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1． は じめ に

　 イ ン ド哲学者 に して
， 比 較思想研 究者 と して も高名 な故 中村 元博 士 の 業績 を受

け継 ぐに は ， 如何 なる意義が あ り， また どの よ うな方法論 を確 立 す るべ きなの か ．

本小論は 「中村 イ ン ド学」の 継承の た め に如何 な る こ とが 必要か につ い ての 試論

で ある。

　周知の よ うに， 中村博士 の 業績は多岐に亘 り， 数量 も膨大 で あ る． 加 えて ， 中

村博 士 の 業績 は所謂伝 統的 ， あ る い は ア カ デ ミ ッ ク な イ ン ド学の 研 究 領 域 を超 え

て ， 広 く歴 史学 ， 比 較思想　哲学， 社会科学 ， 文明論な どの 領域 に跨 っ て い る ．

こ の 意味 で
， 中村博士 の イ ン ド学 は ， イ ン ドを対象に して い る 場合 で さえ ， そ の

精神 は イ ン ドを超 えた 普遍 的な人類思想史 とい う視点か ら論 じて い る とい える の

で あ る．

　 それ故 に ， 中村博士 の 業績 の 理解 ， ある い は評価 は
，

一
層難 しい もの とな っ て

い る． しか も， そ の 学問的 な継承 と云 うこ とに なれ ば
，

一 層難 しい 問題 を抱 える

こ とと なる． しか し ， 継承の 困難 さは認め られ るが ， 博士 が切 り開い た新 しい 思

想 史の 領域 ， あ る い は イ ン ド思想 史の 継承 は
， 日本の イ ン ド研 究 ， 否 ， 思想研 究

に課せ られ た大 きな 学問 的義務 で もある と筆者 は考 えて い る ． 以 下 に 於 い て は
，

中村博士の 『世界思想史』 を中心 に
， 広い 視 野か らの 「中村 イ ン ド学 」 に 関 して

考察す る こ と とす る ，

2 ． 中村 イ ン ド学 の 背景

　先ず ， 中村博士 の 思想研 究の 内容 の 検討 に 入 る 前 に
， 中村博士 が何 故 あの よ う

な広範な領域 を研 究対象 とされ た の か ， そ の 動機 につ い て
， 簡単に 検討 した い ．

　中村博士 の 業績が ， イ ン ド学 にお ける 王道 と もい え る ヴ ェ
ー ダ

ー
ン タ哲学で あ

る こ とは
，

論 を待 た ない が ， そ の
一

方で 中村博士 は， 和辻 哲郎 の 薫陶 を受 け ， 実
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践倫理 的で ある こ とを重視する哲学者で もあ っ た ． 故 に 中村 博士 は
，

