
〈
特
集

「
比

較
思

想
の
展
望
」
３
〉

比
較
思
想
の
可
能
性
と
意
義

一
　
「

比
較

思

想

」

は
可

能

か

比
較

思
想

が
有

す

る
意
義

に

つ

い
て

考
察

す

る
に
先

だ

っ
て
、

ま

ず
二

つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
「
「
比
較
思
想
」

は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
「
「
比
較
思
想
」
は
学

と
し

て
可

能

か
」

と

い
う
問

い
で

あ
る
。

思
想

の
比

較

が
可

能

で

あ
る

と

し
て

も

、
そ

れ

が
学

と
し

て
可

能
で

あ

る
か

ど
う

か
は

、
別

の
問

題

で

あ

る
と

考

え

る
か
ら

で
あ

る
。

ま
ず
「
「
比
較
思
想
」
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

こ

の
問

い
は
三

つ
の
問

い
を

そ

の
な

か
に
含

む
。

ま

ず
「
思

想
」

と

は
何

か

と

い
う
問

い
、

次

に
思
想

を

「
比
較

す

る
」

と
は

ど
う

い
う

こ
と

か
と

い
う
問

い
、

そ

し
て

そ
も
そ

も
比

較
思

想

は
何

を
目

ざ
す

の
か

、
そ

れ
は

実

現
可

能

な

の
か
と

い
う
問

い
で

あ

る
。
順

に
考

察

を
加
え

て

い
き
た

い
。

（
一
）
　
ま
ず
、
「
思
想
」
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
比

藤
　
田
　
正
　

勝

較

思

想

学

会

」

を

英

語

で

表

現

す

る

際

、

本

学

会

で

も

Ｊ
ａ

ｐ
ａ
ｎ

ｅ
ｓ
ｅ

Ａ

ｓ
ｓ
ｏ

ｃ

ｉａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　
ｆｏ

ｒ

　
Ｃ
ｏ

ｍ

ｐ
ａ

ｒ
ａ

ｔ
ｉｖ
ｅ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ
ｙ

と

い

う

表

記

を

用

い

て

い

る

。

こ

れ

は

、

日

本

語

で

言

う

「

比

較

思

想

」

と

「

比

較

哲

学

」

が

と

も

に

英

語

で

は

Ｃ

ｏ
ｍ

ｐ

ａ
ｒ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
Ｐ

ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

と

表

現

さ

れ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

逆

に

、

英

語

で

は

Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

の

一

語

で

表

さ

れ

る

も

の

を

、

日

本

語

で

は

ど

う

し

て

「

思

想

」

と

「

哲

学

」

と

い

う

よ

う

に

訳

し

分

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

か

、

と

い

う

問

い

を

生

む

。

ま

た

、

そ

の

よ

う

に

分

け

て

考

え

る

と

き

、

「

思

想

」

の

も

と

に

何

が

理

解

さ

れ

て

い

る

の

か

、

と

い

う

こ

と

が

問

題

に

な

る

。

さ

ら

に

言

え

ば

、

日

本

語

で

は

、

い

わ

ゆ

る

「

哲

学

」

と

い

う

ジ

ャ

ン

ル

の

外

で

は

、

「

哲

学

」

よ

り

も

「

思

想

」

と

い

う

言

葉

が

多

用

さ

れ

て

い

る

。

い

ま

問

題

に

し

て

い

る

い

わ

ゆ

る

Ｃ

ｏ

ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

に

関

し

て

も

、

日

本

で

は

、

「

比

較

哲

学

」

よ

り

も

む

し

ろ

「

比

較

思

想

」

と

い

う

表

現

の

方

が

広

く

使

わ

れ

て

い

る

。

両

者

を

比

較

し

た

と

き

、
『

思
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想

」

の

方

が

落

ち

着

き

が

あ

る

よ

う

に

見

え

る

。

な

ぜ

で

あ

ろ

う

か

。

「

哲

学

」

も

「

思

想

」

も

、

明

治

に

な

っ

て

広

く

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

言

葉

で

あ

る

。

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、
「
哲

学

」

は

西

周

が

ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ

の

訳

語

と

し

て

用

い

た

も

の

で

あ

る

。

一
八

七

〇
（

明

治

三

）

年

頃

か

ら

西

は

こ

の

訳

語

を

用

い
始

め

た

と

言

わ

れ

て

い

る

が

、

印

刷

物

の
形

で

「
哲

学

」

と

い

う

訳

語

が

は

じ

め

て

使

わ

れ

た

の

は

、

一

八

七

四

（
明
治
七
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
百
一
新
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
他
方
、

