析
的
且

つ
破
壊
的
で
あ

る
か
ら

、
我

々

は
批
評
に
留
ま
っ
て

は
な
ら
ず
。
む
し
ろ
「
思
想
の
新
世
界
を
建
設
」
す

る

目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て

批
評
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
大
西

は
日
本
思
想
の
問
題
と
な
る
筈
の
西
洋
思
想
の
大
問
題

に
目
を
向
け

る
の
で

あ
る
。
そ

の
問
題

と
は
「
主
心

的
傾
向

と

主
物

的
傾

向
」
つ
ま
り
唯
心
的
傾
向
と
唯
物
的
傾
向
の
間
、
あ
る
い
は
宗
教
と
学
術
の

間
に
新
し
い
「
往
時

に
勝
れ

る
の
調
和

を
発
見
す

る
」

こ
と
こ

そ
、
「
建
設

的
問
題

の
主
眼
」
で

あ
る
と
言
う
。
こ
う
し
て
大
西

は
「
若
し
東
洋
の
思
想

に
加

ふ
る
に
西
洋
の
思

想
を
以
て

し
深

く
明
に
之
を
判

別
比

較
し
て

我
思
想

界

に
於
け

る
批

評

的

の
要

務

に

応
じ

以

て

其
建

設

的
要

務

に

応

ず

る

の
階
梯
」
と
す
る
こ
と
を
現
代

の
思

想
家
に
期
待
し

、
自
分
も

こ
の
仕
事
を

行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
彼
の
言
う
批
評
と
は
何

か
。
上
記
の
論
文
の
一
年
前

に
「
批
評

論
」

に
お
い
て
彼
は
こ
の
批
評
の
役
割
を
「
在
る
物
を
在
り
の
優
に
見
る
こ
と
」

と
述
べ
て
い
る
。
し

か
も
在
る
が
優
に
物
を
見

る
こ
と
は
「
恰
も
鏡
面

の
物

象
を
受
く
る
が
如
く
、
曇
な
く
、
凹

凸
な
き
者
」
、
「
知
力
の
発
達
円
満
。
信

条
の
感

応
宏
寛
な

る
者
」
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と

言
う
。

そ
の

た
め

に

「
創
作
家
と
同
情
と
な
る
こ
と
」
を
第
一

条
件
と
し
て
挙

げ
て

い
る
。
第
一

条
件
は
「
批
評

家
た
る
者
は
先
ず
身

を
創
作
家
の
位
地
に
置
き

、
其
考
を
自

ら
更

に
考
へ
、
其
感
覚
を
自
ら
更

に
感
覚
し
。
全
く
彼

と
同
情
」

に
な
ら
ね

ば
な
ら

な
い
と

言
う
。
つ
ま
り
作
者

に
感
情
移
入
す
る
こ

と
、

な
い
し
作
者

と
一
体
と
な

る
こ
と

を
要
求
す

る
。
こ
う
し
た
作
者
と

の
一
体
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る

か
ど
う

か
は
、
1
9世
紀
の
ま
だ
共
同
体
意
識
の
強

か
っ
た
時
代

は
い
ざ
知
ら
ず
、
現
代

に
あ

っ
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の

疑
惑
を
措
く
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ば
作
者
の
内
在
批
判
を
行
う
こ
と
を

要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
批
評
家
の
批
評
は
「
其
創
作
家
の
所
作
を
我
が
有
す
る
と
こ
ろ
の

