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は

大
石
田

に

転
居
し
た

が
、

そ

こ

で
、

左
湿

性
勘
膜

炎
と

い

う
大
患
に

な

り、

肋
膜
に

溜
ま

っ

た

二

千
CC

余
の

水
を

採
取
し
た

。

晩
年
茂
吉
の

老

い

は、

門
弟
の

板
垣

家
子
夫
『

斎
藤
茂
吉

随
行

記
』

、

佐
藤
佐
太

郎
「

斎

藤
茂
吉
言
行
』

、

田

中
隆

尚
「

茂
吉
随
聞
』

の

凵

録
に

よ

り

肌
で

感
ず
る

。

そ

の

後、

帰

京
す
る

が
、

茂

吉
は

医
学
者
ら

し

く
「

わ
が

細
胞
は

刻
々

死

す
る

を
」

と

自
己
の

肉
体
を

冷
徹
に

見
つ

め
、

老
い

を
あ
る

が
ま

ま

に

受

容
す
る

諦
念
が

凝

縮
さ

れ
て

い

る

よ

う
だ

。

そ

し

て
、

脳

軟
化

症
に

よ

る

左

半
身
不
全
麻
痺
と

な
り、

さ

ら

に

認
知
症
が

茂
吉
を
襲
っ

た
。

茂
士

冂

の

記

憶
力
は

低
下
し、

「

手
帳
の

置
場

所
を
幾
度
に

て

も
」

忘
れ、

そ

の

姿

を
周

囲
に

も

示
す
が
、

作
歌
の

創
作
意
欲
は

衰
え
な
か

っ

た
。

茂
吉
は、

身

体
を

襤
褸
と

な
る

ま
で

酷
使
す
る

が
、

作

歌
す
る

こ

と

で

自
己
の

老
い

を

解
放
し

昇
華
し

て

い

っ

た
。

プ

リ
ッ

チ
ョ

フ

・

シ
ュ

オ

ン

と

井
筒
俊
彦

中
　
村

廣

治

郎

　
シ

ュ

オ

ン

に

つ

い

て

は

前
回
報

告
し

、

井
筒
に

つ

い

て

は

日

本
で

は

よ

く
知
ら
れ
て

い

る
の

で、

そ

の

紹
介
は

省
略
す

る
。

両
者
と

も
二

十
世
紀

を

ほ

ぼ

カ
バ

ー

す
る

同
世

代
人
で

あ
り、

問
題

関
心
も

近
く、

共

通
点
も

多
い
。

し
か

し
、

片
や
ス

ー

フ

ィ

ー
教
団
の

シ

ャ

イ

フ

（
教
主）

と

し

て

の

身
分
を
も
つ

学
者
と

し

て

の

シ

ュ

オ
ン

と
、

片
や
イ
ス

ラ

ム

神

秘
哲
学

を

中
心
と

す
る

東
洋
哲
学
や

言
語
学
・

比

較
哲

学
の

研
究
者
・

哲

学
者
と

し

て

の

分
に

徹
し
た

井
筒、

と
い

う
牛

活
ス

タ
イ
ル

の

違
い

か

ら

か
、

そ

こ

に

何
ら
か

の

関
係
が
あ
っ

た

と

は

思
え

な
い

。

諸
宗
教
は

そ

の

深
奥
の

根
元

に

お

い

て

は

皆
一

つ

で

あ
る、

と

い

う
の

が
シ

ュ

オ

ン

の

基
本
的
思

想
で

あ
る

が
、

そ
の

こ

と

を

彼
は

神
道
や

北
米
イ

ン

デ
ィ

ア

ン

の

宗
教
も

含
め

た

さ

ま
ざ

ま
な

宗
教
に

つ

い

て

検
証
し
よ

う
と

し

て

多
く
の

著
作
を

残
し

た
。

　
シ

ュ

オ

ン

は、

こ

の

現
象

的
存

在
の

根
元
に

あ
る

不
可

知
の

も

の

を

臼
Φ

〉
び
。。

O

ぼ
叶

ρ

じU
 

団
o
冨
良−
bd
Φ

ヨ
舮q

な
ど
と

呼
ぶ

が
、

そ

れ
は

そ
の

ま

ま

の

形
で

存
在
す

る

の

で

は
な

く、

常
に
一

定
の

順
序
の

下
に

自
己

を

外
化

顕
現
し

、

現

象
世
界
に

至

る
。

こ

の

こ

と

は

諸
宗

教
に

共
通
す
る

も
の

で、

こ

れ

を

Φ
ω

o
け

興
δ
B
と

呼
ぶ

。

諸
宗
教
の

違
い

は

た
だ
絶
対
者
が

自

己
を

分
節
化
し

て

い

く
そ
の

象

徴
的
形
式
だ
け

で

あ
る。

こ

の

形
式
的
側

面
を

シ

ュ

オ

ン

は

Φ
×
o

言
居

冨

讐、

な
い

し

は
＝

8
《

o

と

呼
び、

ま
た

人

間
は

こ

の

形
式
を
絶
対
者
の

顕

現
と

し
て

で

は

な
く、

実
在
そ

の

も

の

と

見
誤
っ

て

し

ま

う
こ

と

か

ら

筥

碧
鋤

と

も

呼
ん
で

い

る
。

　
井

筒
の

「

東
洋
哲
学
」

も
基

本
的
に

は

同
様
で、

一

切
の

言
語
的
差
異

化
・

分
節

化
を

超
越
し
た
絶
対
不
可
知
の

境
位、

彼
の

い

う
「

存
在
の

ゼ

ロ

・

ポ
イ
ン

ト
」

「

絶
対
的
神
秘
」

の

段
階
的
な

存
在
顕

現
の

結

果
と

し

て

円
常
的

現
象

世
界
を
捉
え

る
。

ま
た
、

シ

ュ