「

思

想

」

も

ま

た

明

治

に

な

っ

て

広

く

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

言

葉

で

あ

る

。

お

そ

ら

く

、
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
と

い

う

言

葉

に

対

応

さ

せ

て

、

人

生

や

社

会

に

つ

い

て

の

あ

る

定

ま

っ

た

見

解

と

い

う

意

味

で

広

く

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

井

上

哲

次

郎

ら

の

『

哲

学

字

彙

』

（

一

八

八

一

年

）

に

お

い

て

、
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
に

「

思

想

」

と

い

う

訳

語

が

あ

て

ら

れ

た

こ

と

な

ど

が

、

そ

の

早

い
用

例

に

な

る

。

「
哲

学

」

は

も

ち

ろ

ん

学

術

用

語

と

し

て

作

ら

れ

た

言

葉

で

あ

っ

た

が

、

こ

の

言

葉

は

急

速

に

広

ま

っ

て

い

っ

た

。

明

治

の
中

頃

に

は

商

売

人

も

こ

の

言

葉

を

使

う

よ

う

に

な

っ

た

と

三

宅

雪

嶺

が
「

哲

学

涓

滴

」
（

一

八

八

九

年

）

の

な

か

で

記

し

て

い

る

。

し

か

し

、

た

と

え

ば

、

道

元

や

親

鸞

、

世

阿

弥

や

宣

長

な

ど

、

日

本

の

伝

統

的

な

思

想

を

問

題

に

す

る

と

き

に

は

、

つ

ね

に

「
思

想

」

と

い

う

言

葉

が

使

わ

れ

、
「
哲

学

」

と

表

現

さ

れ

る

こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
、
『
中
国
哲
学
史
』
が
孔
子

や

老

子

の

思

想

を

含

め

る
形

で

執

筆

さ

れ

た

の

と

著

し

い

違

い

が

あ

る

。

な

ぜ

日

本

で

は

、

伝

統

的

な

思

想

が

「
哲

学

」

と

い

う

言

葉

で

呼

ば

れ

な

か

っ

た

の

か

、

そ

の

理

由

に

つ

い

て

少

し

考

え

て

み

た

い
。

具

体

的

に

考
え
る
た
め
に
芸
術
哲
学
を
例
に
取
り
あ
げ
た
い
が
、

か
つ
て
日
本
に
芸

術
哲
学
が
存
在
し
た
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
即
座
に
そ
れ
を
肯
定
す
る

答
を
発
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
も
、
古

代
か
ら
美
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
が
な

い
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
美
と
は
何
か
」
と
い
う

原
理
的
な
問
い
は
立
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
場
合
、
実
際
の
創
作
活
動
や
表
現
活
動
に
密
着
し
た
と
こ
ろ
で
美

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
美
を
め
ぐ
る
思
索
が
蓄
積
さ
れ
て

き
た
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
世
阿
弥
の
能
楽
論
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
基
本
的
に
能
楽
の
修
業
論
と
い

う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
面
で
は
、
そ
れ
を
通
し

て
「
美
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
、
本
来
の
意
図
は
修
業
の
道
筋
を
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
、
実
際
の
活
動
の
場
に
密
着
し
た
と
こ
ろ
で
思
索
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
と
言
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
、
理
論
や
知
よ
り
も
、
実
践
を
重

視
す
る
伝
統
的
な
「
も
の
の
考
え
方
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
す
る
と
、
理
論
や
知
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味

を
な
さ
な
い
の
で
あ
り
、
実
践
、
あ
る
い
は
行
、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
る

心
の
あ
り
方
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う

考
え
方

が
日
本
に
は
強
く
存
在
し
た
と

い
う
こ
と

が
で
き
る
。
「
芸
道
」

な
ど
と
言
う
と
き
の
「
道
」
と
い
う
表
現
に
も
、
そ
の
こ
と
を
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
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以

