
〈
比

較
思

想
学
会
四
〇
周

年
記
念
大
会
　

特

集
「
比

較
思
想
の

新
た

な
る
射
程
」

基
調
講
演
〉

日
本
に
お
け
る
比
較
思
想
の
系
譜

比
較
思
想
学
会
四
〇
周
年
記
念
大
会
の
基
調
講
演
の
題
目
と
し
て
、
私

は
「
日
本

に
お
け
る
比
較
思
想
の
系
譜
」
を
選
ん
だ
。
日
本
に
お
け
る
比

較
思
想
の
系
譜
と
い
え
ば
、
空
海
の
「
三
教
指
帰
」
や
富
永
仲
基
の
「
出

定
後
語
」
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
辿
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
こ

で
は
明
治
以
後
の
大
思
想
家
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
、
和
辻
哲
郎
、
井

筒
俊
彦
、
中
村
元
の
五
人
の
方
々
の
研
究
を
と
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
方
々

の
研
究
の
間
に
は
、
系
譜
的
連
関
の
あ
る
と
こ
ろ
も
、
ま
た
な
い
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
偉
大
な
思
想
家
た
ち
が
、
ひ
と
し
く
比
較
思
想
的
研

究
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
共
通
の
事
実
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
日

本
の
世
界
的
思
想
家
は
、
い
ず
れ
も
比
較
思
想
の
優
れ
た
実
践
者
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
思
想
研
究
の
独
創
性
と
そ
の
世
界
的
貢

献

が
、
こ
う
し
た
比
較
思
想
的
研
究
を
基
に
し
た
、
よ
り
世
界
的
な
統
合

へ
の
努
力
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

我

が
国
の
比
較
思
想
研
究
の
今
後
の
進
路
も
示
唆
し
た
い
。

伊
東
　
俊
太
郎

ま

ず
最

初

に
、
今
日

と

り
上

げ

る
五

人

の
方
々

を
含

む
系
譜
的

図
表

を
、

以
下

簡

単
に

揚
げ
て

お

く
。

①
　西
田
幾
多
郎

゜
肝

∠

圉

瀏

↑
西
谷
啓
治

←

工
済
匿
　

づ
⑤

田
1
 
7
 
1

四

上
田
閑
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

峰
島
旭
雄

（
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
、
私
に
と
っ
て
は
当
然
「
先
生
」
の
名
称
と
と

も
に
論
ず
べ
き
優
れ
た
方
々
で
あ
る
が
、
本
誌
が
学
会
誌
で
あ
る
こ
と
を
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顧
慮
し
て
一
切