最
高
の
標
準
に
照
ら
す
こ
と
」
で
あ
り
、
別
の
言
い
方
で
言
え

ば
「
一

た
び

身
を
創
作
家
の
位
地
に
置
き
し
上
は
、
復

た
翼
を
撃
て

理
想
的
の
上
地

に
上

り
、
最
高

の
標
準

に
照
ら
し
て
其

創
作
家
の
所
作

に
、
絶

対
的

の

批
評
を

下

」
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
批
評
家

は
、

作
者
と
一
体
感

を
持
っ
て
作
者

の
内
在
批
判
を
行

っ
た
上
で
、
作
者
を
超
越

し
て
自
己

の
理

想
的
見

地
に
お
け

る
最
高
の
標
準
で
作
者
を
批
判
す
る
、
い

わ
ば
超
越
的
批
判

を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
在
的

批
判
と
超
越
的
批
判
の
両
方
を
作
者
に
対

し
て
行
う
こ
と
が
大
西

の
い
う
批



評

で

あ

り

、

「

非

凡

の

智

力

と

感

応

と

を

具

ふ

る

者

」

で

な

け

れ

ば

批

評

は

で

き

な

い

わ

け

で

あ

る

。

こ

う

し

た

批

評

心

に

つ

い

て

大

西

の

参

考

に

し

た

の

は

、

恐

ら

く

Ｊ

．
Ｓ

．
Ｍ

ｉ
ｌ
ｌ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｓ

ｐ

ｉｒ

ｉ
ｔ
　
ｏ

ｆ
　

Ａ

ｇ

ｅ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｅ

ｘ

ａ
ｍ

ｉｎ
-

ｅ
ｒ

，
１
８

３
１

の

歴

史

批

判

や

、

平

山

洋

会

員

の

指

摘

し

た

Ｍ

ａ

ｔ
ｈ
ｅ
w

Ａ
r
ｎ

ｏ

ｌ
ｄ

，
　
Ｅ

ｓ
ｓ
ａ

ｙ
ｓ

　
ｉｎ

　
Ｃ
ｒ

ｉ
ｔ
ｉｃ

ｉ
ｓ
m

：
　
Ｆ

ｉｒ
ｓ
ｔ
　
Ｓ
ｅ
ｒ

ｉｅ
ｓ

「
　

１
８
６
５

の

批

評

で

あ

ろ

う

が

、

さ

ら

に
1
9

世

紀

に

す

で

に

登

場

し

、

大

西

も

引

用

し

て

い

た

聖

書

の

本

文

批

判

の

低

等

批

評

Ｌ

ｏ
w

　
Ｃ

ｒ
ｉ
ｔ
ｉｃ

ｉｓ
m

と

高

等

批

評

Ｈ

ｉｇ

ｈ

　
Ｃ

ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
-

ｃ

ｉ
ｓ
m

の

見

解

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

。

と

こ

ろ

で

「

批

評

」

と

い

う

言

葉

は

明

治

期

に

お

い

て

専

ら

文

学

批

評

を

指

し

て

い

た

が

、

大

西

は

文

学

、

美

術

、

哲

学

を

含

ん

だ

創

作

全

体

の

批

評

を

指

す

よ

う

に

拡

大

解

釈

し

、

さ

ら

に

す

べ

て

の

既

往

の

事

実

を

批

評

す

る

歴

史

を

も

一

種

の

批

評

と

み

な

し

た

。

大

西

に

よ

れ

ば

、

封

建

の

眠

り

か

ら

醒

め

て

「

新

鮮

の

思

想

を

呼

吸

」

し

よ

う

と

す

る

明

治

期

日

本

に

お

い

て

は

、

日

本

文

化

の

基

礎

と

な

る

三

種

の

思

想

を

洞

察

し

、

そ

の

真

相

を

見

抜

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

説

い

て

い

る

。

そ

の

三

種

と

は

、

第

一

に

中

国

の

思

想

、

第

二

に

イ

ン

ド

の

思

想

、

第

三

に

西

洋

の

思

想

で

あ

る

。

前

二

者

は

「

過

去

に

発

達

し

た

る

者

」

で

あ

り

、

儒

教

と

仏

教

を

指

し

て

い

る

。

儒

教

は

す

で

に

日

本

の

感

化

を

完

了

し

そ

の

「

力

を

余

さ

ず

」
、

仏

教

は

「

力

を

用

」

い

尽

く

し

た

よ

う

で

あ

る

が

、

「

幾

分

の

余

す

所

無

き

に

あ

ら

ず

」

と

言

う

。

そ

の

余

す

と

こ

ろ

と

は

哲

学

的

理

論

的

仏

教

で

あ

り

、

日

本

の

思

想

界

の

一

隅

に

残

っ

て

い

る

と

強

調

し

て

い

る

。

第
三
の
西
洋
思
想
は
日
本
へ
の
導
入
が
最
近
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず

、
そ

の
成
果

は
巨
大
で
あ
り
、
将
来
も
長
く
感
化
を
与
え
る
は
ず
だ
と
断
定
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん

シ
ョ
ウ
ペ
ン

ハ
ウ

エ
ル
の
よ
う
に
仏
教
の
影
響
を
受
け

た

西

洋
思
想
家
も
出
る
で
あ
ろ

う
が
、
「
東
洋
の
西
洋

に
仰
ぐ

者
に
比
較
す

れ

ば

、
其
大
小
強
弱
」
は
言

う
ま
で
も
無
く
明
ら
か
で

、
西
洋
思
想
の
圧
倒
的

影

響
を
日
本
は
受
け
ざ

る
を
え

な
い
と
言
う
。
そ
こ
で
明
治
期
の
日
本
に
は
、

西

洋
思

想
の
圧

倒
的
優
位

の
中
で

、
中
国
思
想
、
イ
ン
ド
思
想
、
西
洋
思
想

の
三
者
が
争
い
、
調
和
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
が
日
本
の
未

来
の
思
想
史
で
あ

る
と
断
言
し
、
日
本
の
独

特
の
思
想
を
開
発
す
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
争

い
と

調
和
の
間
に
出

現
す

る
で

あ
ろ
う
と
言

う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

学
者
の
な
す

べ
き

こ
と
は
、
中
国
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
イ

ン
ド

の
思
想
を
研
究
し
西

洋
思
想
に
「
通
暁
」

し
て
日
本
の
未
来
の
た
め
に
研
鑚

す
る
義
務
が
あ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
本
に
現
在
生
き
て
い
る
中
国
思
想
、
イ

ン
ド
思
想
、
西

洋
思

想
を
批
評
す
る
用
法
は
、
ま
ず
「
西
洋
の
思
想
を
借
り
其
批
評
法
」
に
倣
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
し

か
も
西
洋
の
思
想
を
知
る
も
の

は
批
評
で
き

る
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
現
在

の
批
評
家

は
西
洋
思
想
に
対

し
て
最
も
心
を
用

い
る
べ
き
で

あ
る
と
言

う
。

大
西

は
西

洋
思
想
を
批
評
す
る
こ
と

は
き

わ
め

て
難
し
い
が
、
ま
ず

は
そ
の
思
想
の
真
相
を
認

め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
西

洋
の
古
代

思
想
か
ら
始
め
て
思
想
史
を
十
分

に
明

ら
か

に
す
る
は
当
然
の
こ
と
、
現
代
の
思
想
に
つ
い
て
も
十
分
に
知
悉
し
て

い
る
西
洋
の
学
者
と
同
等
の
位
地
に
立

っ
て
研

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ



け
で

あ
り
、
西

洋
思
想
の
流
入
後
わ
ず
か
し
か
経
っ
て

い
な
い
明
治
期
の
日

本
の
学
者
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
、
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
難
事
に
向
か
う
日
本
の
学
者
に
対
し
て