上

を

と

り

ま

と

め

る

と

、

確

か

に

一

方

で

、

い

わ

ゆ

る

日

本

思

想

の

な

か

に

も

、

芸

術

哲

学

や

倫

理

学

、

政

治

哲

学

な

ど

と

重

な

る

内

容

が

あ

り

、

近

世

以

前

に

も

哲

学

が

存

在

し

た

と

言

う

こ

と

も

可

能

で

あ

る

。

し

か

し

他

方

、
「

美

と

は

何

か

」

と

い

っ

た

原

理

的

な

問

い

が

立

て

ら

れ

、

そ

れ

を

め

ぐ

る

主

張

の

理

性

的

な

根

拠

が

問

わ

れ

る

と

い

う

こ

と

は

ま

れ

で

あ

っ

た

。

そ

の

面

に

注

目

す

れ

ば

、

日

本

に

お

け

る

哲

学

の

不

在

と

い

う
こ
と
が
―
―
中
江
兆
民
が
そ
う
喝
破
し
た
よ
う
に
―
―
主
張
さ
れ
う
る

で

あ

ろ

う

。
「
思

想

」

と

い

う

言

葉

の

落

ち

着

き

の

よ

さ

は

そ

の

よ

う

な

事

情

に

基

づ

く

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

他

方

で

、
「

思

想

」

は

原

理

的

な

考

察

（

学

的

な

反

省

）

を

欠

く

あ

い

ま

い

な

知

識

に

と

ど

ま

る

と

い

う

こ

と

も

指

摘

さ

れ

う

る

。

思

想

を

比

較

す

る

「
比

較

思

想

」

に

つ

い

て

も

、

厳

密

性

を

欠

き

、

学

問

と

し

て

成

立

し

え

な

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

危

惧

な

い

し

疑

念

が

提

出

さ

れ

う
る
。し

か

し

「
思

想

」

は

、
「

哲

学

」

と

比

較

し

た

と

き

、

よ

り

大

き

な

領

域

を

指

す

と

い

う

こ

と

も

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

よ

り

具

体

的

な

内

容

を

そ

れ

は

包

摂

し

て

い

る

と

も

言

え

る

。
「

比

較

思

想

」
に

つ

い

て

も

、
そ

れ

は

、

単

な

る

「
哲

学

」

の

比

較

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

、

実

際

の

活

動

に

密

着

し

た

『

思

想

』

を

そ

の

豊

か

さ

の

ま

ま

に

捉

え

、

そ

れ

を

比

較

す

る

こ

と

を

目

ざ

す

も

の

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

マ

ッ

ソ

ン

＝

ウ

ル

セ

ル

（
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｎ
-
Ｏ
ｕ
r
s
e
l
）
が
『
比
較
哲
学
』
（
L
ａ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
-

ｐ
ａ
ｒ
ｉｅ
）

に

お

い

て

、
「

実

証

的

精

神

」

に

基

づ

い

た

哲

学

の

必

要

性

を

強

調

し

た

意

図

と

も

重

な

っ

て

く

る

。

（
二
）
　
次
に
、
思
想
を
「
比
較
す
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
複
数
の
思
想
を
並
置
し
、
そ

の
な
か
に
、
共
通
す
る
要
素
の
存
在
を
指
摘
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
あ
る
一

つ
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の

特
徴

や
特
質
を
、
異
な

っ
た
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
成
立
し
た
他
の
思
想

と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
あ
る
い
は
複
数
の
思
想
の
あ
い
だ
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
比
較
」
の
試
み

が
積
極
的
に
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
し

か
し
他
方
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
根
本
的
な
批
判

が
加
え

ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
複
数
の
思
想
に
存
在
す
る
共
通
す
る
要
素
を

指
摘
す
る
試
み
に
対
し
て
、
往
々
に
し
て
そ
れ
が
た
だ
表
面
的
な
、
そ
し

て
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
類
似
性
の
指
摘
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な

さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
当
該
の
思
想
の
一
面
だ

け
を
取
り
だ
し
、
そ
れ
が
そ
の
思
想
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の

思
想
を
ゆ
が
め
て
捉
え
て
い
る
と

い
っ
た
批
判

が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
異
な
っ
た
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
成
立
し
た
他
の
思
想

と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
に

対
し
て
は
、
異
な

っ
た
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
成
立
し
た
思
想
と
比
較
し

て
も
、
当
該
の
思
想
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
に
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判

が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
想
の
「
比
較
」
に
対
し
て
、
そ
の
意
義
そ
の
も
の
を

問
題
に
す
る
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
私
自
身
は
、



そ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
成
立
し
た
思
想
を
比
較
す

る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
大
い
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え

て
い
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
井
筒
俊

彦
が
『
意
味
の
構
造
－

コ
ー

フ
ン
に
お
け
る
宗
教
道
徳
概
念
の
分
析
』

と
い
う
本
（
一
九
六
八
年
）
の
な
か
で
、
コ
ー
ラ
ン
の
な
か
に
現
れ
る
道

徳
的
概
念
―
―
つ
ま
り
「
善
」
と
か
「
悪
」
、
「
正
義
」
と
い
っ
た
概
念

―
―
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
井
筒
は
、
「
善
」

と
か
「
悪
」
と
い
っ
た
概
念
が
時
間
・
空
間
を
超
え
て
普
遍
的
で
あ
る
と

い
う
の
は
一
つ
の
思
い
込
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
主
張
し

て

い
る
。
道
徳
的
キ
ー
タ
ー
ム
の
意
味
内
容
は
、
「
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ご
と
の
人
間
生
活
の
具
体
的
現
実
の
只
中
に
お
い
て
」
形

