
比
較
思
想
文
献
紹
介

小
坂
国
継

『
西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
る
哲
学
者
群
像

―
―
近
代
日
本
哲
学
と
宗
教
』
ミ
千
ル
ヴ

ァ
書
尿
、

一
九
九
七
年
六
月

末
善
は
画
口
掟
多
郎
の
な
学
と
そ
れ
と
格
聞
し

つ
つ
向
ｒ卜
の
思
想
を
撫
り
ｌｉ
げ
て
い
っ
た
近
代
日

本
の
を
学
者
た
ち
を
あ
つ
か

っ
た
も
の
で
ヽ
る
。

第
１
部

「宗
教
的
白
覚
の
論
理
―
―
西
阿
を
十

の
性
格
と
課
担
」
で
は
、

内
田
打
学
の
恨
本
的
性

格
と
よ
宗
教
的
な
自
党
の
論
理
化
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
本
質
を
よ
う
鮮
明
に
す
る

た
め
、

同
じ
く
宗
教
的
自
覚
の
ヤ
場
に
た
つ
ス
ビ

′
ザ
者
ヤ
と
の
比
較
が
試
ス
ら
れ
て
い
る
。

第
１

部

「絶
対
無
と
介
計
法
―
―
西
口
哲
ヤ
と
そ
の
周

辺
」
で
は
、

国
辺
売

・
高
橋
掌
表

・

一木
浩

・
和

辻
哲
郎

「
久
は
貞

一
ら
が
取
う
１１
げ
ら
れ
、

い
ず

れ
も
由
阿
省
学
の
絶
対
無
の
慨
念
を
批
判
的
に
ま

た
発
展
的
に
継
水
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。

以
下
で
各
章
つ
内
容
を
紹
介
す
る
。

第
１
部
第

一
手
に
お
い
て
著
拓
は
西
口
哲
学
の

水
本
的
性
格
と
し
十
一二
元
論
の
徹
底
的
否
定
を
あ

げ
る
。

十
な
わ
ち
エ
ネ

「融
和
」
の
論
理
と
も
い

ら
に
そ
れ
ら
の
根
氏
に
■，
る
も
の
か
Ｈ
木
独
自
つ

絶
対
無
の
概
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
章
で

は
、

そ
の
う
ち
田
辺
の
皆
学
が
内
田
の

「絶
対
無

の
場
所
」
の
思
想
を
乗
ｎ
越
え
よ
う
と
す
る
試
ム

で
あ

っ
て
、

や
か
て
そ
こ
か
ら
経
の
論
理
を
中
心

と
し
た
日
ら
の
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
打
ち
立
て

た
こ
と
を
明
ら
か
に
十
る
。

統
く
二
つ
の
ま
で
は
高
橋
里
美
の
哲
宇
か
披
わ

れ
て
い
る
っ

す
な
わ
ち
第

一章
に
お
い
て
高
橋
の

『羊
の
研
究
』
批
判
を
取
り
上
■
て
、

キ
ど

に
後

の
高
橋
哲
学
の
萌
ナ
を
兄
い
だ
し
て
い
る
。

さ
ら

に
第
阿
章
で
は
、

高
僑
打
宇
つ
、

キ
‐

ら
め
る
存
在

を
包
越
し
そ
れ
ら
を
目
己
の
内

へ
と
包
消
す
る
企

体
と
し
て
の
包
越
的
　
れ
は
、

西
口
の
絶
対
無
の

場
所
の
概
念
に
近
い
こ
と
が
示
き
――
る
。

た
た
し

高
橋
の
打
宇
は
す
べ
て
の
も
の
を
水
遠
な
る
白
己

ケ
結
的
な
静
止
の
内
に
包
消
し
よ
う
と
す
る
は
い

傾
向
＝
を
も

「
て
い
一
．、
西
田
よ
う
い
っ
斗
千

静

寂
主
義
的
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
二
木
社
が
考
案
め
対
象
と
な