の
敬
称
を
略
す
る
こ
と
と
し
た
、
こ
の
点
あ
ら
か
じ

め
、

お
許
し
を
請
う
て
お
き
た
い
。
第
二
に
、
本
誌
が
比
較
思
想

の
学
術
誌
で

あ
る
た
め
、

い
き
お
い
全
休

が
比
較
思
想
の
観
点
か
ら
の
論
述
に
力
点
が

お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
お
断
り
し
て
お
く
。
）

一
　

西

田

幾

多

郎

（

一

八

七

〇
－

一

九

四

五

）

１
　

「
善

の

研

究

」

に

お

け

る

「
純

粋

経

験

」

一

般

に

西

田

の

「

善

の

研

究

」
（

一

九

一

こ

に

お

け

る

「
純

粋

経

験

」

は

、

ア

メ
リ

カ

の

哲

学

者

ウ

ィ

リ

ア

ム

ー
ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

「
根

本

的

経

験

論

」

に

お

け

る

ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ

の

日

本

版

で

あ

る

と

云

わ

れ

て

い

る

。

た

し

か

に

、

こ

の

頃

四

高

の

教

授

と

し

て

『
善

の

研

究

』

の

草

稿

を

準

備

し

て

い

た

西

田

は

、

鈴

木

大

拙

よ

り

送

ら

れ

た

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

論

文

「
純

粋

経

験

の

世

界

」
（

一

九

〇

四

）

や

彼

の

そ

の

他

の

著

作

を

熱

心

に

読

ん

で

い

た

。

し

か

し

私

自

身

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

も

の

を

読

ん

で

み

る

と

、

彼

の

ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ

は

西

田

の

「

純

粋

経

験

」

と

は

か

な

り

異

な

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

が

分

か

る

。

両

名

は

、
「
認

識

す

る

も

の

」

と

「
認

識

さ

れ

る
も

の

」
、

主

客

の

分

裂

以

前

の

状

態

で

あ

る

「
純

粋

経

験

」

を

云

っ

て

い

る

こ

と

は

共

通

だ

が

（

し

か

し

ジ

ェ

イ

ム

ズ

は

「

主

客

合

一

」

と

い

う

よ

う

な

云

い

方

は

し

て

い

な

い

）
、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

は

む

し

ろ

「
経

験

同

士

を

結

び

つ
け

る

も

の

が

、

ま

た

経

験

で

あ

る

」

こ

と

を

強

調

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

い

っ

た

い
西

田

の
「
純

粋

経

験

」
は

個

人

的

な

も

の

な

の

か

、

そ

う

で

は

な

い

の

か

。

作

画

の

体

験

や

音

楽

を

き

く

経

験

な

ど

を

例

に

し

て

い

る

と

き

は

、

個

人

的

な

経

験

の

よ

う

で

あ

る

が

、

こ

れ

に

よ

り

「
独

我

論

」

を
脱

し

う

る

と

し

て

い

る

点

で

は

、

ど

う

し

て

も

個

人

的

な

も

の

で

は

あ

り

え

な

い

。

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ

は

明

ら

か

に

個

人

的

な

経

験

か

ら

成

る

も

の

だ

が

、
西

田

の

「
純

粋

経

験

」

の

な

か

で

「

他

者

」
と

い

う

も

の

が

ど

の

よ

う

に
位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

自

他

関

係

が

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

。

こ

の

段

階

の

西

田

が

気

に

し

て

い

な

い

、

こ

の

点

が

ま

ず

問

題

と

な

る

。

そ

し

て

い

っ

そ

う

重

要

な

こ

と

は

、

西

田

の

「
純

粋

経

験

」

は

「

一

般

的

或

者

」

と

か

「
潜

在

的

或

者

」

と

云

わ

れ

る

「
意

識

の

統

一

力

」

を

も

っ

て

い

て

、

そ

れ

が

次

々

に

発

展

し

て

ゆ

き

、
「
実

在

」
「

善

」
「
宗

教

」

に

ま

で

展

開

し

て

ゆ

く

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

動

的

過

程

を

お

し

進

め

る

も

の

は

い

っ

た

い

何

な

の

か

。

こ

れ

こ

そ

「
善

の

研

究

」

の

最

大

問

題

で

あ

り

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ

と

全

く

異

な

る

点

で

あ

る

。

の

ち

に

西

田

は

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
事

行

」
（
Ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｌｕ
ｎ
ｇ
）
　
£
＄
ど

を

と

り

上

げ

て

自

己

の

所

論

を

擁

護

し

て

い

る

が
、

こ

れ

は

ド

イ

ツ
観

念

論

、

と

く

に

ヘ

ー

ゲ

ル

の

「
精

神

現

象

学

」

に

お

け

る

、
（

感

性

的

）

意

識
↓

自

己

意

識
↓

精

神
↓

宗

教
↓

絶

対

知

と

辿

ら

れ

る
過

程

に

極

め

て

似

て

い

る

（
そ

こ

に

お

け

る

論

理

は

違

う

が
）
。

つ
ま

り

西

田

は

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

か

ら

「
純

粋

経

験

」

の

言

葉

や

ア

イ

デ

ア

を

受

け

と

り

は

し

た

が
、

む

し

ろ

ド

イ

ツ

観

念

論

が

と

り

扱

っ

て

い
た

よ

う

な

意

識

の

「

自

己

発

展

」

を

、

彼

自

身

の

禅

体

験

を

も

と

に

し

て

、

自

ら

の

仕

方

で

基

礎

づ

け

た

と

云

え

る

。

こ

れ

が

比

較

思

想

的

に

み

た

「
善

の
研

究

」

の

位

置

づ

け

で

あ

る

。

日本における比較思想の系 譜1囗



２
　
「
純
粋

経

験
」

か
ら

「
絶
対

無
の

自

己
限

定
」
へ

先

に
述

べ
た
意
識

の
自

己
運

動

・
展
開

を

、
よ
り

よ

く
説
明

す

る
た

め

に
、

西
田

は

「
純
粋

経
験

」

か
ら

「
自
覚

に

お
け

る
直
観

と
反

省
」

へ
と

進
む

。

つ
ま
り

直
観

だ

け
で

は
な

く
、

こ

れ
が
反
省

と
結

び

つ

い
た

「
自

覚

」

の
問

題

に
入