成
さ
れ
る
と
い

う
の
が
井
筒
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。
「
人
間
生
活

の
具
体
的
現
実
」

と
い
う
こ
と
で
は
、
た
と
え
ば
沙
漠
な
ら
沙
漠
と
い
う
自
然
や
風
土
の
こ

と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
文
化
や
宗
教
―
―
イ
ス
ラ
ム
教
な
ら
イ

ス
ラ
ム
教
の
儀
礼
や
戒
律
―
―
と
い
っ
た
も
の
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
現
実
の
た
だ
な
か
で
、
何

が
「
善
」
か
、
と
い
う
こ
と
も

決
ま
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
善
」
や
「
悪
」
、
あ
る
い
は
「
正

義
」

や
「
徳
」
と
い
っ
た
、
一
般
に
普
遍
的
で
あ
る
と
思
い
込
ま
れ
て

い
る
倫

理
的
な
価
値
で
さ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
・
文
化
の
な
か
で
、
そ
の
意
味

内
容
を
大
き
く
変
え
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念

が
成
立
し
た
風
土
的
・
歴

史
的
・
言
語
的
背
景
を
知

る
と
い
う
こ
と
は
当
然
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

し

、

ま

た

、

そ

れ

が
、

別

の

言

語

コ

ミ

ュ

ニ
テ

ィ

で

成

立

し

た

類

似

概

念

と

ど

の

よ

う

に

異

な

る

の

か

、

と

い

っ

た

こ

と

が

必

然

的

に

探

求

の
対

象

に

な

り

う

る

。

そ

う

い

う
意

味

で

私

は

、

異

な

っ

た

文

化

的

伝

統

の

な

か

で

成

立

し

た
思

想

を

比

較

す

る

と

い

う

こ

と

は

大

き

な

意

味

を

も

っ

て

い

る

と

考

え

て

い

る

。

（
三

）
　
さ

て

、

以

上

の

「
比

較

」

の

意

義

を

め

ぐ

る
問

い
は

、

そ

も

そ

も

比

較

思

想

は

何

を

目

ざ

す

の

か

、

と

い

う

第

三

の

問

い

に

結

び

つ

い

て

い

る

。

思

想

を

比

較

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

わ

れ

わ

れ

は

、

影

響

関

係

の

存

在

と

い

っ

た

歴

史

的

事

実

の
発

見

を
目

ざ

し

て

い

る

の

か

、

あ

る

い
は

思

想

の

類

型

化

が

目

的

な

の

か

（

と

く

に

東

洋

と

西

洋

の

）
、

あ

る

い

は

、

自

ら
の
哲
学
を
構
築
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
目
的
な
の
か

（

比

較

は

つ

ね

に

「
対

決

」

で

あ

る

と

い
う

考

え

方

も

で

き

る

。

そ

の

立

場

で

は

、

比

較

は

、

つ

ね

に

自

己

の

哲

学

形

成

の

手

段

と

な

る

）
、

価

値

観

や

世

界

観

の
対

立

に

起

因

す

る
現

実

世

界

の
困

難

な

諸

問

題

を
解

決

す

る

た

め

の

手

が

か

り

を

得

る

こ

と

が

目

的

な

の

か

、

あ

る

い
は

ま

た

、

す

べ

て

の

思

想

を

包

括

す

る

よ

う

な

普

遍

史

な

い

し

世

界

思

想

史

を
叙

述

す

る

こ

と

が
目

的

な

の

か

、

と

い

っ

た

こ

と

が
考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

ら

の

比

較

思

想

の

「
目

的

」

に

関

し

て

も

、

こ

れ

ま

で

さ
ま

ざ

ま

な

批

判

が
加

え

ら

れ

て

き

た

。

た

と

え

ば

、

歴

史

的

事

実

の

発

見

が

な

さ

れ

る

と

し

て

も

、

そ

れ

だ

け

で

Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　Ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ

と

言

え

る

の

か

、

と

い

う

批

判

が

あ

る

。

あ

る

い
は

、

ほ

ん

と

う

に

西

洋

と

東

洋

と

い

う

対

比

が
可

能

な

の

か
。
「
東

洋

思

想

」

と

い

う

言

葉

で

ひ

と

く

く

り

に
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
「
東
洋
で

比較思想 の可能性 と意義17



は
～
、
西
洋
で
は
～
」
と
い
う
よ
う
な
立
論
が
学
問
的
批
判
に
耐
え
ら
れ

る
の
か
と
い
う
批
判

も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
思
想
を
比
較
す
る
こ
と

か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
現
実
世
界

の
困
難
な
諸
問
題
を
解
決

す
る
た
め
の
手

が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
批
判
が
出
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
、
「
比
較
思
想
」
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
批
判
は
、
「
「
比
較
思
想
」
は
学
と
し

て
可
能
か
」
と
い
う
問

い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
点
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
　
「
比