ヒ ン ドゥ
ー

教正 統哲学研 究 にお い て 世界 を リー ドする存在で あ る
一

方で
， 哲学 ・思想 さ らに

は宗教研 究の 成果 を現実社会 の 中で 如何 に実践 的に 役立 たせ るか
，

と云 う使命感

を強 く持 っ て お られた．

　 さ らに 言え ば
， 中村博士 の 知 的営 み の 根源 は 「現在 に於 い て 注意 すべ き こ と と

して
， 文 明の 極度 の 発展結果 と して

， 物質的方面 に お い て 世界 は
一

つ に な っ て し

まっ た． … と こ ろ が 精神 的方面 に お い て 世界 は決 して 一 つ に な っ て い ない ． …諸

国がお互 い に疑心暗鬼 の状 態で
， イデ オ ロ ギー を対 立 させ て

， 窮屈 な垣 根 を設け

て い る． ど うに も動 きの とれ ない こ の 窮地 を打破 す る こ と こ そ思想家 の 任務 で は

ない か ．」 （r古代思想』 4 頁） と云 う文章に ， 明確で ある．

　 そ して ， そ の 学問の 目的 とは 「人類一
般の 平和 と幸福 と云 う目的 を達成する た

め に は ， 世 界 諸民 族 聞 の 相 互 理解 を促 進 しな けれ ば な らない ． そ うして 同 じ人 間

で ある とい う理解 を起 さなけれ ばならない 」 とい う目標 を提示 す る こ とで あっ た．

　 こ れ は
， 中村博 士 の

一
貫 した 学問へ の ス タ ン ス で あ り， そ の 原 型 は 『宗教 の 思

索 と実践』 （毎 日新聞社，昭和 24年 ， 復刻 ， サ ン ガ
， 平成 20年） に明確で ある ． そ し

て
， その 根底 に は

， 自らも含 め た悲惨 な戦争体験 が あ り， その 戦争 を引 き起 こ し

た偏狭で
， 唯我独尊的 な民族主義 や その 思想 へ の 深 い 懺 悔の 念 を感 じる の は筆者

だ け で あ ろ うか．

　 中村博士 は イ ン ド学 を基礎 としつ つ も， 現 実社 会 との 関係性 を重視 し， 常 に人

類 の 平和的共存の 道 に
， 自 らの 学問 を通 じて 積極 的 に 関与 し続 けた ． その 象徴 的

な業績 が ， イ ン ドの 諸 思想 ，比 較思想， 哲学 と広 くかつ 深 い 思 想 の 探 求者故 中村

博士 の 数ある著作の 中で も，『世界思 想史』（r決定版 中村 元選集 ：世界思想 史』全 4巻 ，

春秋社 ，
1998− 1999．構成 は， 『古代思想』， 『普遍思想』， 『中世思想』，『近代思想』．旧版 は

7分冊）で は ない か と筆者 に は思 われ る．

3 ． 独 自の 分類 の 意味

　 こ の 『世界思想史』は
， 所 謂歴 史学の ス タ ン ダ ー ドな分類 法で ある 古代 ， 中世 ，

近現代 とい う近代歴 史学　　基本 的に は西欧 ， 特 に ， イギ リス ， フ ラ ン ス ， オ ラ

ン ダ
，

ドイ ツ とい う 19世 紀 以 降の 近代 先進 国家 中心 思 考　　を無意 識 に前提 と

す る 「局地 主義 （pr・vincialism ）」的 な発想 に よ っ て 形成 され て い る ， と中村 博士

が 喝破する分類 法と敢えて距離 を置 き， 独自の 思想史観に よ っ て構成され て い る．

　生前
，

中村博士 は
，

近代 ヨ
ー

ロ ッ パ の 思 考を無 批 判 に受け入 れ る 日本 の 学問の
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在 り方　　こ れ を博士 は 「奴隷の 学 問」 と呼ん で お られ た が 　　こ の よ うな受動