っ
て

ゆ
く
。

さ

ら
に

こ

の
「
自
覚

」

の
問

題

か

ら
一
転

し
て

「
場
所

」
（
「
働

く

も

の
か

ら
見

る
も

の

へ
」
（

一
九

二

七
）
「
後

編

」

以

後

）
の
立
場

に
到

る
。
「
場
所

」
は
、
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

の
「
基
体

」（

ヒ

ュ

ポ
ケ
イ

メ
ノ

ン
）

が

「
主
語
」

と
な

っ
て

「
述
語

」
と

な

ら
な

い
も

の

で

あ

る

の
に
対

し
、
逆

に

「
述
語

」

と

な

っ
て

「
主
語

」

と

な
ら

な

い
も

の
と

さ

れ
、
従
来

の

主
語
的

論

理

か
ら
脱

却
し

、
述
語

的
論

理

の
形

成

に

向

か

う
。

こ
の

辺
り

か
ら
、

西
田

哲

学
は

真
に
独

創
的

な

も
の

と
な

っ
て

ゆ
く

。
そ

し
て

こ
の

「
場
所

」

は

「
弁
証
法

的

一
般
者

」

と
し
て

具
体

化

さ
れ

、
こ

の
弁
証

法
的

一
般

者

の
自

己
限

定
と

し
て

「
歴
史

的
実

在

」

の

世

界

を
と

り
扱

う
よ

う
に

な

る
。

こ

こ
に

「
行
為

的
直

観
」

と

か

「
絶
対

矛

盾

的
自
己

同

一
」
と

か

い

う
西

田

特
有

の
概

念
・
用

語

が
登
場

し

、

つ

い
に

「
絶
対

無

の
自
覚

的
限

定
」

と

し
て

「
宗

教
的
世

界
」

も
、

こ
の
述

語

的
論

理

に
よ

っ
て
包

摂

さ

れ
て

ゆ
く
。

こ

の
過

程

に

つ
い
て

は
、

す
で

に

多

く

の
研

究
書

（
上

田
閑

照
、

小

坂
国

継
、

藤
田
正

勝
他

）

に
よ

り
詳

し

く
論

ぜ
ら
れ
て

い
る
ゆ
え

、

こ
こ

で

は
深
入

り
し

な

い
。

た

だ
「
善

の

研

究
」

に

お

い
て

論

ぜ
ら

れ
て

い
た

こ
と

が
、
一

歩

一
歩

と

深

め
ら

れ
て
、

と

こ
ろ
で

、
こ

の

「
絶
対

無

の
自
己
限

定
」

に
ま

で
到

る
粘
り

強

い
西
　
1
2

田

の
諸

論
文

を
読

み
終

っ
て
、
何

を
感

ず
る
だ

ろ
う

か
。

こ
こ
に

想

い
出

さ
れ

る
の

は
戸

坂

潤

の

「
日

本

イ

デ

オ

ロ
ギ
ー
論

」
（

一
九

三
五

）

の

な

か
の
「
「
無
の
論

理
」
は
論

理

で
あ

る
の
か
Ｉ

西
田

哲
学

の
方
法

に

つ

い
て
」

で
あ

る
。
そ

の
結
論

は

「
無

の
論

理
は
論

理
で

は
な

い
」
、
な

ぜ
な

ら

「
そ

れ
は
存

在
そ

の
も

の
を

考

え
る

こ
と
は

で
き
な

い
の

で
あ

っ
て
、

た
だ
存

在

の

「
論

理
的

意
義

」

だ
け

を
し

か
考

え
ら

れ
得

な

い
の
だ

か
ら
」

で

あ

る
。

つ
ま
り
私

の
言

葉

で
云

え
ば

、
こ

れ
ま
で
の

さ
ま

ざ
ま

な
宗
教

的
言

説

な
ど

を
、
西

田

の
立
場

の
論

理
的

用
語

に
よ

っ
て
解
説

し

て

い
る
の

で

あ

っ
て

、
そ

こ
で

は
概
念

的
理

解

の
枠
組

み
と
考

え

ら
れ

る
も
の

が
与

え

ら

れ
た

だ

け
で

あ

る
。

そ

の
意

味

で
は
、
「
行
為

的
自

己

」

の
立

場

を
主

張

し

な

が

ら
も

、

な

お
、

全

体

と

し

て

「
観
照

的

」
（
ｃ
ｏ
ｎ
ｔｅ
ヨ
ｐ
ｒａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
）

と
云

わ

れ
る
所
以

か

も
知

れ

な

い
。
既

存

の
社
会
的

存
在

や
宗

教
的
存

在

の
あ

り
方

が
、
そ
れ

で
了
解

で

き
た

よ
う
に

思
わ

れ
て
も

、
そ

こ
か
ら
我

々

が
何

を

な

す

べ
き

か

が
出

て

く
る

よ

う
な
も

の

が
な

い
。
「
思
想

」

が
何

ら

か
の

「
行

動
」

を
う

な

が
す
も

の
と
す

れ
ば
、

そ
れ

は
説
明

だ
け

に
終

っ
て

い
る

「
諦

観
」

的
態

度

に
な

っ
て
し
ま

う
の

で
は

な

い
か
。
そ

の

よ

う
に

感

じ
た
、

も

う
一
人

の
哲

学
者

が
、
実

は
田
辺

元

で
あ

っ
た
。

二
　

田

辺
元

（

一
八
八

五
－

一
九
六

二
）

最
後
に
歴
史
的
世
界
や
宗
教
的
世
界
が
、
自
ら
の
論
理
構
築
の
進
展
の
な
　
　

１
　
田
辺
の
西
田
批
判
と
「
種
の
論
理
」

か
に
見
事
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
独
創
的

な
思
想
研
究
の
歩
み
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。

田
辺
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
無
の
場
所
の
自
己
限
定
」
で
す
べ
て
を
説
明

す
る
こ
と
は
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
流
出
説
」
の
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
す



べ
て
が
発
出
す
る
観
照
的
な
宗
教
的
諦
観
と
な
り
、
哲
学
か
ら
逸
脱
し
て

し
ま
う
。
哲
学
が
問
題
と
す

べ
き
「
生
の
ま
ヽ
の
現
実
や
行
為
」
が
そ
の

生
き
た
地
盤
を
失
っ
て
、
非
実
践
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
惧
れ
が
あ

る
（
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
（
一
九
三
〇
）
お
よ
び
「
種
の
論
理
の
意

味
を
明

に
す
」
（

一
九
三
七
）
）
。
哲
学
は
も
っ
と
「
生
の
ま
ヽ
の
現
実
」

と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
「
種
の
論
理
」
が
主
張

さ
れ
る
。
こ
こ
に
「
種
」
と
は
現
実
に
は
「
国
家
」
（
や
「
民
族
」
）
が
意

味
さ
れ
、
こ
の
国
家

と
個
人
と
の
緊
張

し
た
関
係

が
と
り
上
げ

ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
類
」
（
人
類
）
と
「
個
」
（
個
人
）
だ
け
し
か
考
え
な
い
西
田
の

抽
象
的
思
弁
を
、
も
っ
と
現
実
的

な
も
の
と
し
、
一
九
世
紀
以
来
の
「
社

会
」
の
発
見
に
と
も
な
い
、
「
社
会
存
在
の
論
理
」
を
構
築
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
種
」
を
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
田
辺
の
云
う
と
お
り
必
要

な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
比
較
思
想
な
い
し
比
較
文
明
文
化
の
立
場
（
私

の
立
場
）
か
ら
み
る
と
、
こ
の
人
類
と
個
人
と
の
間

に
あ
る
「
種
」
と
は
、

「
国
家
」
や
「
民
族
」
で
は
な
く
、
実
に
「
文
明
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
類
」
（
人
類
）
－