、
大
西
は
次
の
よ
う

に
忠
告

し
て

い
る
。

「
さ
れ
ば
予

は
猥
り

に
今
日
の
時
代
を
咎
め
ず
、
只
だ
之
を
知
れ
と
云
ふ
、

人
己
を
知
る
者
少
な
し
、
今
日
の
時
代
に
あ
り
て
善
く
今
日

の
時
代
を
知
る

者
幾
何
が
あ
る
。
今
日

の
時
代
を
知
ら
ん
に
は
之
を
超
越
せ
ざ

る
可
ら
ず
、

之
を
超
越
せ
ん

に
は
先
ず
進
歩
せ
る
西
洋
の
思
想

に
通
ぜ
ざ

る
可
ら
ず

、
之

を
超
越
し
之
を
知
り
之
が
教
導
者
た
ら
ん
と
欲
す
る
者

は
細

に
密
に
明

に
西

洋
の
思
想
を
究
め
而
し
て
之
を
批
評
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
と
言

う
。

こ
う
し
て
大
西
は
西
洋
思
想
の
方
法
論
的
反
省
を
踏
ま
え
て

、
特

に
明
治

2
4年
３

月
に
著
し
た
「
倫
理
攷
究
の
方
法
並
目
的
」

に
お
い
て

倫
理
研
究
の

方
法
の
段
階
を
Ｉ
）
挙
例
分
類
的
研
究
、
２
）
比
較
沿
革
的
研

究
。
３
）
縁

由
説
明
的
研
究
、
４
）
理
想
推
究
的
研
究
の
四
つ

に
分

類
し
て

い
る
。

第
一
の
段
階

は
社
会

の
慣
習
法
律

な
ど
が
実
際

に
何
を
善

、
何
を
悪

と
決

め
て
い
る
か
を
知

る
こ

と
で

あ
り
、
従

っ
て
こ

れ
を
「
挙
例
分
類
的
」

と
名

付
け
て

い
る
。
地
域
毎

に
道

徳
的
観
念
が
相
違

し
て

い
る
と
き
に
は
、
こ
れ

ら
を
比
較
し
、

さ
ら

に
歴
史

に
遡
っ
て
変
化
し
て

い
く
さ
ま
を
比
較
検
討
せ

ざ
る
を
得
な
く

な
る
。

こ
れ
が

第
二

の
「
比
較
沿
革

的
」

段
階
で
あ
る
。
次

い
で
第
三
段
階
と
し
て

何
故
こ

の
よ

う
に
地
域

と
年
代

に
よ

っ
て
「
相
異
り

又
し
か
変
遷
」
し
て
き

た
の
か
を
追
求
す

る
段

階
が
縁
由
説
明
的
段
階
で

あ

る
。
第
三
の
段
階

は
異
動
変
遷

を
起
こ

さ
せ

た
原
因

、
倫
理
的
観
念
の
動
力

を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し

か
し
未
だ
倫
理
の
普
遍
的
原
理
へ
の
追
求

に
至

っ
て

い
な

い
。
従

っ
て
以
上

の
三
段
階

は
全
体
と
し
て
事
実
的
研
究
で

あ
り
、
未
だ

「
是
非
と
も
吾
人
を
し
て
此
事
彼
事
を
善
も
し
は
悪

と
承
認
」

さ
せ
る
べ
き

か
ど

う
か
を
問
題
に
し
て

い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
以
上
の
第
一
段
階
か
ら
第
三
段
階
に
至
る
「
S
e
n
」
あ
る
い

は
事
実
の
研
究
を
超
え
て
「
あ
る
べ
き
S
ｏ
ｌ
i
ｅ
ｎ
」
の
問
い
に
入
り
込
む
と

き
、
倫
理
研
究

は
「
別
世
界
」
へ
と
入
っ
て

い
く
と

言
う
。
こ
こ
で
は
「
時

の
古
今
、
人

の
彼
我

に
よ
り
て
変
更

す
べ
か
ら
ざ

る
理
想
」
を
追
求
す
る
こ

と

に
な

る
か
ら

、
こ
れ
を
第
四
の
「
理
想
推

究
的
」

段
階
と
言
う
。
こ
こ

に

至

っ
て
初

め
て
大
西

は
建
設
的
部
分
に
入

る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。

彼
の
批
評
と

い
う
方
法
論
は
、
上
記

の
４

段
階

か
ら
す
れ
ば
、
第
一
の
挙

例
分
類
的
段
階
と
第

二
の
比
較
沿
革
的
段

階
、
さ
ら

に
第
三
の
縁
由
説
明
的

段
階

に
対

応
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
彼
の

小

論
「
批
評

論
」

で
見
た
よ
う
に
、
批
評
は
第
四

段
階
の
理
想
推
究
的
段
階

へ
の
手

段
の
位
置
を
占
め
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

全
体
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
大
西
の
７
巻
か
ら
な
る
全
集
に
収
録
さ
れ
た

論
文

の
中
で
、
哲
学
的
論
攷
は
、
以
上
述
べ
た
方
法
論
を
駆
使
し
て
遂
行
し

た
彼
の
哲
学
的
努
力
の
実
り
を
表
し
て
い
る
が
、
最
終
段
階
の
理
想
推
究
的

段
階
は
未

完
成

に
終
わ

っ
て
い

る
。
一

つ
に
は
彼
が
3
6
歳
の

若
さ
で
亡

く

な

っ
て

い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
は
時
代
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う