的な学問の 在 り方 ，
つ ま り西洋近代 中心 主義の 学問の 在 り方か ら ， よ り公正 で 普

遍性 を持 つ 学問 の 在 り方， 全 て の 民族や 文 化 を平等 （平行的 ） にみ る見方 ， あ る

い は その ような人類史を目指 して お られ た ．特 に 「ユ ー
ラ シ ア 大陸 にあ らわ れ た

思想史の 発展 を客観的な視点か ら捉 え直す」 こ とを 目指 す ， とい う壮 大 な知的挑

戦 に挑 まれ たが ， 本 シ リー ズ はその 金 字塔 と云 うこ とが で きる ．

　そ して ， そ の 目的は ， 真 に 普遍 的 な人類 の 思想 史の 形成 と云 うこ とで あ り， 目

本 人一 般 の あい だに顕著で あ る と こ ろ の 「単 な る権威 に対す る盲従」か ら ， 「東

洋人の 形 成 した種々 の 思 想 を，哲学 的思索 の 視野 の うちに導 きい れ て 」そ れ を基

礎 と して 「西 洋の 哲学思 想 を批判的 に考察す る 」 こ とに よ り， 西 洋の 哲学 へ の 盲

従 や そ の 権威化に よ っ て で は な く， 寧 ろ それ らを 「批判 の 結果 として ， 真理 を 目

指 して新 た な哲学 の 確 立 を進 め る」 と云 うこ とで あ る ．

　勿論 ， 中村博士 は こ の 挑戦に つ い て 「資料 や 事実が偏 っ て い た り， 論証が不 十

分な点が あ る」 こ と を 自覚 され つ つ も， 「基 本的 な構想が ま と ま っ た」 と述 べ て

い る 。 つ ま り中村博 士 の 思 想史観 に 於い て 一 つ の 分析軸 が 成立 した
，

一
つ の 分析

軸 を もっ て ユ ー ラ シ ア 大陸の 思想史 を
一

元的 に分析 す る試み が 成立 した とい うこ

とで ある ．

　で は
， そ の 一

元化 され た分析軸 は何か ， と云 うこ とで あ る が
， その キー

ワ
ー ド

ともい え る もの が ， 「世界の 諸文化圏に お け る 諸文化 的伝 統 に お い て 平行 的な発

展段 階 を通 じて み られ る共通 の 問題設 定」 （r古代思 想』 p．i） とい うこ とで あ る．

こ の 中で も， 特 に 注 目さ れ る 言葉が 「平行的 な発展」で あ り， そ の 概念 で ある．

4 ． 「平行 的発展史観」 と は

　 こ の 「平行 的 な発 展 」 と云 う概念 は ， 時 間軸 と云 うよ りは 事項軸 と も呼ぶ べ き

もの を指 して お り，
こ の よ うな発想法は ， 所謂文献重視の イ ン ド学 ， 特 に イン ド

文献学 の 領域 とは 一
線を画す視点で あ り， 中村博 士独 自の 視点で あ り， 方法論で

もあ る． そ れ故 に， 中村博士 の こ の 業績 を如何 に受 け継 ぐか ， 更 に そ れ を
一

歩 ，

半歩進め る に は ど うした らい い か が ， 継承者 に託 され た大 きな 課題 で あ る．

　こ の 「平行 的発展段 階説」 は ，
ユ ー ラ シ ア の 諸地域 や諸民族 ， あるい は文明 を

い わ ば
一

つ の 単位 と して
， 時 間軸 的に独 立 させ て

，

一 つ の 個性 あ る い は伝統 と し

て 把握 し た うえで ， これ を時間軸 ， ある い は 事項軸で 切 る とい う方法 を採 っ て い

る．
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　中村博 士 は
，
1930年代後半 よ りイ ン ドの 領域 を超 えた ユ ー ラ シ ァ 的視 点か ら

