
〈

特
別

寄
稿

〉

比
較
思
想
学
の
課
題

―
―
比
較
思
想
を
超
え
て
―
―

峰
　
島
　
旭
　
雄

の

教

育

学

と

呼

ば

れ

る

「

学

」

は

コ

メ

ニ

ウ

ス

（

Ｊ

．
　Ａ

． 　
Ｃ
ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｉｕ

ｓ

　
１
５
９

２
-
１

６
７

０

主
著
Ｄ
ｉ
ｄ
ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ
　
ｍ
ａ
ｇ
ｎ
ａ

，
　
１
６
５
７
）
で
か
な
り
体
系
立
て
ら
れ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト

（
Ｚ

．
　
Ｆ
．
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ｔ
　
１
７
７
６
-
１
８
４
１
　
主
著
Ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｄ
ａ
ｇ
ｏ
ｇ
ｉ
ｋ

，
　
１
８
0
6
.
　
U
m
ｒ
ｉ
s
s

ｐ

ａ

ｄ
ａ
ｇ

ｏ
ｇ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｒ

　

Ｖ

ｏ

ｒ

ｌｅ
ｓ
ｕ

ｎ

ｇ

ｅ

ｎ

，
　

１

８
３

５

）

以

降

で

「

学

」

と

し

て

整

備

さ

れ

た

と
い
わ
れ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
そ
の
主
著
『
一
般
教
育
学
』
に
お
い
て
、
教

育

の

目

的

を

明

確

に

規

定

し

、

か

つ

教

授

の

方

法

を

明

瞭

・

連

合

・

系

統

・

方

法

の

四

段

階

に

分

け

て

組

織

化

し

た

。

（

こ

れ

は

の

ち

に

ラ

イ

ン
W

．
　Ｒ

ｅ

ｉｎ

に

よ

っ

て

予

備

・

提

示

・

比

較

・

総

括

・

応

用

の

五

段

階

と

な

る

。
）

こ

の

よ

う

な

組

織

化

は

単

な

る

発

想

や

観

念

的

な

も

の

で

は

な

く

、

教

育

の

目

的

設

定

に

あ

た

っ

て

倫

理

学

を

、

教

授

の

方

法

提

示

に

さ

い

し

て

は

心

理

学

を

、

活

用

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

教

育

の

目

的

が

よ

き

人

格

の

形

成

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

そ

の

よ

き

と

は

、

つ

ま

り

善

と

は

何

か

、

と

い

う

こ

と

を

根

本

的

に

究

め

る

必

要

が

あ

る

。

そ

の

こ

と

に

専

ら

た

ず

さ

わ

る

の

は

倫

理

学

で

あ

る

。

ま

た

、

皿の群四比
ｎ
ａ１

近
時
、
比
較
思

想
論

・
比
較
文
化
論
・
比
較
文
明
論

な
ど
の
新

し
い
領
域

が
、
次

々
と

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
へ
取

り
入
れ
ら

れ
、
そ

の
よ
う

な
分
野

の

講
座
や
学
科
が
設
置
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
際
、
そ

れ
ら

が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

に
取

り
入
れ
ら
れ
て
一
つ

の
「
学
」
と
い
う
性
格

を
と

る
こ
と

に
な
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
ま
で

の
諸
科

学
と
同
じ

「
学
」
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
新

し
い
「
学
」
と
し
て
ど

の
よ
う

な
あ
り
よ
う

を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
べ
き

か
、
と

い
う
よ
う
な
問
題

点

に
つ
い
て
、
若
干
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
―
―
と
り
わ
け
人
文
科
学
系
の
領
域
（
宗

教
・
哲
学
・
倫
理
・
芸
術
・
教
育
等
）
―
―
に
お
い
て
、
宗
教
論
・
人
生
論
・
道
徳

論

・
芸
術
論

・
教

育
論
で

あ
っ
た
も
の
が
、
宗
教
学
・
哲
学
・
倫
理
学
・
美

学
・
教
育
学
と

い
う
よ
う

な
「
学
」
と
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
に
お

い
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
教
育
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
現
在