な
体
系
的
研
究
へ
の
意
欲
を
喪
失
し
た
懐
疑
の
時
代
に
突
入
し
て

い
た
こ
と

も
原
因

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。



こ

こ

で

は
以

上

の

よ

う

な

批

評

な

い

し

批

判

的

比

較

方

法

を

採

用

し

た
大

西

が

、

と
く

に

キ

リ

ス

ト

教

、

儒

教

、

仏

教

を

含

め

た

世

界

の

宗

教

に

つ

い

て
ど

の

よ
う

に
比

較

し

批

評

し

て

い

る

か
を

二

、

三

の

例

に

つ

い
て

検

討

し

て
見

る

こ

と

に

し

よ

う

。

ま
ず

彼

は
西

洋

思

想

の
根

幹

の

一

つ

と

な

っ
て

い

る

キ

リ

ス

ト
教

に
対

し

て
ど

の

よ
う

に
批

評

す

る

か

を

考

え

て

み

る

。

彼

は

明

治
2
7
年

５

月

に
著

し

た

「
仏

教

の
歴

史

的

研

究
」

の

中

で

当

時

盛

ん

に

な

っ
て
き

た

聖

書

の

高

等

批
評
H
i
g
h
 
Ｃ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｃ
ｉ
ｓ
m
が
聖
書
に
関
し
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
思
想
に