ア ジア や イ ン ドを見 る とい う視点を持 っ て い た ． しか し
，

こ の 視点が本格的 に世

に 問 わ れ るの は ， 昭和 30 年代 で あ る． こ の 時期 は ， 日本 の 他 の 学会 で もユ ー ラ

シ ア全 体 の 発展 史を考え る思潮が 盛ん で あり， 中村博士 は梅棹忠夫の 『文 明の 生

態 史観』 （中央公論社， 1967年）な どの 先駆 けで あ る．

　中村 博士 が ， 全世界 （主 にユ ー
ラ シ ア で ある が ） を 1 つ の 「思想 の 場」 と して 統

一
的 に 考察す る とい う発想 に 至 る に は ， イ ン ド思 想 の 広大 な世界観が大 き く寄与

して い た こ とは想像 に難 くない が
，

さ らに言えば， ア
ー ノ ル ド J．トイ ン ビ ー の 『歴

史の 研 究』 （1934年
〜54 年，12巻． 日本語訳 は経済往来社 ，

1966〜72年，25巻）や カ ー

ル ・ヤ ス パ ー ス の 「枢軸 時代 説」 （r歴 史 の 起源 と 目標』 1949年 ， 日本語訳 は理想社 ，

1964）な どの 発想か ら， 何 らか の 知的触発を受けた 可能性 もあ る で あ ろ う．

　 こ れ らは ， 人類 の 歴 史 を狩猟 採集， 農耕 ， 都 市 ， 産 業革命 （近 代文明） とい う

発展段階 を通 じて 捉 え ，
こ の 発展段階 を， そ れ ぞ れ の 地域 ， ある い は文 明 にあて

はめ 理解 しよ うとする発想 で ある ． それ故に ， 人 類の 発展は
，

い わ ば 時間軸的 に

は ， 共通の 発展史 的なパ タ ー ン を通 じて ， 進化発展す る とい う発展史観 を基礎 と

す る．

　 とこ ろ で ，
こ の トイ ン ビー 的な各文明要素の 独立 的分析 ， 比 較研 究 は

， 文明論

者 か ら静的 ， 固定的 との 批判 を受 けて い る． つ ま り， 文明 問の 相 互性 ， 関連性 や

影響 関係が 明 確に な っ て い ない
，

と云 うの で あ る ． 結果 と して ， 同様 な事 例が ，

そ れ ぞ れ の 文明や 文化 に平 行的 に見 い だせ る とい う対比 的な比 較 に な る．

　こ の 点 を補 お うと した の が
， 伊東俊太郎博士 の 「文明交流 圏」 の 発 想 で あ る．

つ ま り， そ れ ぞ れ の 文 明は独自なもの を作 りなが らも， 実 は その 独 自性 は他の 文

明か らの 影響 を受け， それ を糧 と して
， 自己変容 させ て い る ． 同時 に それ は強弱

もあ る が相 互作用 の 場合が 少 な くな い ． 故 に ， 微 妙 に時 間軸的 なずれ を伴 い なが

ら各地 域 で， 類似 した文明が展 開す る とい う発想で あ る．

　つ ま り， 中村博士が 「平行的」 ある い は 「同時発生 的」 と指摘 する類似 の 現象

も
，

そ の 実は ， 文明間の 人の 移動 を通 じて 何 らか の 影響 関係 に よ っ て 成立 した と

考え られ る こ とで
， 有機 的 な連続性 を全 ユ ー ラ シ ア に見 出す こ とが で きる とい う

視点が 形成 され る ． こ の 文明交流圏の 思想 ， 「文明交流 圏史観 」 に よ り
一

層 ， 普

遍思想研究の 方法論 が明確 に なるの で は ない か と筆者は考える．

　そ れ は中村博士 が 『東洋 人の 思惟方法』 に よ っ て ， イ ン ドか ら日本へ の 仏教の

流れ を追 うこ とで考察された宗教 （文明）移転 の 現象を見る こ とで も明らか で ある．
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以上の よ うな前提の もとに， 中村博士 の 普遍思想史 は展 開 され る の で あるが ， そ