「
種
」
（
文
明
－

複
数
）
－

個
（
個
人
）
と
い
う
関

係
に
な
る
。
国
家
と
は
政
治
的
単
位
で
あ
り
、
民
族
と
は
種
族
的
単
位
で

あ
っ
て
、
比
較
思
想
の
場
面
で
、
国
家
対
国
家
、
民
族
対
民
族
、
な
い
し

こ
れ
と
個
人
の
関
係
を
と
り
扱
う
こ
と
は
余
り
意
味
が
な
い
。
む
し
ろ
文

明
対
文
明
、
ま
た
あ
る
文
明
と
そ
れ
に
属
す
る
個
人
と
の
関
係
を
問
題
に

す

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
の
は
、
「
絶
対
媒

介
」
な
ど
と
い
う
弁
証
法
で
は
な
く
、
自
他
の
間
に
存
す
る
関
係
の
弁
証

法

で

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

「

他

者

理

解

」

と

い

う

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

最

後

に

ま

た

言

及

す

る

。

２
　

田

辺

と

「

死

の

哲

学

」

比

較

思

想

的

に

み

て

興

味

深

い

の

は

、

田

辺

に

よ

っ

て

そ

の

晩

年

に

（

イ

デ

ッ

ガ

ー

批

判

論

文

と

し

て

書

か

れ

た

「

生

の

存

在

論

か

死

の

弁

証

法

か

」

（

）
ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

ｓ
ｏ
ｎ

ｔ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｅ

　ｏ

ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｔ
ｏ

ｄ
ｅ
ｓ

ｄ

ｉａ

ｌｅ

ｋ
ｔ
ｉ
ｋ

「

　
１
９
５

９

」
　

で

あ

る

。

こ

れ

は

京

大

定

年

後

の

北

軽

井

沢

で

の

生

活

の

な

か

で

、

愛

妻

ち

よ

の

死

を

契

機

と

し

て

自

ら

の

経

験

を

基

に

し

て

執

筆

さ

れ

た

も

の

で

、

『

『

イ

デ

ッ

ガ

ー

七

〇

歳

記

念

論

文

集

』

に

掲

載

さ

れ

た

。

田

辺

に

よ

れ

ば

、

（

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

「

現

存

在

」

（

Ｄ

ａ
ｓ
ｅ

ｉ
ｎ

Ｉ

人

間

存

在

）

は

、

「

死

へ

の

存

在

」

（

Ｓ
ｅ

ｉｎ

　ｘ

ｕ
m

　
Ｔ
ｏ

ｄ
ｅ

）

と

し

て

死

を

強

く

意

識

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

ま

だ

単

に

可

能

性

に

と

ど

ま

り

、
そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

「

決

断

」
（

Ｅ
ｎ

ｔｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｉ
ｄ
ｕ

ｎ
ｇ

）

を

う

な

が

さ

れ

る

が

、

死

は

実

現

さ

れ

て

は

い

な

い

。

彼

に

と

っ

て

の

現

実

の

死

は

、

ヨ

ａ

ｎ

　ｓ

ｔ
ｉｒ
ｂ
ｔ

と

い

う

よ

う

に

ｄ
ａ
ｓ

　
Ｍ

ａ
ｎ

の

死

で

あ

り

、

彼

自

身

の

死

で

は

な

い

。
死

は

ど

こ

ま

で

も

可

能

的

な

も

の

に

と

ど

め

ら

れ

て

、

彼

自

身

は

あ

く

ま

で

Ｄ

ａ
ｓ
ｅ

ｉｎ

と

し

て

存

在

し

て

い

る

。

結

局

は

そ

れ

は

「

生

の

存

在

論

」

で

あ

る

。

田

辺

に

と

っ

て

死

は

も

っ

と

現

実

的

で

あ

り

、

共

存

的

で

あ

る

。

「

自

分

」

の

死

だ

け

で

は

な

く

、

「

汝

」

の

死

で

あ

り

、

ま

た

、
「

彼

」

ま

た

は

「

彼

女

」

の

死

で

あ

り

、

こ

の

死

は

単

な

る

「

消

滅

」

で

は

な

く

、

生

者

と

の

関

わ

り

の

な

か

で

生

き

て

い

る

。

生

き

続

け

る

こ

と

に

よ

り

、

そ

こ

に

生

者

と

死

者

と

の

「

実

存

協

同

」

が

実

現

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

考

察

の

立

脚

地

が

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

よ

う

な

、

現

在

生

き

て

い

る

単

独

者

の

あ

り

方

だ

け

か

ら

で

は

な

く

、

死

者

を

も

と

り

こ

ん

だ

日'本にお ける比較 思想の系譜13 1



共

同

存

在

の

あ

り

方

に

ま

で

拡

張

さ

れ

て

い

る
。

私

は

こ

の
田

辺

の

視

野

転

換

の

意

味

は

大

き

い
と

思

う

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

個

人

主

義

の

扉

を

破

っ

た

、
生

死

を

超

え

る
交

流

の

連

関

共

同

体

の

認

識

に

移

っ
て

ゆ

く

こ

と

は

、

今

日

の

重

要

な

思

想

的

課

題

で

あ

ろ

う

。

私

も

田

辺

と

は

少

し

違

っ

た

見

地

か

ら

で

は

あ

る

が

、

田

辺

の

考

え

方

と

通

ず

る

も

の

を

も

っ

て

い

る

。

私

自

身

決

し

て

孤

立

し

た

単

独

者

で

は

な

く

、

こ

の

宇

宙

の
長

い
歴

史

の

な

か

か

ら

生

み

出

さ

れ

、

そ

の

宇

宙

へ

と
再

び

還

っ

て

ゆ

く

。

そ

う

し

た

共

同

連

関

体

の

一

員

と

し

て

、

他

者

と

の
連

関

の

な

か

に

あ

り

続

け