「
巨

大

な

る
変

動

を

与

」

え

た

こ

と

を
指

摘

し

、

聖

書

の

無

謬

説

な

ど

も

影

響

を

蒙

っ
た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

こ

の
批

評

は

「
歴

史

的

研

究

」

で

あ

り

、

こ

こ

か
ら

当

然

「
史

学
的

批

評

」

が

出

て

く

る

は
ず

で
あ

る

と

言

う

。

こ

の
高

等

批

評

に
よ

れ

ば

、

四

つ

の
福

音

書

に

つ

い
て

真

実

の

キ

リ

ス

ト
が

親

し

く

説

い
た

も

の

か
ど

う

か
を

厳
密

に
討

究

す

る
こ

と
が

で

き

る

と

し

、

さ

ら

に
聖

書

の

高

等

批

評

を
仏

教

経

典

に
も

適

用

す

べ

き

で
あ

る

と
主

張

し

て

い
る

。

明

治
2
8
年

７

月

に
著

し

た

「
大
乗

非

仏

説

論

の

結
果

」

に

お

い
て

、

雑

誌

『
仏

教

』

に

お

い

て
投

稿

し

た

論
者

の
大

乗

非

仏

教
説

論

の
正

当

性

を

論
じ

た
論

文

の
批

評

が

公

明

な

こ

と
を

喜

び

、

一
応

「
耳

を

傾
け

ざ

る
を

得

ざ

る

な

り

」

と

言

い

な
が

ら

、

こ

の

論
説

を

進

め
て

行

く

と

「
釈

迦

中

心

説

は
破

れ

て

遂

に

各
個

人

の
理

性

を

中

心

と
す

る

に
至

」

る

と

言

う

。

し

か
し

大

西

は

仏

教

と

言

う

以

上

は

「
釈

迦

所

説

の
範

囲

外

に
出

づ

」

る

を

許

さ

ず

、

少

な

く

と

も

「
須

要

（
Ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
ｌ
）

の

点

に

於

い

て

釈

迦

の
真

実

説

き

し

所

と

同

一
」

で

あ

る

こ

と

の
必

要

を

説

い

て

い

る
。

こ

う

し

て

「
問
題
は
仏
教
の
須
要
義
は
何
ぞ
や
と
云
ふ
事
な
り
」
と
断
定
し
て
い
る
。

こ

う

し

た

論

議

の

仕

方

が

彼

の

批

評

と

な

る
の

で

あ

る

。

さ

ら

に

同

様

の

批

評

は
明

治
2
0
年
1
1
月

に

『
基

督

教

新

聞

第
２
２
３
-２
２
５
号
』

に

投

稿

し

た

「
聖

書

の

言

と

不

言

」

に

お

い
て

聖

書

の

要

義

を

明

ら

か

に

す

る

際

に

現

れ

る

。

彼

に

よ

れ

ば

、

キ

リ

ス

ト
教

の

価

値

を

判

断

し

よ

う

と

す

る

者

は

「
親

し

く

聖

書

に
就

い

て

、
新

し

く

其

真

実

の

相

を

観

ず

べ

き
」

だ

と

主

張

し

、

そ

の

た

め

に

聖

書

が

言

う
所

と

言

わ

な

い

と

こ

ろ

を

区

別

す

べ

き

だ

と

主

張

し

て

い

る

。

例

え

ば

、
『
創
世

記

』

に

お

け

る
天

地

開

闢

説

に

つ

い
て

、

大
西

は

、

宇

内

の

森

羅
万

象

の
中

で

一

つ

を

も

神

と

せ

ず

、
天

地

は

独

一

の

神

に

造

ら

れ

た

も

の

で

あ
り

、

天

地

は

神

で

は

な

い

と

言

っ
て

い

る

と
主

張

す

る
。

言

い

換

え

れ

ば
聖

書

の

神

と

い

う

思

想

は

創
世

記

の
物

神

有
別

説

を

も

っ
て

そ

の
発

達

の
第

一
歩

を

な

し

た

と

い

う
。

こ

の
神

概

念

は

そ

の
後

歴

史

と

と

も

に

意

味

を
膨

ら

ま

し

て

い

く

。

ア

ブ

ラ

ハ

ム
時

代

に

は

大

能
と

誠

実

と

い

う
意

味

を

持

ち
、

さ

ら

に

預

言

者

の

時
代

に

な

れ
ば

、

神

は
義

を

愛

し

悪

を

憎
む

と

い

う

倫
理

的

神

概

念

を

持

つ

よ

う

に

な

る
。

と

は

い
え

旧

約

聖

書

で

は

「

ユ

ダ

ヤ

国
民

専

有

」

の

神

と

い

う

狭

隘

な

る
神

概

念

に
留

ま

っ
て

い

た

が

、

新

約

聖

書

に
お

い

て

場

所

的

制

限

を

超

越

し
て

「
神

は
万

物

に
円

満

」

す

る

と

い

う

偏
在

の

性

質

を

神

の

新

し

い

概
念

と
し

て

付

加
し

「
神

即

ち

万

人

の

父
」

の
思

想

を

展

開

し

た

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

大

西

が

『
創
世

記

』

の

天

地

開

闢

説

を

時
間

的

に
聖

書

の
最

初

に
位

す

る
も

の

と

み

な
し

た
聖

書

分

析

は

、

現
代

の

高

等

批
評

か
ら

す

れ

ば

、

編
集

批

評

を

無

視

し

た
1
9
世

紀

の
未

成

熟

な

批
評

の

限
界

を
示

す

も

の
で

あ



る
が
、
他
方
で

、
彼
は
理
性
に
よ

っ
て
内

在
的
批
判
と
共

に
超
越
的
批
判
を

宗
教
に
下

し
て

、
宗
教
の
哲
学

的
本
質

を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
考
え
て

い
た

こ
と
を
示

し
て

い
る
。
こ
の
際

、
彼
は
批
評
を
通
し
て
聖
書
の
中
の
「
超
自

然
的
分
子

を
打
破
せ
ざ
る
可
ら
ず

」
と
す
る
見
解
を
も
否
定
し
て
、
聖
書
の

中
に
超
自
然
的
分
子

が
あ
る
か
ど
う
か
を
批
評
を
通
し
て
明
ら

か
に
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

、
た
と
え
聖
書
批
評
上
未
熟
な
点
が
あ

っ

た
と
し
て
も
、
明
治
2
0年
代
の
日
本
に
お

い
て
初

め
て
理
性

に
基
づ
い
た
本

格
的
な
宗
教
哲
学
を
目
指
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
大
西
の
キ
リ
ス
ト
教
と
儒
教
と
の
比
較
を
検
討
し
て
み
る
こ
と