較
思
想
」

は
学
と
し

て
可

能
か

右
で
見
て
み
た
よ
う
に
、
思
想
の
比
較
と
い
う
も
の
が
一
応
可
能
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
学
と
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
は
、
別
に
立
て
ら

れ
る
べ
き
問
い
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
対
し
て
、
比
較
思
想
の
意
義

は
、
既
成
の
学
問
の
枠
を
超
え
て
、
よ
り
高
く
よ
り
広
い
立
場
か
ら
反

省

す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
学
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
い
う

考
え
も
あ
り
う
る
（
中
村
元
は
本
学
会
の
講
演
で
し
ば
し
ば
そ
う

い
う
趣

旨
の
こ
と
を
述

べ
た
）
。
し
か
し
他
方
、
複
数
の
思
想
に
共
通
す
る
要
素

を
ア
ト
ラ

ン
ダ
ム
に
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
に
続
く
研
究
の
基
礎
に

な
り
う
る
よ
う
な
学
問
的
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
見

解
も
あ
り
う
る
。
こ
の
問
い
な
い
し
批
判
は
、
「
比
較
思

想
」
と
い
う
も

の
を
考
え
る
上
で
、
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
。

そ
う
し
た
問
題
を
特
に
提
起
し
た
の
は
、
福
井
文
雅
の
「
比
較
研
究
の

問

題
点

に

つ

い
て

」
（
『
比
較

思

想
研

究
』

第
三

号
）

と

い
う
論
文

や
、「
比

較

研
究

の
限

界
」
（
『
理

想
』

第
五

三
九
号

）

な
ど

の
論

文

で
あ

る
。

そ
れ

に
よ

れ
ば
、

ま

ず
比

較
研
究

に

は
、
比
較

す

る
対
象

の
あ

い
だ

に
何

ら
か

の
交
流

も

し
く

は
影

響

が
あ

る
場

合

と
、
な

い
場
合

が
あ
り

う
る
。
福

井

は
前
者
を
「
（
狭
義
の
）
比
較
」
と
、
そ
し
て
後
者
を
「
対
比
」
と
呼
ん

だ
あ

と
、

そ

れ

ぞ
れ
の
研

究

に
困
難

な
問

題

が
ま

と
わ

り
つ

い
て

い
る
こ

と
、
あ

る

い
は

さ
ま

ざ
ま

な
批
判

が
な

さ
れ
て

い
る
こ

と
を
述

べ
て

い
る
。

前

者
、

つ
ま

り
狭

義

の
比
較
研

究

は
、
研

究
対
象

と

し
て
選

ん
だ

複
数

の
思
想
の
あ
い
だ
に
存
在
し
た
影
響
関
係
―
―
一
方
的
な
場
合
も
あ
る

し
、
双
方
向
的
な
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
―
―
を
、
歴
史
学
的
・
文

献
学

的
に
研

究

す

る
こ

と
を
目

ざ
し

て
お
り

、
客

観
的
実

証
的

成
果

を
挙

げ

う
る
。

し

か
し
、

そ

の
よ

う
な
研
究

に
対

し
て

、
次

の
よ

う
な
批
判

が

な

さ
れ
て

き
た

。

た
と

え
ば

比
較
文

学
で
言

え
ば

、
そ

の
よ

う
な
研

究
は

あ

く
ま
で

歴
史

的
研

究

で

あ
り
、
文

学
そ

の
も

の
の
研

究
に

は

な
っ
て

い

な

い
と

い

う
批

判

で
あ

る
。

比
較
思

想
で
言

え

ば
、
思

想

の
研
究

に
は

な

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
そ

れ
に
対

し
て
福

井

は
、

そ
れ

は
確

か
に
文

学

や
思
想

そ

の
も

の
の
研
究

で

は
な

い

が
、

そ

の
基

礎

、
な

い
し

手

段

に
な
り

う

る
も

の
で

あ
り
、

ま

さ
に
そ

の
た

め
に
生

か

さ
れ
る

も
の

で

あ

っ
て

、
狭
義

の

比
較

の
方
法

そ

の
も
の

を
否

定

す

る
必
要

は
ま

っ
た

く
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
批
判
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
歴

史
的
実

証

的
研
究

の
段

階

に
留

ま
っ
て

、
文
学

〔
思

想
〕

研
究

へ
進

も
う

と
し

な

い
研

究
者

の

怠
慢

に
向

け
ら

れ
る

べ
き
で

あ
っ
て

、
狭

義

の
比
較

の
方
法

そ

の
も

の
の

欠
点

で

は
な

い
」

と
述

べ
て

い
る

。



し
か
し
他
方
、
「（
狭
義
の
）
比
較
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
対
比
」
に
関