オ
ン

も
、

不
二
一
．

兀

論
に

お

け
る

ア
ー
ト
マ

ン

と

し
て

の

人
問
の

主
観
的
側
面
に

つ

い

て

も

議
論
し

て

は

い

る
が、

井
筒
の

特
徴
は

、

そ
の

よ

う
な
リ
ア

リ

テ

ィ

の

展
開
を

人

間
意
識
の

認
識

論
的
変
化
に

明
確
に

対
応
さ
せ

て

論
じ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

「

存
在
の

ゼ

ロ

・

ポ

イ
ン

ト
」

に

対
応
す
る

「

意

識
の

ゼ
ロ

・

ポ

イ

ン

ト
」 、

個
我

意
識
・

主

客
の

区

別
が

完
全
に

消
滅
し
、

す
べ

て

が
一

つ

に

な
っ

た

無
・

意

識
は

や

が

て

日
常
的
意
識
へ

と

下
降
す
る

の

で

あ
る。

そ

れ

を

井

筒
は

次
の

よ

う

に

図

式
化

す

る

晶
分

節
（

こ

ー
↓

無
分

節
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ー
分

節
（
二

ご
。

彼
は
、

絶
対
無
分
節
の

境
位
を

経
た

あ
と

の

「

分
節

（

二
）
」

に

は
、

全
存

在
の

無
分
節

的
一

体
性
の

意

識
が

残
っ

て

い

る
と

し

て

（

禅
で

い

う
「

無
分

別
の

分
別
」

、

ス

ー

フ

ィ

ー

の

い

う
「

バ

カ

ー
」）

、

シ

ュ

オ
ン

が

ヨ
餌

冨
と

し

て

そ

れ
を

否
定
的
に

み

る

の

に

対
し
て
、

積

極
的
に

評
価
す
る

。

以
上
が

、

井

筒
の

い

う
「

東
洋

哲
学
」

の

墓「
本
構
造

（
メ

タ
哲
学
）

で

あ
る

。

　
い

ま
」

つ

の

特
徴
は

、

井
筒
の

思

考
に

お

け
る
言

語
の

役
割
の

重
要
性

で

あ
る

。

ま

ず、

「

存
在
・

意

識
の

ゼ
ロ

・

ポ
イ

ン

ト
」

の

自
己

顕
現
の

　

　

　

　

　
ヘ
　
　へ
　
　　も
　
　

ヘ
　
　

ヘ

プ

ロ

セ

ス

は

言
語
に

よ
る

分
節
化
と

し
て

捉
え

ら

れ
る

。

さ

ら
に

、

こ

の

よ

う
に

最
終
的
に

分

節
化
さ

れ

記
録
さ

れ
た

テ

ク
ス

ト
を

読
み

解
く
方
法

と

し

て

意
味
論
を
強

調
し、

自
ら
そ
れ

を

適
用
す
る
だ

け
で

は

な

く
、

人

間
の

深
層
意
識
に

ま
で

掘
り

下
げ、

そ
こ

に

言
語
形
成
の

根
元
を

見
出
し

（
「

言

語
ア

ー
ラ

ヤ

識
」

）
、

言
語

現
象
を

ダ

イ
ナ

ミ

ッ

ク

に

捉
え

直
そ

う

と

試
み

て

い

る
。

　

片
や
Φ

ω

08

艮
ω

日
、

片
や

東
洋
哲
学
と

名
称
は

異
な

る

が、

そ

の

実

質

的

内
容
は

同
じ

。

つ

ま

り
神

秘
主

義
で

あ

る
。

シ

ュ

オ

ン

が

そ

れ

を

窃
o
叶

 
貯
ヨ

と

呼
ぶ

の

は
、

洋
の

東
西
を

問
わ
ず
そ

れ
が

普
遍

的
現

象
で

あ
り、

各
宗
教
の

「

伝

統
」

に

よ
っ

て

伝
え

ら

れ

て

き

た

と

考
え
る

か

ら

で

あ
る

。

だ

が

近
代
科
学
文

明
が

こ

れ
を

変
え
る

。

本
来

、

そ
れ
と

不
可

分
に

結
び
つ

い

て

い

た
 

×
o

譜
江
ω

ヨ

が

そ

れ
か

ら

分

離
さ

れ、

震
o

帛
学

訂

ヨ

だ

け
が
重

視
さ

れ、

経
験

科
学
的
に

再
解
釈
さ

れ、

「

伝

統
」

が

失

わ
れ
て

き

た
。

そ

こ

で

シ

ュ

オ

ン

は
、

こ

の

「

伝
統
」

の

回
復
を

主

張
す

る
。

他
方、

井
筒
の

場
合、

ロ

ゴ

ス

中
心
主
義

的
な

西
洋
哲
学
（
シ

ュ

オ

ン

の

い

う
「

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

哲
学
と

セ

ム

的

震
o

富
ユ
ω

巨
」

）

に

対
置
さ

れ

る

東
洋
哲
学
（

同
「

セ

ム

的
Φ
ω

o
け

興凶
ω

ヨ

と

ア

ジ

ア
の

形
而
上

学
」）

、

そ

し
て

西

洋
哲
学
が

行
き

詰
ま

り、

ポ
ス

ト
・

モ

ダ
ン

の

時
代
に

東
洋
哲
学

の

果
た

す
べ

き

役
割
の、

東
洋
人
と
し

て

の

自
覚
が

こ

め

ら

れ

て

い

る
。
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