に
す

る
。大

西

は
明
治
2
0年
８

月
の
「
孔
子

教
」

に
お

い
て
、
上
記
の
理
性
批
判
を

孔
子

思
想
に
加
え
て
次
の
よ
う

に
言
う
。
「
到
底

す

る
所

確
と
孔
子

の
意
を

得
ん
こ
と
覚
束
な
し
孔
子

が
明

瞭
に
仁
の
意
義
を
解
釈
せ
ざ
り
し

は
実

に
遺

憾
の
至
り
な
る
が
予
は
窃
か
に
疑
ふ
孔
子
が
仁

の
字
に
判
然

た
る
定
義
を
下

し
得
し

か
を
孔
子
の
道
徳
説
は
之
を
一
派

の
道
義

学
と
し
て
見

る
時

は
漠
然

た
る
所
、
曖
昧
な
る
所
、
糢
糊
な
る
所
甚
だ
多
し
」
と
判

定
す

る
が
、
同
時

に
孔
子
教
の
中

に
あ
る
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
人

に
施
す

な
か
れ
」
を

「
万

古
不
易
の
金
言
」
と
言
い
、
さ
ら

に
こ
う
し

た
論
語

の
ゴ
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル

を
聖
書
の
「
凡
べ
て
人
に
為
せ
ら
れ
ん
と
欲
ふ

こ
と
は
爾

ま
た
人

に
も
其
如

く
せ
よ
」
と
い
う

ゴ
ル
デ
ン
・
ル
ー
ル

に
比
較
し
て

、
消

極
的
で

あ
る
と
み

な
す
見
方
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て

い
る
。

「
其
説
取
る
に
足
ら
ず
何
と
な
れ
ば
孔
子

は
之

を
消
極

的
に
云
ひ

た
れ

ど

も
其
真
実
の
意
は
積
極
的
に
云

ひ
た
る
と
毫
も
異
な
る
事
な
け

れ
ば

な
り

…
…
不
満
足

に
思
ふ
人
あ
ら
ば
請
ふ

『
論
語
』
を
開
き
見
よ
孔
子
が
子
貢

に
語
り

た
る
語

に
「
夫
れ
仁
は
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己

達
せ

ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
、
能
く
近
く
取

り
て
譬

う
。
仁
の
方
（
み

ち
）

と

謂

う
べ
き

の
み
（
『
論
語
雍
也
』
）」
と
あ
る
を
見
る
べ
し
是

れ
積
極
的

に
云

ひ
し

に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
」

こ
う
し
て
大
西

は
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
黄
金
律
と
孔
子
の
黄
金
律
と
が

同

一
の
積
極

的
内
容
で
あ
る
と
主
張
し
、
批
評
的
精
神
に
よ
る
比
較
思

想
を

通
し
て
西
洋
と
東
洋
の
究
極
的
原
理
に
お
い
て
「
西
洋
の
金
科
、
東
洋
の
玉

条

相
符
合
す

る
亦
美
な
ら
ず
や
」
と
強
調
し
た
。

同
様

に
大
西

は
、
孔
子
の
天
思
想
に
つ
い
て
も

「
孔
子
の
謂
は
ゆ
る
天

は

儒
者

輩
の
云

ふ
如
く

た
だ
理
と
の
み
解
し
去
る
べ
き

に
あ
ら
ず
孔
子

は
宇
宙

間

に
人
の
よ

く
名
づ
け
能

は
ざ
る
一
の
者
あ
る
を
信
じ
て
之
を
敬
ひ
之
を
尊

び
た
る
が
如

し
」

と
言
う
。
孔
子
が
天
を
信
じ
た
態
度
を

「
君
子
三
畏

あ
り

天

命
を
畏

れ
、
大
人

を
畏
れ
、
聖
人
の
言
を
畏
る
と
云

へ
る
は
…
…
殆
ど
ト

マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ

ル
の
語
気
あ
り
」
と
言
い
、
孔
子

の
天
思
想
と
キ
リ
ス
ト

教
の
神
概
念
と
の
間

に
共
通

の
普
遍
的
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。

さ
て
大
西

は
、
1
9世
紀

に
お
け
る
聖
書
の
高
等
批
評
に
基
づ
く
研
究
が
進

む
に
つ
れ
て
「
基
督
教
の
要
義
と
不
要
義
」
を
区

別
す
る
論
議
が
出
て
き
た

こ
と
を
踏
ま
え
て

、
先

に
指
摘
し
た
よ
う
な
仏
教
の
要
義
と
不
要
義
の
区
別

を
批
評
を
通
し
て
行
う
必
要
を
明
治
2
7
年
９
月
の
「
教
論
教
則
」
と
い
う
論

文

に
お
い
て
も
説
い
て

い
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
論
文

の
中
で
、
彼
は
仏
教
批



評
の
一

例
と
し
て

仏
教
で
言

わ
れ
る
「
円

融
相
即
」
「
一

即
多
多
即

一
」

と

い
う
命
題

に
つ
い
て

、
こ
れ
が

「
根
本

的
問
題

の
あ
る
処
」
を
示
し
て
は
い

る

が
、
「
未

だ
問

題
を

解
け

る
に
あ

ら
ず

唯

だ
解

く

べ
き

問
題

を
掲
げ

た

る
の
み
」

と
し

、
何
故

に
一
即

多
多
即
一
で

あ
る
か
の
理
由
な
い
し
根
拠
付

け
を
行

わ
な
い
点
に
仏
教
学
者

の
欠
点
が

あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
が

大
西

の
仏
教
批
評

の
一
例
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

他
方

、
彼
が
明

治
2
5年
４
月

に
書

い
た
エ
ッ
セ
イ
「
自
力
と
他
力
」
の
中

に
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
の
大
同
一

致
す

る
点
を
説
い
て

い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

彼

に
よ
れ

ば
、
「
一
は
我
を
措

い
て

我
を
立

た
し
む

る
も

の
な
し
と
知
り
て

立
つ
」
と
言

う
自
力

の
仏

教
も
、
「
一
は
我

よ
り
外

の
者
我
を

立
た
し
む

と

知
り
て
立
つ
」
と

考
え

る
キ
リ

ス
ト
信
仰
と
阿
弥
陀
信

仰
も
、
共

に
自
力

と

他
力
と
で
矛
盾
し

な
が
ら
、
実

は
「
共

に
立
つ
を
得
」

る
点
で

一
致
し
て

お

り
、
一
方

は
「
宿
命
」

の
声
を
通
し
て
キ
リ

ス
ト
の
声

を
聞

く
が
、
他
方

は

キ
リ
ス

ト
の
声
を
通
し
て

「
宿
命
」
の
声
を
聞
く

か
の
違

い
だ
け
で

あ
り

、

い
ず
れ
も
「
其
生
じ
来
る
結
果
は
一
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
「
他
力
と
自
力

と
の
真

に
効
力
あ
る
所

の
根
本

を
質

さ
ば
其
遂
に
一
に
帰

す
る
を
見

ん
」
と

言
う
の
で
あ

る
。

大
西
が
比
較
思

想
の
視

点
と
方
法
論
を
明
確

に
し
た
上
で

展
開
し
た
比
較

哲
学

に
よ

っ
て

、
儒
教

、
仏
教
、
西
洋
哲
学
を
批
判

的
に
比
較
し
、
そ
れ
ら

の
根
底

に
東
洋
と
西
洋
と

の
一
致
し
た
根
本
原
理

を
発

見
し
よ
う
と
し
た
彼

の
姿
勢
を
伺

う
こ

と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ

ん
3
6歳
で
夭

折
し
た
彼
の
生
涯
で

は
、
稀

に
見

る
哲

学
的
天
才
を
以
て
し
て
も
、
批
評

を
通
し
た
普
遍

的
原

理

全

体

の

発

見

と

論

究

は

不

可

能

で

あ

っ

た

し

、

さ

ら

に

彼

の

最

大

の

課

題

で

あ

っ

た

何

故

に

そ

れ

ら

の

普

遍

的

原

理

が

普

遍

的

原

理

で

あ

る

べ

き

か

と

い

う
基
礎
付
け
論
と
で
も
言
う
べ
き
最
終
的
建
設
的
部
分
に
は
、
到
底
触
れ
る

時

間

的

余

裕

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

．

（

１

）

「

方

今

思

想

界

の

要

務

」

『

六

合

雑

誌

第

百

号

』

明

治
2
2

年

４

月

『

大

西

祝

全

集

６

巻

（

以

下

全

集

６

と

略

す

）
』

ｐ

ｐ
.