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

を

従

来

云

わ

れ

て

き

た
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉｓ
m

や
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｓ
m

か

ら

進

ん

で

、
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｃ
ｏ
ｓ
m
iｓ
m

と

名

づ

け

て

お

く

。

こ

こ

に

今

日

の

哲

学

の

大

転

換

が

あ

り

、

田

辺

の

「
死

の

哲

学

」

は

そ

こ

へ
到

る

一

つ

の
途

を

指

し

示

す

注

目

す

べ

き

も

の

と

私

に

は
思

わ

れ

る

。

三
　

和
辻

哲
郎
（
一
八
八
九
－

一
九
六
〇
）

１
　

和
汢
と
「
風
土
」
の
比
較
思
想

比
較
思
想
な
い
し
比
較
文
明
的
に
み
て
、
和
辻
の
最
も
興
味
深
く
重
要

な
著
作
は
「
風
土
」（

一
九
三
五
）
で
あ
る
。
彼
の
「
風
土
」
の
概
念
は
、

西
田
の
「
環
境
と
個
体
の
自
己
同
一
」
と
し
て
の
「
場
所
」
の
概
念
と
結

び
つ
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
風
土
」
は
単
な

る
物
理
的
世
界
で
は
な

く
、
そ
こ
に
住
む
人
間
の
生
き
方
や
態
度
・
感
性
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
和
辻
は
こ
う
し
た
立
場

か
ら
、
自
ら
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
の
旅
に
お
け
る
経
験
を
も
と
に
し
て
、
世
界

の
風
土
を

「
モ

ン
ス
ー

ン
」
（
ア

ジ
ア

ー
イ

ン
ド
・
南

シ
ナ
・
日
本
）

と
「
沙
漠
」

（

ア

ラ

ビ
ア

ー
ア

フ
リ

カ

）

と

「
牧
場

」
（

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
）

に
分

け
、

そ
　
1
4

こ
に

お
け

る
人

々
の

考

え
方
、

生
活
様
式

、
自

然

に
対

す
る
態

度
の
違

い

な

ど
を
見

事
に
剔

出

し

て
み

せ
た
。

こ
れ

は
和

辻

の
優

れ
た
感

性
・

洞
察

力

を
示

す

も

の
で
、

そ

れ
ま

で
の
思

想
論
、
文

化

論
に

欠
け
て

い
た

「
風

土
」

と

い
う
環

境
的

條

件
を
組

み
入

れ
た
創

造
的

試
み
で

あ

っ
た
。

こ
れ

は
同

時

に

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
の
「

存
在

と
時
間

」
（

一
九
二

七

）

に
お

け
る

「
時

間
」

中

心

の
見

方

に
対

抗

し
て

「
空
間

」

の
問

題

を
提

起

し
た

と
も

云

え

る
。

今
後

の
文

化
論

が
、
こ

の
時
空
（
歴

史

と
地

理
）

を
統
合

し
た

も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
は
、
云

う
ま

で

も
な

い
で
あ

ろ
う
。

２
　

和
汢

と

「
間
柄

」
の

倫

理

次

い
で

和
辻

の
最

も
大

き

な
功
績

は
、
「
人

間

の
学
と

し
て

の
倫
理

学
」

（
一
九

三
四

）

に
表

わ

さ
れ
た

「
間
柄

」
（

あ

い
だ

が
ら

）
の
倫

理

の
創
出

で

あ
ろ

う
。

こ
の
著

作

に
も
西

田

へ
の
献
辞

が
あ

り
、

ま
た

「
人
倫

の
絶

対

的
全

体

性
」

を

解
明

す

る

も
の

と
し

て
、
「
我

と
汝

」
を

説

く
西
田

へ

の
言

及

が
あ

る

か
ら
、
西

田

の

「
場

」
の
考

え

と
結

び
つ

き

が
あ

る
か

も

知

れ
な

い
。

し

か
し
和

辻

の
試
み

は
「
倫
理

」
（
「
と

も

が
ら
」
の

「
こ
と

わ
り
」
）

の
言

葉

の
分
析

か

ら
出
発

す

る
、

あ

く
ま
で

も
独

自
な

も
の
で

、

こ

れ
も

ま
た

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
よ

う
な
単
独

者

の
倫
理

を
批

判
す

る
も

の

と

な

っ
て

い

る
。
（

イ

デ

ッ
ガ

ー
が

Ｍ
ｉｔｄａ
ｓｅ
ｉｎ

を
説

い
て

も
、

そ
れ

は

単

に
個

人

の
並

存

で

、
道

具

の

Ｚｕ
ｈａ
ｎ
ｄｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｉｎ

を
介

し
て

間

接

に
結

び

つ
く
に

す

ぎ
な

い
。
和

辻

に
と

っ
て

は
、

人
間
存

在

は
ま

さ
に
人
間

存
在

と

し
て

、

そ
の
理

論
的

認
識

に

お
い
て

も
実
践
的

倫
理

に

お

い
て

も
、
最

初

か
ら
間

柄

的
共
同

態

を
前

提

し
、
そ

れ
に
基

づ

い
て

行

わ
れ
て

い
る
と



す
る
。
私
は
こ
の
和
辻
の
主
張
は
正
し

い
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
哲
学
や

倫
理
学
の
大

い
な
る
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
問
題
は
、
こ
の
間
柄
の
中
味
で
あ
る
。
和
辻
は
当
初
は
か
な
り

一
般
的
な
広
い
も
の
を
考
え
て

い
た
が
、
し
だ
い
に
「
同
胞
」
、

つ
ま
り

国
家
の
な
か
で
の
個
人
同
士
の
関
係

に
収
斂
し
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え

る
。
こ
こ
に
今
日
か
ら
み
る
と
限
界

が
あ
る
。
私
に
と
っ
て
「
間
柄
」
と

は
本
質
的
に
「
自
他
関
係
一

で
あ
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
同
質
な
も
の
の

間

柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
質
的
な
も
の
と
の
関
係
を
含
む
。
つ
ま
り
「
間