教

育

の

方

法

が

教

育

・

教

授

・

学

習

を

い

が

に

有

効

に

行

う

か

を

求

め

る

も

の

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

教

え

る

者

の

側

の

み

な

ら

ず

教

わ

る

者

の

側

の

心

理

を

知

る

必

要

が

あ

る

。

い

う

ま

で

も

な

く

そ

の

こ

と

を

専

ら

に

す

る

の

は

心

理

学

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

こ

と

は

単

に

教

育

学

の

た

め

に

倫

理

学

・

心

理

学

を

活

用

す

る

こ

と

に

と

ど

ま

ら

な

い

。

教

育

学

に

対

し

て

は

倫

理

学

・

心

理

学
は
―
―
そ
の
当
時
と
し
て
は
―
―
既
存
の
「
学
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新

し

く

形

成

さ

れ

る

べ

き

教

育

学

が

隣

接

す

る

既

存

の

「

学

」

と

ど

の

よ

う

に

か

か

わ

る

か

、

と

い

う

こ

と

が

、

そ

こ

に

示

さ

れ

る

の

で

あ

っ

て

、

教

育

学

が

学

問

体

系

の

中

へ

と

定

位

さ

れ

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

で

は

、

こ

こ

で

の

問

題

で

あ

る

比

較

思

想

に

つ

い

て

は

、

そ

の

こ

と

は

ど

の

よ

う

で

あ

ろ

う

か

。

一

九

二

三

年

に

、

フ

ラ

ン

ス

の

マ

ソ

ン

・

ウ

ル

セ

ル

（

Ｍ

ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｎ

　
=
　Ｏ

ｕ
ｒ
ｓ
ｅ
ｌ
　
１
８
８
２
-
１
９
５
６
）

『

比

較

哲

学

』
（
Ｌ

ａ

　ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ

ｉｅ

　ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｅ
）

を

公

に

し

た

。

私

ど

も

は

こ

れ

を

も

っ

て

比

較

思

想

学

の

成

立

と

み

な

す

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

（

比

較

思

想

学

と

比

較

哲

学

と

の

同

異

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

こ

こ

で

は

、

比

較

哲

学

ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ

　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

の

「

哲

学

」

は

欧

米

で

は

私

ど

も

が

「

思

想

」

と

い

う

表

現

で

示

そ

う

と

す

る

も

の

と

変

わ

り

な

い

広

義

の

も

の

で

あ

る

、

と

い

う

中

村

元

博

士

の

指

摘

を

引

照

し

て

お

く

。
）

マ

ソ

ン

・

ウ

ル

セ

ル

の

『

比

較

哲

学

』

は

、

い

ま

教

育

学

に

関

し

て

指

摘

し

た

よ

う

な

、

「

学

」

の

成

立

に

ふ

さ

わ

し

い

条

件

を

充

た

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。
『

比

較

哲

学

』

は

比

較

年

代

学

・

比

較

形

而

上

学

・

比

較

心

理

学

・

比

較

論

理

学

の

四

部

門

か

ら

な

る

。

こ

の

こ

と

は

、

比

較

哲

学

と

い

う

新

し

い

分

野

の

成

立

の
た
め
に
、
年
代
学
（
歴
史
学
）
・
形
而
上
学
（
哲
学
）
・
心
理
学
・
論
理
学
と

い

う
既

存

の

学

問

を

活

用

し

て

い

る
こ

と

を

示

す

。

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て

、

比

較

哲

学

は
隣

接

学

と

の
か

か

わ
り

、

ひ

い
て

は
学

問
体

係
と

の

か
か

わ

り

を
明

確

に
し

、

そ

の

中

へ

と

定

位

さ

れ

る

の
で

あ

る

。

マ
ソ

ン
・

ウ

ル

セ

ル
の

『
比

較

哲

学
』

は
方

法

論

も

明

確

に
提

示

す

る

。

こ

れ

ま
で

の

「
学

」

が
演

繹

論

理

に

よ

る

か
帰

納

論

理

に

よ

る

か
で

あ

っ
た

の
に
対
し
て
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
両
者
の
中
間
で
あ
る
類
比
論
理
（
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
　
ｏ
ｆ