　１

６
-
２

９

．

（

２

）
　

上

掲

書

ｐ

．  １
６
.

（

３

）
　

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ
ｎ

ｕ

ｅ

ｌ
　

Ｋ

ａ

ｎ

ｔ

，
　

Ｋ

ｎ

ｔ
ｉ
ｋ

　

ｄ
ｅ
ｒ

 

ｒ

ｅ

ｉｎ

ｅ
ｎ

　

Ｖ

ｅ
ｒ
ｆ
ｕ

ｎ

ｆ
ｔ

，
　

Ｖ

ｅ
ｒ

ｌａ

ｇ

　

ｖ

ｏ

ｎ

Ｆ
ｅ
ｌ
ｉ
ｘ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
i
m
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
，
　
１
９
５
６
，

（

４

）
　

「

理

性

の

権

威

」

『

宗

教

第

二

十

四

号

』

明

治
2
6

年
1
0

月
　

全

集

７

p
p
.
 
９
-
2
2
.

（

５

）

「

理

性

の

意

義

を

論

ず

」

『

宗

教

第

六

十

二

号

』

明

治
2
9

年
1
2

月
　

全

集

７

ｐ

ｐ

．
３
０
-

４

０
.

（
６
）
　
　
Ｊ

．
Ｓ

．
Ｍ
ｉ
ｌ
ｌ
,
　
Ｕ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m

，

Ｅ

ｖ

ｅ

ｒ
ｙ

ｍ

ａ
ｎ

，ｓ

　

Ｌ

ｉ
ｂ
ｒ

ａ
ｒ
ｙ

，
　

Ｐ
.
Ｄ

ｕ

ｔ
ｔ
ｏ

ｎ

　

＆

C
o
.
,
１
９
５
１
,
　
ｐ
ｐ
.
５
-
６
.

（

７

）

「

理

性

と

は

何

ぞ

や

」

『

宗

教

第

五

十

三

号

』

明

治
2
9

年

３

月
　

全

集

７

ｐ

ｐ
.

 ２
２
-

３

０
.

（

８

）
　

Ｂ

．
Ｊ

ｏ
w

ｅ

ｔ
ｔ

，
　

Ｔ

ｈ

ｅ

 

Ｄ

ｉａ

１
０
ｇ

ｕ

ｅ
ｓ

 

ｏ

ｆ

 

Ｐ

ｌａ

ｔ
ｏ

，
 

Ｖ

ｏ

ｌｕ

ｍ

ｅ

３
７

１
-
３

７

５（

５

０
９
ａ
-

５

１
１
ｅ

）
．

（

９

）

「

方

今

思

想

界

の

要

務

」

ｐ
.

１
８

，
　
ｐ
.

２
０
.

（

1 0

）
　

上

掲

書

ｐ

．
 ２

２
.

（

1
1

）
　

上

掲

書

ｐ
.

 ２

９
.

（

1 2

）
　

「

批

評

論

」

『

国

民

の

友

第

二

十

一

号

』

明

治
2
1

年

５

月
　

全

集

６

p
p
.
 
１
-
１
６
.

（

1 3

）
　

上

掲

書

ｐ
.

４
.



尚

大

西

の

第

一

の

批

評

は

’
　

Ｍ

ａ

ｔ
ｈ
ｅ
w

　

Ａ

ｒ

ｎ

ｏ

ｌ
ｄ
,

　
Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

 ａ

　

ｉｎ

　

Ｃ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｃ

ｉｓ
m

：

Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
,
　
１
８
６
５
（
L
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
，
　
Ｍ
ａ
ｃ
ｍ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｎ
，
　
１
９
１
１
)
に
出
て
く
る
「
批
評
」

の
定
義
、
す
な
わ
ち
”
ｔ
ｏ
　
ｓ
ｅ
ｅ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
　
ａ
ｓ
　
ｉ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
ｉ
ｔ
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
　
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｌ
ｙ
　
ｉ
ｓ
.
”