柄
」
は
そ
う
し
た
「
他
者
理
解
」
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
己

対
他
者
関
係
に
お
い
て
、
他
者
と
は
他
人
、
他
文
化
、
他
文
明
の
ほ
か
に
、

動
物
や
植
物
を
含
む
自
然
も
、
今

や
重
要
な
他
者
で
あ
る
。
こ
の
「
他
者

理
解
」
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
ま
た
再
論
す
る
。

四
　

井

筒

俊

彦

（

一

九

一

四

－

一

九

九

三

）

１
　

井

筒

と

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

井

筒

の

比

較

思

想

に

対

す

る

第

一

の

貢

献

は

、

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

と

い

う

も

の

を

比

較

の

項

と

し

て

日

本

に

は

じ

め

て

取

り

入

れ

て

き

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

「

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

史

」

（

一

九

七

五

）

と

い

う

名

著

を

刊

行

し

、

「

コ

ー

ラ

ン

」

を

は

じ

め

と

し

て

さ

ま

ざ

ま

な

ア

ラ

ビ

ア

語

思

想

文

献

を

原

語

か

ら

翻

訳

出

版

し

た

の

み

な

ら

ず

、

「

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

と

夕

オ

イ

ズ

ム

」

（

 Ｓ
ｕ
ｆｉ

ｓ
ｔ
ｎ

　ａ

ｎ

ｄ

　
Ｔ
ａ
ｏ

ｉ
ｓ
m

：
Ａ

　
Ｃ
ｏ
ｍ

ｐ

ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ

ｖ
ｅ

　
Ｓ
ｔ
ｕ

ｄ
ｙ

　ｏ
ｆ

　ｔ
ｈ

ｅ

　Ｋ

ｅ
ｙ

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
Ｃ
ｏ
ｎ

ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
ｓ

「
　
Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉｔ
ｙ

　
ｏ

ｆ
　
Ｃ

ａ

ｌ
ｉ
ｆｏ

ヨ

一
ａ

（

　
１
９
８

４

）

の

よ

う

な

優

れ

た

比

較

研

究

を

行

っ

た

。

そ

の

他

彼

の

著

作

の

到

る

と

こ

ろ

で

、

イ

ス
ラ

ー

ム
と
仏

教

そ
の
他

の
東
洋

思
想

と
の
比

較
考

察

が
み

ら
れ

る
。

人

に
よ

っ
て

は
、

彼
の

イ
ス
ラ

ー

ム
理
解

は
イ
ラ

ン

の
シ
ー
ア

派
的
方

向

に

偏

っ
て

い
る
な

ど
と
云

わ

れ
も

す
る

が
、

シ
ー
ア
派

で
あ
れ

、

ス
ン
ナ

派

で
あ

れ
、

そ

の
ア
ラ

ビ
ア
語
原

典

を

し
っ
か
り

と
読

み
こ
な

し
、

こ
の

意

味
を
正

確

に

つ
か
み
出

し
て

く

る
こ
と

が
重
要

で
、
井

筒
は

そ

の
上

で

彼

の
主

体
的

な
実

体
験

を
も
と

に
し

て
、

そ
の
独

自
な
解

釈
を

な
し

と
げ

て

い
る
と
こ

ろ
に

、
む

し
ろ
彼

の
思

想
研
究

の
卓

越

さ
が
あ

る
と
云

う

べ

き
だ

ろ
う
。

２
　

井

筒
と

「
コ

ト
バ
の

哲
学
」

井

筒

の
研

究

の
も

う

一

つ

の
特

徴

は
、
「
コ

ト

バ
」

の

重
視

で

あ

る
。

こ
の

「
コ
ト

バ
」

は
単

な
る

「
言

葉

」

の
よ
う
に

意
味

を
写

す

も

の
で
は

な

く
、

む

し

ろ
意

味

を
根
源

に

お

い
て

「

つ
く
り
出

す

」
も

の

で
あ

る
。

し

か

も
井
筒

の
言
語

論

は
、
ソ

シ
ュ

ー

ル
の

シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
～

シ
ニ
フ

ィ

エ
の
対

応
に

よ

る
、
意
識

の
表
層

に

発

す
る
も

の
で

は
な
く
、
意

識

の
深

層

に
根

を
下

ろ

す

「
言

語
ア

ラ

ヤ
識

」

に
基

づ

く
も

の
で

あ

る
（
「
意

識

と
本
質

」（

一
九
九

一
）
）
。
こ

の
こ

と
は
、
彼

の
意
味

論

が
唯
識

の
「
種

子
」

（

ピ
ー

ジ

ヤ
）

論

に

つ
ら

な

る

こ
と

を

示

唆

し
て

い
る
。
実

際

井

筒

は
、

イ

ス
ラ

ー

ム
研
究

者
で

あ

る
と
同
時

に
、
否

そ

れ
以

上

に
、
哲

学
的
意

味

論

の
研

究
者

と
し

て
自

ら
を
持

し
て

い
た
向

き

が
あ

る
。

し
か

し

こ
の
辺

り

の

詳

細

は
、

つ

づ

く
若

松

氏

の

発

表

に

ゆ

ず

り
、

次

の

そ

の

生

誕

一
〇

〇

年
を
記

念

す

る
中

村
元

の
問
題

に
移

り
た

い
。

（

な
お
、

井

筒

の
系
譜

上

で

の
関
係

は
、

や
や
孤

立

し
て

い

る
。
西

田

の
著
作

に
触

れ
た
文

言

は
あ
る

が
、
実
質

的
関

係

は
見
出

し
難

い
。
後

継
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に
つ
い
て
も
、
「
意
味
の
構
造
」
（
一
九
七
二
）
を
邦
訳
さ
れ
た
牧
野
信
也