し
て
は
、
そ
れ
に
種
々
の
難
点
が
伴
う
こ
と
を
福
井

は
指
摘
し
て

い
る
。

一
つ
は
、
研
究
者
の
力
量
の
問
題
で
あ
る
。
一
つ
の
研
究
対
象
で
あ
っ
て

も
、
最
先
端
の
学
問
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る

の
に
、
複
数
の
対
象
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
の
困
難
が

伴
う
。
理
念
上
は
と
も
か
く
、
実
際
の
問
題
と
し
て
は
、
「
対
比
」
は
不

可

能
な
の
で
は
な

い
か
と
い
う
批
判
で
あ

る
。
次
に
、
多
く
の
「
対
比
」

研
究
が
、
類
似
点
の
指
摘
に
終
わ
っ
て
い
る
点
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ

の
場
合
、
相
違
の
面

が
軽
視
、
な
い
し
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
対
象

と
な
っ
て
い
る
思
想
の
単
純
化
、
な
い
し
性
急
な
概
括
化

が
行
わ
れ
る
可

能
性
が
大
き
い
。
そ
れ
で
は
当
該
の
思
想
の
十
全
な
理
解
に
な
ら
な
い
と

い
う
批
判
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
福
井
も
、
「
対
比
」
と
い
う
研
究
方
法
そ
の
も
の
を
否
定

し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
相
違
点
を
発
見
す
る
の
に
大
い
に
役

立
ち
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
対
象
だ
け

を
見
て
い
た
と
き
に
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
、
そ
の
思
想
の
特
徴
や
問
題

点
に
気

づ
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
福
井

は
、
「
対
比
」

研
究
が
、
鎖
国
的
な
研
究

が
陥
り
が
ち
な
閉
鎖
性
を
打
ち
破
る
上
で
大
い

に
役
立

ち
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
複
数
の
思
想
を
前
に

置
い
て
、
そ
の
類
似
点
を
た
だ
ア
ト
ラ

ン
ダ
ム
に
並

べ
て
い
く
だ
け
で
は
、

次
の
研
究
の
基
礎
に
な
り
う
る
よ
う
な
学
問
的
成
果
を
も
た
ら
し
え
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
福
井
が
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
指
摘
し

よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。

三
　

比

較

思

想

の
意

義

以

上

の
福

井

の
批
判

は
、
「
比

較

思
想

の
可

能

性
」

と

い
う
問
題

を
考

え

る
上

で
非

常

に
重
要

な
点

を
指
摘

す

る
も

の
で
あ

る
。
そ

れ
を
踏

ま
え

た

上

で
、

改
め

て
、
比
較

思
想

の
特

徴

や
、
そ

れ

が
も
つ
意
義

に
つ

い
て

考

え

て
み

た

い
。

（

一
）
　
比

較
思
想

が
も
つ
特
徴

と
し

て
、

ま
ず

挙
げ

ら
れ
る

の
は
、

そ
れ

が
、

た
だ

単
に
概

念
的

な
操
作

を
行

っ
た

り
、
理

念
を

提
示

す
る
も

の
で

は

な

く
、
事

実

に
立
脚

し
て
考

察
を

進
め

よ
う

と
す

る
も
の
で

あ

る
と

い

う

点

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

そ

れ
は
、

あ
る
特

定

の
環
境

の
な

か
で
、
ま

た

あ

る
特

定

の
歴
史

的
伝
統

の
な

か
で

成
立

し
た
思

考
活
動

の
成
果

を
手

が

か

り
と

し
、

そ

こ
か
ら
出
発

す

る
。
事

実

の
具
体

性
に
対

す

る
謙
虚

さ
が

そ

の
一

つ

の
特

徴

で
あ

る
と
言

っ
て

も
よ

い
で

あ
ろ
う
。

た
と

え
ば

「
正

義

」
で

あ

れ
ば
、

そ

れ
は
か

く
か
く

し
か

じ
か

の
も
の

で
な
け

れ
ぱ

な
ら

な

い
と

い
う
よ

う
に
、
ア

プ
リ

オ
リ

に
定
義

可
能

な

も
の
と

す
る
の
で

は

な

く
、

人
間

の
具

体
的

な
現
実

の
な

か
で

、
そ

れ
に

つ

い
て

ど
の
よ

う
に

語

ら

れ
た

か
、

あ
る

い
は
語

ら
れ
て

い
る

か
と

い
う
と

こ
ろ

か
ら
出
発

す

る
と

こ
ろ

に
そ

の
特
徴

が
あ

る
。

（
二

）
　
次

に
、
先

ほ

ど
見

た
よ

う
に

、
比
較

思
想

は
、

次
の
研

究
の
基

礎

と

な

る
よ

う
な
確

実
な
知

を

も
た
ら

す
こ

と

が
で

き
な

い
の
で

は
な

い
か

と

い

う
批
判

が
な

さ
れ

る
こ
と

が
あ

る
。
確

か
に

「
比
較

思
想
」

と
言

わ

れ

る

も
の

の
な

か
に
は
、
必

ず

し
も
厳

密

な
学
的

操
作

に
基

づ
か
な

い
も

の

も
あ

る
。

そ

れ
は
「
比

較
」

と

い
う
も

の
が
、

も
と

も
と
多
様

な
意

味
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を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
比