と

い

う

見

解

に

該

当

し

て

い

る

の

で

、

ア

ー

ノ

ル

ド

の

影

響

が

あ

る

と

い

う

指

摘

が

あ

る

。

し

か

し

大

西

の

第

二

の

批

評

は

、

理

想

の

標

準

か

ら

対

象

を

批

判

す

る

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

が

ア

ー

ノ

ル

ド

は

第

二

の

批

評

を

殆

ど

評

価

し

て

い

な

い

。

従

っ

て

、

大

西

が

時

に

引

用

す

る

聖

書

批

評

の

高

等

批

評

を

借

り

て

、

彼

自

身

の

第

二

の

批

評

を

組

み

立

て

た

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

彼

の

第

一

批

評

は

聖

書

の

低

等

批

評

に

類

似

し

て

お

り

、

そ

の

上

聖

書

の

低

等

批

評

は

ヘ

ブ

ル

語

、

ギ

リ

シ

ア

語

、

シ

リ

ア

語

、

ア

ラ

ム

語

な

ど

の

言

語

分

析

に

よ

る

比

較

を

こ

と

と

す

る

か

ら

、

ア

ー

ノ

ル

ド

の

よ

う

な

「

在

る

物

を

在

り

の

儘

に

見

る

こ

と

」

と

い

っ

た

よ

う

な

単

な

る

批

評

の

抽

象

的

態

度

を

述

べ

た

だ

け

の

非

現

実

的

、

詩

的

表

現

に

留

ま

ら

ず

、

大

西

が

西

洋

哲

学

、

儒

教

、

仏

教

な

ど

に

対

し

て

試

み

た

現

実

的

な

批

評

の

モ

デ

ル

を

示

し

て

い

た

と

言

え

る

の

で

は

な

い

か

。

Ｃ
.
Ｆ

．

渡

部

榮

太

郎

『

マ

シ

ュ

ー

・

ア

ー

ノ

ル

ド

研

究
　

第

１

巻

』

文

化

書

房

博

文

社

１
９
８

４

．

吉

田

昭

男

『

マ

シ

ュ

ー

・

ア

ー

ノ

ル

ド

の

文

芸

批

評

－

詩

と

批

評

の

あ

い

だ

で

』

渓

水

社

１
９
８

７
.

ｏ

ｔ
ｔ
ｏ

　

Ｅ

ｉｓ
ｓ

ｆ
ｅ

ｌ
ｄ
ｔ

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｏ

ｌ
ｄ

　
Ｔ

ｅ
ｓ

ｔａ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
，

　

Ｉ
ｎ

ｔ
ｒ
ｏ

ｄ
ｕ

ｃ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

，
　

ｔ
ｒ
ａ
ｎ

ｓ

ｌ
ａ

ｔ
ｅ

ｄ

ｂ
ｙ

　
Ｐ

ｅ

ｔ
ｅ

ｒ

　
Ｒ
.

　

Ａ

ｃ

ｋ
ｒ
ｏ

ｙ

ｄ

，
　

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

， 　

Ｂ

ａ
ｓ

ｉ
ｌ
　
Ｂ

ｌａ

ｃ

ｋ
w

ｅ

ｌ
ｌ

，
　

１
９

６
６
.

（

1 4

）

「

批

評

論

」

ｐ

．  ５
．

（
1
5

）
　

上

掲

書

ｐ
.
５
.

（

1 6

）
　

上

掲

書

ｐ

ｐ

．  ８
-

９
.

（
1
7

）
　

上

掲

書

ｐ

ｐ
.
 ９
-

１
０
.

（

1
8

）
　

上

掲

書

ｐ
.

 １
５
.

（
1
9

）

「

倫

理

攷

究

の

方

法

並

目

的

」

『

哲

学

雑

誌

第

四

十

七

号

―

四

十

八

号

』

明

治

2
4年

１

月
　

全
集

５

ｐ
ｐ
.
 ２
２
０
-２
４
５
.

（
2
0
）
　
「

仏

教

の
歴

史

的
研

究

」
『
六

合

雑
誌

第

百

六

十

一
号

』

明

治
2
7
年

５

月
　

全

集

６
　
ｐ
ｐ
. １
１
４
-
１
１
８
.

（
2
1
）
　
「
大

乗

非

仏

説

論

の

結

果

」
『
六

合

雑

誌

第

百

七

十

五

号
』

明

治
2
8
年

７

月

p
p
.
 
３
５
２
-
３
６
１
.

（
2
2
)
　
上
掲
書
ｐ
.
 
３
５
６
.

（
2
3
）
　
上

掲

書

ｐ
.
 ３
６
０
.

（
2
4
）
　
上

掲

書

ｐ
.
 ３
６
０
.

（
2
5
）

「
聖

書

の

言

と

不

言

」
『
基

督

教

新
聞

第

二
百

二
十

三

号

―

二
百

二
十
五

号

』

明

治
2
0
年

１１
月
　

全
集

５

ｐ
ｐ
.
 ４
４
２
-４
４
５
.

（
2
6
）

「
批

評

的

精

神

」
『
六

合

雑

誌

第

百

六

十

二

号

』

明

治
2
7
年

６

月
　

全

集

６

p
p
.
 
１
３
２
-
１
３
８
.

（
2
7
）

「

孔

子

教

」
『
六

合

雑

誌

第

八

十

号
』

明

治
2
0
年

８

月
　

全

集

５

ｐ
.
３
４
１
.

（
2
8
）
　

上

掲

書

ｐ
．３
４
２
.

（
2
9
）
　

上

掲

書

ｐ
.
 ３
４
２
.

（
3
0
）
　
上

掲

書

ｐ
． ３
４
３
.

（
3
1
）
　
上

掲

書

ｐ
． ３
４
６
.

（
3
2
）
　
上

掲

書

ｐ
.
 ３
４
６
.

（
3
3
）
　
「
教

論

数

則

」

明

治
2
7
年
９

月
　

全
集

６

ｐ
ｐ
. １
６
４
-１
７
０
.

（
3
4
）
　
上

掲

書

ｐ
.
 １
６
０

．

（
3
5
）
　
上
掲
書
ｐ
.
1
7
3
．

（
3
6
）
　
「
自

力

と

他

力

」
『
宗

教

第

六

号

』

明

治
2
5
年

４

月
　

全
集

５

ｐ
ｐ
.
 ５５
９
-５
６
９
.

（
3
7
）
　
上

掲

書

ｐ
.
 ５
６
７
.

（
こ
い
ず
み
・
た
か
し
、
近
代
日
本
思
想
史
・
比
較
思
想
、

国

際

基

督

教

大

学

教

授

）
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