ａ
ｎ
ａ
ｌｏ
ｇ
ｙ
）

を

採

る

。
演

繹
論

理

が
上

か

ら
下

へ
、

普

遍

的

な

第

一
原

理

か
ら

特

殊

的

な
事

例

へ

と

論

証

し

て

い

き

、
帰

納

論

理

が
下

か

ら
上

へ

、
特

殊

的

な
事

例

か
ら

可

及

的

少

数

の

普

遍

的

な
法

則

へ

と

帰

納

し

て

い
く

の

に
対

し

て
、

類

比

論

理

は
横

か

ら

横

へ
、

特

殊

か
ら

特

殊

へ
と

飛
躍

し

て

推

論

し

て

い
く

。
マ

ソ

ン

・

ウ

ル

セ

ル

の

『
比

較

哲

学
』

に

は
、

な

お

次

の

よ

う

な
組

織

背

景

も

考

え

ら

れ

て

い

る

。
根

本

原

理

は

「
比

較

哲

学

は

実
証

的
で

あ

る
」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
特

殊

か

ら
特

殊

へ

の

推
論

は
恣

意

的

に

な

り
易

い

。
そ

こ

で

比

較

の

軸

と
し

て

は

、

三
千

年

来

の
文

明

史

を

も

つ

イ

ン

ド

、

シ
ナ

、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
比
較
の
地
盤
と
し
て
、
そ
の
つ
ど

の
文
化
の
比
較
、
文
化
の
中
で
も
と
り
わ
け
宗
教
の
比
較
を
べ
ー
ス
に
す
る
。

そ

の

上

で

、

ギ

リ

シ

ア
古

代

の

ソ

ク
ラ

テ

ス
（
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
）
対

孔
子

（
と

詭
弁
家
）
と

い

う

比

例

関

係

を

取

り
出

す

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

マ

ソ

ン

・

ウ

ル

セ

ル

の

『
比

較

哲

学

』

は

、

関

連

諸

学

（
前
記
の
比
較

文
化

論
・
比
較
宗
教
論
を
も
含

め
）
と

の

か

か

わ
り

、

な

ら

び

に
方



法
論

を
も

っ
て

、
優

に
比
較
思
想
論
と

い
う
新
し
い
領
域

を
「
学
」
と
し
て

成
立

さ
せ

る
第
一

歩
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

比
較
思
想
論

が
、
か
く
し
て
「
学
」

と
し
て

学
問
体

系
の
う
ち

に
定
位
さ

れ
て
出
現
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

、「

学
」

の
成
立
契
機
と

し

て
、
現

実
的
な
要
因
の
あ

る
こ
と
も
、
指
摘

し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
比
較

思
想
学
の
現
在
の
、
そ
し
て
将
来
の
課
題

を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
、
過
去
の
、

成
立
時
で
の
事
実
を
顧
み
る
こ
と

は
、
示
唆
的
で

あ
る
。

一
九
二
三
年
に

マ
ソ

ン
・

ウ
ル
セ
ル
の
『
比
較

哲
学
』

が
出
た
の
は
、
決

し
て
偶
然
の
出

来
事
で

は
な
い
。
周
知

の
よ
う

に
、
一
九
一
四
年
に
始
ま
っ

た
第
一
次
世
界

大
戦
が
一
九
一

八
年

に
終
結
し
、

キ
リ
ス
ト
教
文
化

の
終
末

を
予
言
す
る
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
洋
の
没
落
』
は
一
九
二
二
年
に
完
結