ほ
か
、
黒
田
壽
郎
、
松
本
耿
郎
ら
が
お
ら
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
の
継
承

発
展

が
期
待
さ
れ
る
。
）

五
　

中

村

元

（

一

九

匸

一
－

一

九

九

九

）

１
　

中

村

と

比

較

思

想

研

究

中

村

は

そ

れ

ま

で

な

さ

れ

て

き

た

個

別

的

な

比

較

研

究

に

と

ど

ま

ら

ず

、

比

較

思

想

な

る

も

の

の

全

般

的

考

察

を

行

い

、

我

が

国

に

お

い

て

そ

の

学

問

的

基

礎

を

定

め

た

。

本

学

会

の

創

設

も

こ

れ

に

負

う

の

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

に

よ

り

日

本

を

比

較

思

想

研

究

の

大

き

な

一

拠

点

た

ら

し

め

た

。

こ

れ

は

不

朽

の

功

績

で

あ

る

。

彼

は

つ

と

に

「
初

期

ウ

エ

ー

タ

ン

ク

哲

学

」

に

つ

い

て

の

世

界

的

業

績

を

あ

げ

、

パ

ー

リ

語

原

典

の

翻

訳

を

は

じ

め

、

原

始

仏

教

の

精

細

緻

密

な

解

明

を

行

っ

た

の

み

な

ら

ず

、

イ

ン

ド

思

想

に

と

ど

ま

ら

ず

、

ギ

リ

シ

ア

哲

学

、

中

国

哲

学

、

日

本

思

想

を

包

括

的

に

と

り

上

げ

、

比

較

研

究

の

対

象

と

し

た

。

ま

ず

「

東

洋

人

の

思

惟

方

式

」
（

四

巻

、

一

九

四

七

１

一

九

六

四

）

に

お

い

て

、

イ

ン

ド

大

・
中

国

人

・

日

本

人

・

チ

ベ

ッ

ト

大

、

次

い

で

後

に

韓

国

人

の

思

惟

構

造

も

加

え

て

比

較

し

て

論

じ

た

。

こ

れ

は

貴

重

な

業

績

で

あ

る

が

、

さ

ら

に

進

ん

で

「

比

較

思

想

論

」
（

一

九

六

〇

）

を

著

し

て

、

こ

の

新

し

い

研

究

領

域

の

全

体

的

展

望

を

与

え

た

。

こ

れ

は

そ

れ

ま

で

類

書

を

み

な

い

も

の

で

、

今

で

も

こ

れ

を

超

え

る

総

体

的

考

察

は

得

ら

れ

て

い

な

い

で

あ

ろ

う

。

さ

ら

に

注

目

を

喚

起

し

た

い

の

は

、

英

文

著

作

Ａ

　
Ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　Ｈ

ｉｓ
ｔｏ
ｒ
ｙ

　ｏ
ｆ

　Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｓ

（

Ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ｎ

　Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　Ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ａ
ｌ「
　
１
９
７
５
」

で

あ

る

。

こ

れ

は

英

文

で

あ

る

た

め
か
、
日
本
で
は
余
り
読
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
比
　
1
6

較
思
想
の
宝
庫
で
あ
り
、
こ
の
領
域
の
研
究
者
の
熟
読
を
お
推
め
し
た
い
。

こ
こ
に
比
較
思
想
研
究
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

２
　
中
村
の
比
較
思
想
の
世
界
性

中
村
の
比
較
思
想
の
研
究
に
は
、
世
界
的
規
模
に
お
け
る
思
想
の
平
行

発
展
を
与
え
る
歴
史
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
西
田
、
田
辺
、
井
筒
に
は
な
か
っ
た
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
「
原
始
的
思
惟
」
↓

「
古
代
的
思
惟
」
↓

「
中
世
的
思
惟
」
↓

「
近
代

的
思
惟
」
と
い
う
風
に
、
古
代
後
期
の
「
普
遍
思
想
」
に
と
く
に
注
目
し

な
が
ら
、
そ
の
発
展
段
階

が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
論
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
色
が
は
っ
き
り
剔
出
さ
れ
て
い
る
。
中
村
は
和
辻
に
も
こ
う
し
た
「
歴

史
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
重
要
だ

と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
倫
理
学
」
（
下
巻
、
一
九
四
九
）
の
「
世
界
史

に
お
け
る
諸
国
民
の
業
績
」
に
お
け
る
「
世
界
史
第
一
期
」
（
エ
ジ
プ
ト
、

メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
）
、
「
世
界
史
第
二
期
」
（

ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
イ
ン
ド
、

シ
ナ
）
、
「
世
界
史
第
三
期
」
（
イ
ス
ラ
ム
、
新
し
い
シ
ナ
、
新
し
い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
記
述
は
た
し
か
に
貴
重
で
は
あ
る
が
、

肝
心
の
そ
の
次
の
「
近
代
」
を
つ
く
る
「
科
学
革
命
」
の
認
識
を
欠
く
た

め
、
そ
れ
は
現
代
の
科
学
技
術
文
明
に
直
接
す
る
諸
問
題
を
全
く
と
り
扱

い
え
て

い
な
い
。
中
村
の
「
近
代
」
の
規
定
に
も
な
お
再
考
の
余
地
が
あ

る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
世
界
史
的
視
野
を
つ
ね
に
失
わ
な
か
っ
た
点
は