っ
て

い
る
。

そ
こ
で
は
晩
年
の
二
木
の
親
■
論
か
雁
史

的
相
対
―■
に
お
け
る
絶
対
性
の
自
党
と
し
て
高
日

哲
学
の
超
売
の
意
味
を
も

っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、

『者
学
人
間
ヽ
は
、

山
田
哲
宇
に
あ

っ
て
不
十
分

実
在
論
か
ら
後
の
絶
対
無
の
場
所
の
概
念
ま
で

一

貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第

一
ム章

で
は
西
口
の

「場
所
」
の
論
理
に
お
け
る
実
践
批
念
と
し
て
の

「行
為
的
直
胡
」
を
検
討
し
て
い
る
，

十
な
わ
ち
、

通
常
対
脈
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
行
為
た

直
観
は
実
際
は
相
即
的

・
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
、

物
や
世
界
に
つ
い
て
の
深
い
■
体
的
洞
察
か
ら
お

つ
ず
と
生
し
て
く
る
行
為
的
直
観
は
宗
教
的
白
生

と
も
■
「
へ
音
も
の
な
つ
て
あ
■
ク

第

一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
西
門
を
学
た
ス
ど

／
ザ
と
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。

個
体
と
き
通
の
関

係
に
注
目
す
る
と
、

ス
ピ
′

ザ
の

「神
に
対
す
る

知
的
愛
」
は
、

人
間
の
神
に
対
す
る
愛
で
あ
る
と

同
時
に
神
の
自
己
自
身
に
対
す
る
受
で
あ
り
、
し

た
か

っ
ヤ
、ま
た
神
の
人
間
に
対
す
る
安
て
も
あ
る
。

同
様
に
、

内
田
に
お
け
る

「絶
対
無
の
自
覚
」
も

ま
た
、

宗
教
的
意
識
と
し
て
の
自
己
の
絶
対
無
の

向
覚
で
あ
る
と
同
時
に
、

絶
対
無
の
場
所
自
身
の

日
覚
で
も
ふ
る
。　
一

方
．

時
間
と
永
遠
の
問
題
に

つ
い
て
い
た
は
、
ス
ピ
／
ザ
の
時
間
は
個
物
を
水

遠
の
相
の
ド
に
解
消
す
る
時
間
で
あ
る
の
に
対
し

て
、

内
田
め
時
間
は
個
物
が
自
己
を

水
途
の
今
の

周
己
限
忙
と
し
て
向
宅
す
る
時
間
で
あ
る
。

末
よ

な

「
水
造
の
■
に
お
■
る
絶
対
性
と
性
史
的
榔
対

性
は
い
か
に
し
て
結
合
さ
れ
る
か
」
と
い
う
課
題

に
■
体
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
体
た
よ
う
と
し
た

も
の
て
あ

っ
た
千
／万…
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一′、章

は
和
辻
倫
理
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
て
あ
る
。

イ

者
は
こ
こ
で
内
日
の
他
対
無
と
和
辻
の
■
の
概
念

の
共
同
を
検
討
し
て
い
る
が
、

内
田
上
虚

っ
て
和

Ｌ
て
は
年
か
／
エ
イ
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め

に
究
極
的
に
は
個
人

一個
）
の
国
家

一全
体
一　
へ

の

一
方
的
な
帰
人
に
陥

っ
て
し
ま
う
と
批
判
し
才
．

い
る
。

第
七
章
で
は
西
円
の
止
統
的
後
継
子
と
し

一
．久
松
が
肯
定
的
に
評
１１１ｉ
さ
れ
て
い
る
．

す
な
わ

ち
久
松
の

「絶
対
無
」
は
純
絆
に
絶
対
自
者
的
な

「無
相
の
口
己
」
で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
商
ロ
イ
宇

を
■
体
的
方
向
に
徹
底
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
．

最
後
に
全
体
の
感
想
を
子
他
に
述
べ
た
い
。

ま
ず
第
Ｈ
部
に
つ
い
て
は
、

内
□
と
そ
れ
ぞ
れ

の
口
心
輛
と
み
′
一の
一父
肺
ふ
占
心相
一
へ
の
影
型
長
な
メ
一、　
力
体