す
る
。「
ア

ジ
ア
も

あ
っ
た
か
」
と
い
う
視
野
が
開
け
始
め
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
に
、「
学
」

の
成
立
な
い
し
展
開

に

お

い
て

、
学
問
と
現
実

、
学
問

と
生
と

い
う
こ
と

を
考
慮

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
示

さ
れ
て

い
る
。
学
問
と
生

の
現
実
と
は
乖
離
し
て
い
る
と
す
る
の
が
通
念
で

あ
ろ
う
。

し

か
し
、
そ
も
そ

も
学
問

が
成
立
す
る
際
の
プ
ロ

セ
ス
を
考
察
す

る
な
ら
ば
、

学
問

は
生

の
現
実

の
含
む
矛
盾
や
確
執
か
ら
生
じ
、
そ
れ
を
な
ん
ら
か
の
仕

方
で
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
と

い
え

る
の
で
あ

る
。
た

だ
、
発
生
論
的

に
は
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
学
問
と
生

の
現
実
と

は
、
本

質
的
に
は
、
あ
る
種
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
、
ま
た
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

桑
木
厳
翼
は

『
哲
学
概
論
』
そ

の
他
で
、
学
問
と
生

の
現
実
と
の
違
い
は
、

前
者
に
「
遊
び
」

が
あ
る
こ
と
で
あ

る
と
述

べ
て
い

る
。
へ
だ
た
り
と
は
、

客
観
化
す
る
こ
と
で

あ
り
、
概
念
・
範

疇
・
理
念
な
ど

に
よ
っ
て
体
系
化
す

る
こ
と
で
あ
り
、

あ
る
種
の
再
構
築
・
脱
構

築
で

あ

る
。

そ

れ
ら

は
、
あ

る
意
味
で
の
ゆ
と
り
で

あ
り
、
遊
び
で

あ

る
と

い
え

る
。

学
問

が
ス
コ
ラ

（
ｓｃ
ｈｏ
ｌａ

ひ
ま
）
に
関
連

す
る
の
も
、
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

学
問
は
そ
の
時
代

の
現
実
の
生
と
密
接

に
か
か
わ
り
、
成
立
し
展
開

す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
あ
る
種
の

へ

だ

た
り
、
「
遊

び
」
が
あ
っ
て
、
時
代

に
流

さ
れ
ず
、
学
問
固
有

の
普
遍

性
や
永
続
性

を
獲
得
す
る
。
次
に
、
第
二

次
世

界
大

戦
時
に
お
け

る
そ
の
よ
う
な
状
況

に
も
関
説
し
て
み
ょ
う
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
も
ま
た
、
学
問
、
と
り
わ
け
比
較
思
想
学
に
関
し
て
、

変
貌

の
面

を
見

る
こ
と
が
で
き

る
。

い
ま
そ
れ
に
立
ち
入

る
ま
え

に
、
次
の

こ
と

に
触

れ
て

お
き
た
い
。
十
九
世
紀
の
始
め
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ユ
ニ
ー
ク

な
実
存
思
想
家
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は

『
現
代

の

批
判
』
（
一
八
四
六
）
を
書
い

た
。
そ

こ
で

は
衆
愚
と
し
て

の
大
衆
の
愚
昧
さ
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
水
平
化

を
痛
烈

に
批
判
し
た
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独

者
の
思
想
は
。
二
十
世
紀
に

入

っ
て
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ
れ
を
継
承
し
、
交

わ
り
の
思
想
を
補

っ
て
、
新

し

い
実
存
思
想
を
展
開
し
た

。
ヤ
ス
パ

ー
ス
も
ま
た
『
現
代

の
精
神
的
状
況
』

（
一
九
三
一
）
で
、
現
代
批
判
を
行

っ
て
い
る
。
そ

の
ほ
と
ん
ど

は

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル
と
同
じ
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
現
代
人