の 中で 中世の 概 念は ， 以 下の よ うな もの となる ．

5． 普遍思想史に お け る中世期の 思想的特徴

　既 に紹介 した ように ，

一般 的に 認識 され る歴 史学 の 大 まか な分類 で ある
， 古代 ，

中世， 近現代 とい う枠組み は
，

ヨ ー ロ ッ パ 近代 史学 の 一種 の 発 明で あ り， 決 して

普遍 的 な歴 史の 分類 方法で は な い 。 特 に
， 中村 博十 が 問題 とす る

， 思想 史の 中で

の 歴 史区分に 関 して は
， 曖昧 さが残 る ． その 点 を ， 中村博士 は 「『中世』 と云 う

概 念 は学界で は決 して
一

定 して い ない 」 と して
， 英語表現 の the　Mediaeval　Age と

the　Middle　Age との 表現 の 区別 の 瞹昧 さ を例 に と り 「こ の よ うな表現 自体 が 明確

な じか くを もっ て な され て い る の で は な い 」 と し
，

一 般的 に用 い られ て い る所 謂

「中世」 と云 う概 念 の 限界性 をふ ま えつ つ 「『中世 』 と は
， 『ほ ぼ 普遍 的宗教 の 興

起 したの ち ， 近代 的思 惟の 始 ま る まで の 時期』」 との 認識 を示す． さ らに こ れ を

具体的に示せ ば 「政治史的社会史的視点か らみ る な らば
， 古代末期の 『世界国家』

また は 『普遍 的国家』の 消失か ら 『近 代 国家』 出現 に い た る まで の 中間の 期 間で

あ る とい うこ と に 限定で きる で あろ う」 （r中世思想』p．3） と云 うこ と に なる。

　 さ らに 中村博士 は ，

一
般的に 流布す る 中世 と云 う概念 の 有効性 は み とめ つ つ も

「中世 と云 う概 念が 多用 され る西 洋史i家と日本 史家の 発想 を局地主 義 （provincialism）」

と捉 え ， 「い ま こ こ で はユ ー ラ シ ア 大 陸 に あ らわ れ た思 想史 の 発展 を 1 つ の 流 れ

として捉 えよ うとするの で ある」と した うえで
， 「当然 （従 来の 設定 とは）こ とな っ

た時期設定を行 うこ とが 許され るべ きで あ ろ う」 （同書） と主 張 され る ．

　 こ の よ うな普遍 国家 ， 普遍宗教 の 衰退 に代 わ る よ うに各民族 で ， 自民族 意識が

生 まれた の が こ の 中世で ある とい う認識 で ある ， こ の 現象 が 「平行現象」と して
，

ユ ー
ラ シ ア 各地 に見 られ た とす るの で あ る，

　 そ して そ の 原 因が ， 遊牧民 に よ る侵攻で あ っ た とい うの で あ る． しか もこ の 時

代は ， 普遍 国家の 崩壊が ，

一
層 宗教 へ の 沈潜の 機運 を生 み ，宗教 の 権威 が

一
層高

ま り．社会の 隅 々 まで 覆い 尽 くすよ うな時代 とな っ た ． 人々 は
， 現 世か ら宗教 世

界 に の がれ
， 社会 は 固定化 し

， 民族 は 半 ば孤 立 して 行 く，
こ れ を社 会制 度 的に

は
， 封建制度 と し

， 中村博 士 は こ れ を中世社会の 特徴 と と らえて い る ． 尤 も， 封

建制 度 とい う構造 も，
地域 格差 が あ り歴 史学 的な概念 とは必 ず し も

一 致 しな い ．

寧 ろ
， 日本や 西欧で は

， 文化 的 な個 定化 ， 閉鎖 的 な民 族 文化 の 形 成 とい う文 化 的

な側面か ら社会的な封建制度 とな っ た ， と云 う発想で ある．
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　そ して イ ン ドで は ， 現在の カ ー ス ト制度の い わ ば祖形 ともい える もの が 「イ ン