較
」
は
、
あ
る
一
つ
の
特
定
の
操
作
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
考
察
を
そ
の
な
か
に
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
複
数
の

事
実
（
多
く
は
文
献
の
形
で
表

さ
れ
て
い
る
）
を
前
に
置
い
て
、
そ
こ
に

見
い
だ
さ
れ
る
共
通
点
や
相
違
を
発
見
し
、
列
挙
し
て
い
く
こ
と
も
比
較

の
一

つ
の
タ
イ
プ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
異
同
の
風
土
的
、
社
会
的
、
歴
史

的
背
景
の
解
明
と
そ
の
比
較
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か

ら
事
象
の
本
質
を
取
り
だ
し
た
り
、
一
般
的
な
法
則
を
発
見
し
た
り
す
る

こ
と
も
比
較
思
想
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
。

比
較
思
想
は
、
取
り
扱
う
内
容
も
多
様
で
あ
る
が
、
比
較
と
い
う
操
作

も
ま
た
、
多
様
な
層

か
ら
な
っ
て
い
る
。
表
層
に
現

れ
た
類
似
性
を
指
摘

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
事
象
の
本
質
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
考
察
の
方
法
を
包
摂
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
の
故
に

「
比
較
」
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
必
要

は
ま

っ
た
く
な
い
で

あ
ろ
う
。
非
学
問
的
な
比
較
か
ら
学
問
的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可

能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
必
ず

し
も
厳
密
で
な
い
比
較
か
ら
出
発
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
精
神
的
な
営

み
の
豊

か
な
多
様
性
を
、
そ
の
豊
か
さ
を
保
持
し
た
形
で
把
握
し
う
る
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
比
較
思
想
の
特
徴

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
。

（
三
）
　
先
の
福
井

の
論
文
で
も
言
わ
れ
て
い
た
が
、
あ
る
特
定
の
思
想
の

特
徴
や
限
界
は
、
そ
れ
だ
け
を
対
象
と
し
て
考
察
し
た
と
き
に
は
十
分
に

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
例
で
言
え
ば
、
「
善
」
や

「
悪

」
、

あ

る

い

は

「

正

義

」

と

い

っ

た

、

一

般

に

普

遍

的

で

あ

る

と

思

い

込

ま

れ

て

い

る

倫

理

的

な

価

値

で

さ

え

、

そ

れ

ぞ

れ

の

社

会

・

文

化

の

な

か

で

、

そ

の

意

味

内

容

を

大

き

く

変

え

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

そ

の

違

い

は

、

他

の

価

値

意

識

や

、

そ

れ

が

成

立

し

た

風

土

的

・

社

会

的

背

景

と

比

較

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

明

確

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る

。

異

質

な

も

の

を

、

い

わ

ぱ

鏡

と

し

て

、

そ

れ

に

映

す

こ

と

に

よ

っ

て

見

え

て

く

る

も

の

も

多

い

の

で

あ

る

。

比

較

思

想

は

そ

れ

を

可

能

に

す

る

有

効

な

手

段

と

な

り

う

る

。

（

四

）
　

い

ま

述

べ

た

こ

と

と

関

わ

っ

て

思

い

起

こ

す

の

は

、

か

つ

て

い

わ

ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
争
」
が
な
さ
れ
た
際
に
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
が
発
表

し

た

「

フ

レ

イ

ム

ワ

ー

ク

の

神

話

」
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　Ｍ
ｙ
ｔ
ｈ
　ｏ
ｆ
　ｔｈ
ｅ
　
Ｆ
ｒａ
ｍ