重
要

で
あ
る
。

中
村
に
よ
っ
て
独
創
的
に
展
開
さ
れ
た
壮
大
な
る
「
世
界
思
想
史
」（
全



七

巻
、
一
九
七
四
－

一
九
七
七
）
は
、
な
お
我
々
に
よ
る
そ
の
継
承
と
発

展
を
俟
つ
て
い
る
。

六
　

比

較

思

想

の

新

た

な

る

射

程

最

後

に

比

較

思

想

研

究

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

私

自

身

の

考

え

を

述

べ

て

お

き

た

い

。

１
　

私

に

と

っ

て

の

比

較

研

究

私

に

と

っ

て

比

較

研

究

と

は

、

結

局

他

者

理

解

の

試

み

と

云

え

る

。

自
－

他

の

関

係

構

造

の

構

築

で

あ

る

。

こ

の

と

き

両

者

の

間

に

共

通

す

る

「

一

」

を

求

め

て

、

い

わ

ゆ

る

「
普

遍

的

」
（
ｕ
ｎ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ）

な

も

の

を

見

出

そ

う

と

す

る

こ

と

が

し

ば

し

ば

追

求

さ

れ

る

。

し

か

し

こ

れ

は

必

ず

し

も

正

し

く

な

い

だ

ろ

う

。

こ

の

自

他

は

あ

く

ま

で

異

な

る

も

の

で

、

こ

こ

に

ｕ
ｎ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
な

も

の

を

索

め

て

、
そ

れ

を

一

つ

の

も

の

に

向

け

る

（
ｕ
ｎ
ｉ
-

ｖ
ｅ
ｒ
ｔｏ
）

こ

と

は

で

き

な

い

。

さ

り

と

て

、

そ

れ

ら

が

単

に

異

な

る

「
多

」

で

あ

る

と

し

て

、
m

ｕ
ｌｔ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
な

も

の

と

し

て

、

ぱ

ら

ぱ

ら

に

し

て

し

ま

う

（
∃
ｕ
ｌｔ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｔｏ
）

こ

と

で

も

な

い

。

そ

う

で

は

な

く

し

て

、

こ

の

自

他

は

あ

く

ま

で

も

異

な

り

な

が

ら

、

そ

こ

に

「

通

底

す

る

」

も

の

を

見

出

し

て

ゆ

こ

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

ｕ
ｎ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
で

も
m

ｕ
ｌｔ
ｉ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ

で

も

な

く

、

ま

さ

に

ｔｒ
ａ
ｎ
ｓ
-ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
な

の

で

あ

る

。
「
通

底

さ

せ

る

」
（
ｔｒ
ａ
ｎ
ｓ
-

ｖ
ｅ
ｒ
ｔｏ
）

と

い

う

こ

と

は

、
互

い

に

自

己

を

変

換

し

な

が

ら

他

者

の

う

ち

へ

、

他

者

を

変

換

し

な

が

ら

自

己

の

う

ち

へ

と

と

り

入

れ

て

ゆ

く

こ

と

を

意

味

す

る

。

こ

の

よ

う

に

ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌ
ｉｔｙ

で

は

な

く

、

ｔｒ
ａ
（
ｎ
ｓ
）ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｌｉｔｙ

を

求

め

て

ゆ

く

の

が

、

比

較

研

究

の

基

本

的

な

あ

り

方

だ

と

思

う

。

こ

の

「
通

底
」

す

る
も

の
を
見

出

そ
う
と

す

る

「
通
観
」

に

よ

っ
て

、
白

で

も
な

く

他

で

も

な

い
、

新

た

な

も

の

を

「
共

創

」
（
ｃ
ｏ
-ｃ
ｒｅ
ａ
ｔｉｏ
ｎ
）

し
、

共

生

（
ｃ
ｏ
-ｖ
ｉｖ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

に

向

か

っ
て

の

人

類

の

歩

み

を
授

け

る

こ

と

こ

そ

が
、

比

較
思

想
研
究

の

目
標

で
あ
り

、
使
命

で

あ
ろ
う

（
な

お
、

こ
の

「
通

底

の
知
」

に

つ

い
て

は

「
環

」
三

一
号

（
二
〇

〇
七

、
秋
）

に

お
け

る
、
服

部

英
二

、
川

勝
平
太

お

よ

び
筆

者

の
鼎
談

も
参
照

。
）
。

２
　

比

較
思

想
は
過

去
研

究
に

と
ど

ま
ら
な

い

さ

ら
に
比
較

思
想

は

単
な

る
過
去

の
研
究

で
は

な

い
。

そ

れ
は
歴
史

的

問
題

で

あ

る
と
と

も
に

、
そ

れ
に

つ
ら

な
る
現
在

の
地
球

的
・

人
類
史

的

問
題

で

あ
り

、
深

く
我

々
（

こ
れ

か
ら

の
将

来
世
代

を
含

む
）

の
未
来

の

生

き
方

に
関

わ

る
思
想
研

究

で
あ

る
。
歴
史

遡
及
的

で

あ

る
と

と

も
に
未

来

志
向

的
で

あ
り
、

こ

の
交
点

に
立

つ
我
々

の

「
今

」
と

い
う
視
点

を
欠

い
て

は

な

ら

な

い
だ

ろ

う
。

こ

の

点
で

現

在

の
比

較

思
想

研

究

は
、

人

間
匚

文

化
卜
自

然

の
全

領
域

で
新

し

い
自
他

関
係

を
再
構

築

す
る

重
要
任

務

を
負

う
て

い
る
。

（

い
と

う
・
し

ゅ
ん

た
ろ

う
、
科
学

史

・
比
較
文

明

・
比
較

思
想
。

東
京

大
学

名
誉

教
授
）

17　1　日本におけ る比較思想 の系譜