ドの 社会に お い て 重要性を獲得 した とい うこ とは
， 中世思想 との 関連に お い て見

られ なけれ ば な らな い 」 とい う独 自の 認 識 を示 す． 従 来 ，
カ ー ス ト制度 の 問題

は ，
ヒ ン ドゥ

ー 教の 教理や社会 学的 な ア プ ロ
ー

チ に よ っ て イ ン ド固有 の もの とし

て 説明 され るの が 常で あ っ たが
，

こ の よ うに普遍 的思 想の 終焉 に よ る民族 （勿論 ，

近代 的なそ れで は な い ）意識 の 高揚 とそれ に よ っ て 生 み 出 され る 固定的 な文化 の 所

産 とい う考え方 に よ り， 中国の 儒教 に よ る 身分上 の 階級 的秩序 と ヒ ン ドゥ
ー

教 の

カ ー
ス ト制度 ， さ らに ヨ

ー ロ ッ パ に お け る 農奴制な どが ， 平行的現象 として ， 同

一
線上 に並 ぶ とい うこ とに なる ．

　こ の よ うに見 て み る と
， 更 に 中世 的思惟 の 特徴 は， 幾つ もの キー ワ ー ドに よ っ

て ユ
ー

ラ シ ア 大陸の 諸民族 ， 諸地域 の 思惟の 共通性を明 らか にする こ とが で きる．

　そ の 最大の もの が 「宗教 的権威 の 支配⊥ つ ま り 「宗教 的権 威が 支配 的 指導的

な力 を も っ て くる」時代 とな っ た とい うこ とで あろ う．

　つ ま り， 普遍 思 想 の 時代は ， 普遍思 想 と対 を為す よ うに 普遍 国家が 生 まれ ，
こ

の 国家が 普遍宗教 を庇 護す る こ とで
， 巨大教 団が 統

一
的に運 営 され て きた． しか

し ， 普遍 国家 の 消滅 に よ る民族 国家 の 出現 は， 宗教教 団の 細分化や 自立 化傾 向を

生み 出 し， そ の 結果教 団の 目が 民衆に 向か い
， 結果 として 宗教 の 民衆化が促進す

る こ と とな る． その 結果 ， 宗教教 義に も，
ま た教 団 に も新 しい 傾 向が 生 まれ た．

こ れ こ そ 中村博士が 指摘 す る 中世的思惟構 造で あ る ．

6 ． 普遍 思 想史の 中世理解 の 問題点 とその 克服

　 こ の よ うな 中世思想把握 は 従来 あま り見 られ ない もの で あ る が ， そ れ は， 時 間

軸 を中心 に截然 と分類す る 「西洋の 思想史 を もっ て 世界 全体を割 り切 ろ うとする

従前 の 試み に
， 我 々 が 強 く反発 す るゆ えん で あ る」 と の 認 識 を示 し ， そ の 方法論

につ い て 「従来の 思想史や 宗教 史の 観念に慣れ て い る人 々 は， こ の 世界思 想史に

お い て
， 例 えば新約 聖書 が 「普遍思想」の と こ ろ に も出て くる し， 「中世思想」の

と こ ろ に も出て くる こ とに 奇異 な印象を受 け られ るか もしれ な い ． しか し新約聖

書 を一 つ の ま とま っ た もの とみ なすの は
，

キ リス ト教教 義学者や 西洋思想 史家 の

なす とこ ろで あ っ て
，

わ れ わ れ は こ の よ うな既成 の もの とは異 な っ た扱 い 方をす

る の で ある ． わ れ わ れ は新約聖 書 の 中の 立 言 を分解 して し ま うの で あ る． そ の 中

に は ヘ レ ニ ズ ム 世界 に お い て
，

つ ま り西 洋 の 世界 国家 に お い て ， 重 要 な意義 を

持 っ た立 言 もあれ ば
， 西洋 中世 に な っ て か ら重 ん じ られ た立 言 もある ． … ［中略］
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・． こ うい う異質な要素は当然分解 して ，別 々 の 範型 の もと に論 じ られ るべ きで

あ る」 （『中世思想』p．i） と主張す る．

　 しか し， や は り中世 と云 う言葉 を用 い る こ とで ， 中村博 士 自身， 中世の 位 置づ

けに つ い て 「普遍思想の 興起 と近代思想の 興起 との 中間の 時代の 思想」と して お

り， 従来の 世界 史や思想史にお け る消極 的な中世 認識の 残滓を引 きずっ て い る よ

うに思 わ れ る ．

　 ともあれ， 巾村博士 の こ の 大胆 な思想史研 究に よ っ て ， 各地域 や 時代 に よ っ て

細 分化 され て きた 人類 史は， 大 きく横の 連携 を考慮せ ね ば な らな い こ とにな る．

　そ こ で ，重 要な こ と は， 思想 に お け る 思想 聞の 影響 関係 を如何 に体系づ け るか

で ある ．

　その 点で ， 従来の 思想 史研 究 に於い て は ， 寧ろ 暗黙の 了解で あ るが ， 方法論的

な枠組 みが し っ か り形 成 され て こ なか っ た 思想 間交 流 に つ い て ， 中村 博士 の 視 点 ，

つ ま り 『イ ン ドとギ リシ ア との 思 想交流』ある い は 「イ ン ドと西洋の 思想交流』

の 方法論 を
一

層発展 させ るた め に も他の 領域 ， 特 に比 較文明論の 伊東俊太郎が提

唱す る 「文明交流 圏」の 発 想 を導入 す る 必要 が あ る， と筆者 は考 えて い る． こ の

発想 は従 来独 自に 論 じられ る こ とが 多か っ た思想や 文化， 宗教 ， さ ら に は政治 ，

経済 な ど社会 科学的領域の
一

切 を文明 と
一

括 りに し ， それ ぞ れ の 文明が ， 周 辺 文

明 と影響 しあい なが ら ，
つ ま り共 通性 を持 ち つ つ

，

一方 で独 自の 文 明形 態 を維持

発展 させ る とい うダ イナ ミ ッ ク な考えで あ る． また ， 中世の 認識 に つ い て も， 古

代 と近代の 中間的 な発想で は な く，
よ り積極 的 な位 置づ け もなされ て お り， 今後

思 想史研究を行う上 で 有益 な視座 を提供 して くれ る と
， 筆者 は 考えて い る．

※ 文中に お い て 細か な引用 に は
， 煩 を避 ける た め典拠 を明記 しなか っ たが全 て

，
『世 界思

想 史』 （中村元選集 別巻 1〜4）春秋社 ，
1997．8 に よ る．

〈キー
ワ

ー ド〉　平行発展説 ， イ ン ド中世思想，普遍思想史，中村元思想の 継承

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （中央大学教 授）
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