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。

と
り
わ
付
〓
木
の

規
皆
論
が
西
口
哲
■
の
超
克
を
企
図
し
て
い
る
と

か
、

和
辻
の
Ｔ
の
弁
証
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
時
局

へ
の
迎
合
に
噴
し
て
し
ま
う
な
ど
、

日
か
ら
財
が

いを
ち
る
思
い
か
し
た
。

と
こ
ろ
小
第
１
部
の

「十

教
的
自
覚
」
に
つ
い
て
は
し

っ
く
り
い
か
ぬ
と
二

は

っ
き
り
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
‘

著
子

よ
帯
Ｉ
部
第
二
章

「宗
教
的
日
覚
の
論
理
」
に
お

い
才
、

意
識
的
レ
ヴ

一
ル
で
も
道
徳
的
レ
ゲヽ

ェ
ル

で
も
な
い
自
覚
を
無
前
提
に

「宗
教
的
」
日
覚
と

呼
ん
イ
い
る

一
一Ｌ
貞
一。
し
か
し
そ
れ
は
通
常

の
西
洋
を
学
の
タ
ー
ミ
′
ロ
ドン
ー
に
お
い
て

「存

■
論
的
」
と
か

「形
而
上
的
」
と
か
呼
ば
れ
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宗
教
と
い
う
な
ら
は
神
な

ゆ
ダ
ｔ
て
な
り
の
割
念
や
教
氏
な
ど
が
前
提
と
さ

ご ダ

れ
て
い
る
は
す
な
の
に
、

第
１
部
に
お
い
て
内
田

有
宇
と
浄
土
卓
宗
や
禅
仏
教
ま
た
キ
‐―
ス
ト
教
と

の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
，

西
田
自
身
が
定
義

し
て
い
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
、

西

門
を
学
の
根
氏
に
は
宗
教
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
か
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
知
う
た
く

思
う
中　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒平
山
　
洋
）

り
べ
き
そ
の
性
格
は
、

ど
中
の
研
究
』
の
現
象
即

の
静
枝
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
ス
ピ
／
ザ
哲
ヤ
た
は

異
な

っ
て
、

西
田
を
学
て
は

「
日
己
の
内
な
ろ

仲
」
の
精
神

へ
の
頭
現
と
い
う
主
体
的
自
覚
の
側

両
，
強
調
さ
れ
一
い
る
。
さ
ら
に
宗
教
と
追
徳
の

関
係
に
つ
い
才
、
い
え
ば
、

ス
ビ
′
ザ
は
苦
忠
の
例

念
を
自
然
的

・
道
徳
的

・
宗
教
的
の
三
段
階
で
捉

た
な
か
ら
、

絶
対
的
宗
教
的
き
悪
が
ど
う
し
て
相

対
的
追
徳
的
善
ど
と
関
係
を
も
ち
う
る
の
か
に
つ

い
て
は
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。

西
―――
も
ま
た
、

示
教
は
追
徳
的
自
己
が
自
己
矛
時
の
極
点
に
お
い

て
自
己
白
身
を
絶
対
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
聞

小
さ
れ
る
と
す
る
も
の
の
、

現
実
の
宗
教
が
道
徳

■
テ
う

よ
う
に
茎
確
↑つ

け
る
の
か
に
つ
い
十
一は
論

じ
ヤ
、い
な
い
。

向
者
と
も
に
宗
教
的
白
覚
の
観
念

が
道
徳
と
い
か
に
結
び
つ
く
の
か
判
然
と
し
な
い

点
で
、

同
じ
ア
■
リ
ア
を
抱
た
十
、
い
る
の
で
あ
る
．

第
六
章
で
は
、

務
―
部
の
ま
た
め
と
し
て
、

西

田
哲
学
の
最
大
の
課
題
と
は
、

現
象
的
日
常
的
な

世
界
と
深
層
の
実
在
的
宗
教
的
目
覚
の
世
界
と
の

結
び

つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
て
あ
る
、

と
し

才
い
る
。

第
Ｈ
部
第
　
主年
で
は
、

現
代
Ｈ
本
を
代
表
す
る

内
田
打
学

・
田
辺
哲
宇

・
高
橋
を
学
に
共
通
す
る

宗
教
哲
学
的
要
ネ
と
介
証
法
的
要
素
を
あ
け
、

き