ｅ
w
ｏ
ｒ
ｋ「

１
９
７
６
」

と

い

う

論

文

で

あ

る

。

こ

の

論

文

の

な

か

で

ポ

パ

ー

は

、

異

な

っ

た

パ

ラ

ダ

イ

ム

間

で

は

有

意

義

な

対

話

や

相

互

批

判

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

、

い

わ

ゆ

る

共

約

不

可

能

性

を

主

張

す

る

相

対

主

義

の

立

場

に

対

し

て

、

次

の

よ

う

な

テ

ー

ゼ

を

提

示

し

た

。
「

多

く

の

見

解

を

共

有

し

て

い

る

人

々

の

あ

い

だ

で

な

さ

れ

る

議

論

は

、

た

と

え

楽

し

い

も

の

で

は

あ

り

え

て

も

、
実

り

多

い

も

の

に

は

な

り

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

他

方

、

非

常

に

異

な

っ

た

フ

レ

イ

ム

ワ

ー

ク

間

の

議

論

は

、

た

と

え

多

く

の

場

合

き

わ

め

て

困

難

で

あ

り

、

お

そ

ら

く

そ

れ

ほ

ど

楽

し

い

も

の

で

は

な

い

に

し
て
も
、
き
わ
め
て
実
り
多
い
も
の
に
な
り
う
る
と
い
う
…
…
テ
ー
ゼ
を

私

は

擁

護

し

た

い

」
。

異

な

っ

た

フ

レ

イ

ム

ワ

ー

ク

を

も

つ

人

の

あ

い

だ

で

、

よ

り

実

り

の

あ

る

議

論

が

で

き

る

と

い

う

の

は

、

異

な

っ

た

フ

レ

イ

ム

ワ

ー

ク

を

も

っ

た



思
想
に
直
面
し
た
と
き
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
視
点
を
相
対
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
外
」
の
存
在

を
認
め
、
「
外
」
か
ら
あ
ら
た
め
て
自
己
の
主
張
の
妥
当
性
を
検
討
す

る

こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
思
想
が
も

と
も
と
も
っ
て
い
る
自
己
同
一
的
な
閉
鎖
性
を
打
ち
破
り
、
知
的
な
地
平

を
拡
張
す
る
と
い
う
役
割
を
比
較
哲
学
は
果
た
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と

私
は
考
え
て
い
る
。

別
の
観
点
か
ら
言
う
と
、
比
較
思
想
の
一
つ
の
典
型
的
な
タ
イ
プ
と
し

て
、
中
心
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
他
者
と
し
て
の
東
洋
を
描
き
出
す

と

い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
し
、
逆
に
、
対
抗
言
説
と
し
て
東
洋
を
も
ち

だ
し
、
そ
れ
と
の
対
比
で
他
者
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
描
き
だ
す
と

い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ

ズ
ム
的
な
見
方

か
ら
脱
却
し
う
る
視
点
を
提
示
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
比
較
思
想
の
一
つ

の
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
「
固
定
し

た
中
心

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
比
較
思
想
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
五
）
　
さ
て
最
後
に
、
比
較
思
想
の
特
徴
と
し
て
、
比
較
思
想
は
比
較
思

想
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
や
や
逆

説
的
な
主
張
に
な
る
が
、
比
較
思
想
は
比
較
思
想
を
超
え
て
い
く
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
比
較
思
想
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
方
法
な
い
し
手
段
な
の
か
、
目
的
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
私
自
身
は
、
思
想
を
比
較
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
最
終

目
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
比
較
を
通
し
て
、
相
互
の
考
え
方
の
違

い

を

知

り

、

了

解

し

あ

う

と

か

、

あ

る

い

は

、

よ

り

す

ぐ

れ

た

、

よ

り

説

得

力

を

も

っ

た

見

解

（

た

と

え

ば

正

義

な

ら

、

正

義

に

つ

い

て

の

よ

り

説

得

力

を

も

っ

た

見

解

）

を

求

め

て

考

察

を

行

う

と

い

う

よ

う

な

目

的

が

あ

っ

て

の

比

較

で

は

な

い

か

と

思

う

。

そ

う

い

う

意

味

で

、

比

較

は

、

比

較

そ

れ

自

体

が

解

消

し

て

し

ま

う

と

こ

ろ

に

つ

な

が

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

い

る

。

（
１
）
　
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｎ
-
０
ｕ
ｒ
ｓ
e
l
,
　
L
ａ
　
Ｐ
ｈ
ｔ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｅ
,
　
Ｆ

．
Ａ
ｌ
ｃ
ａ
ｎ
　
１
９
２
３
,
　
ｐ
ｐ
.
５
-

１

２
．

（
２
）
　
『
井
筒
俊
彦
著
作
集
』
第
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
一
五
頁
。

（

３

）
　

福

井

文

雅

「

比

較

研

究

の

問

題

点

に

つ

い

て

」

「

比

較

思

想

研

究

」

第

三

号

、

一

九

七

六

年

、

一

四

三

頁

。

（
４
）
　
K
a
r
l
 
Ｒ

．

Ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｙ
ｔ
ｈ
 
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｍ

．

Ａ

．

Ｎ

ｏ

ｔ
-

ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
ｏ
,
 
L
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
Ｒ
ｏ
ｕ
ｔ
 
ｌ
ｅ
ｄ
ｇ
ｅ
,
　
１
９
９
４
,
 
p
.
3
5

（

ふ

じ

た

・

ま

さ

か

つ

、

日

本

哲

学

史

、

京

都

大

学

大

学

院

教

授

）
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