の
水
平
化
へ
の
批
判
、
マ
ス

ー

メ
デ

ィ
ア
（
広
告
）
へ
の
批
判
等

々
、
本
質
的

に
は
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
現
代

で
も
、

ヤ
ス

パ
ー
ス
の
現
代
で

も
、
批
判

さ
れ

る
べ
き
事
態

は
変
わ
っ
て

い

な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語

を
用

い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
時
代

相
は
変

わ

っ
て

い
る
と
し
て
も
、
本
性
上

は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し

か

瀧
｛
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し
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て

は
、

キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
は
見

ら
れ
な
い
様
相
も

指
摘
で
き

る
。
そ

れ
は
機
械
化
、

オ
ー
ト

メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

機
械
化

は
非
人
間
化

を
結
果

す
る
。
実
存
思
想
が
こ
れ
を
無
視
し
え
な
い
ゆ

え
ん
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、

ヤ
ス

パ
ー
ス
自
身
に
お
い
て

も
、
変
化

の
様
相
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き

る
。
一
九
三
一
年
の
『
現
代

の
精

神
的
状
況
』
で

は
、
前
述

の

ご
と
く

、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
比
し
て
「
機
械
化

＝
非
人
間
化
」
と

い
う
現

代
批
判

を
加
え

た
の
で

あ
る
が
、
一
九
五
八
年
に
あ
ら
た
に
『
原
子
爆
弾
と

人
類
の
将
来
』
を
公
に
し
た
。
そ
の
基
調
は
あ
く
ま
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
ら
し
く
、

政
治
的

な
も
の
は
超
政
治
的
な
も
の
に
よ

っ
て
の
み
真
に
政
治
的
た
り
う

る

と

い
う
論
旨
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
者
で
は
見

ら
れ
な
か

っ
た
原

爆
が
主

題

に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
「
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
」
の
変
相
で

あ
る
。
し

か
し
さ
ら

に
、
こ
の
『
原
子
爆
弾
と
人
類
の
将
来
』
の
日
本
語

版

へ
の
序
文
に
お
い
て
（
一
九
六
五
）
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
中
国
の
こ
と
に
言
及
し

て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
、
ま
だ
十
分
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
と
前
置

き

し
て

で
は
あ
る
が
、
中
国

が
今
後
の
世
界

状
勢
に
お
い
て
大
き

な
フ
ァ
ク

タ
ー
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
力
説
し
て
い
る
。

以

上
述
べ
た
こ
と
は
、「
学
」
と
生
の
現
実
と

の
か
か
わ
り

に
お
け
る
「
不

易
」
と
「
流
行
」
で
あ
る
。
「
学
」

の
進
展
の
た
め

に
は
、
た

え

ず
生
の
現

実
の
流
行
を
把
握
す
る
必
要

が
あ
る
一
方

、
ま

た
た
え
ず

「
学
」

に
と

っ
て

本
質
的

な
不
易

の
面
へ
と
こ
れ
を
か
か
わ
ら
せ
、
「
学
」
の
名

に
ふ

さ

わ

し

い
も

の
た
ら
し

め
る
こ
と
が
、
同
時
に
必
要

な
の
で
あ

る
。

で
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て

、
比
較
思
想
学
に
と

っ
て
、
特
に
第
二
次
世

界
大
戦
後

に
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
で

あ
ろ
う

か
。
簡
潔
に
こ
れ
を

述
べ
れ
ば
、
(
一
)
第
三
世
界
の
台
頭
、
(
二
)
発
展
途
上
国
の
問
題
、
(
三
)
中
国
に
お

け
る
伝
統
と
近
代
、
(
四
)
生
命
倫
理
（
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
）
等
で
あ
る
。

ま
ず
第
三
世
界
で

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
東
洋
と
西
洋
、
東
は
東
、
西
は
西
、

で
あ

っ
た
の
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
は
南
北
問
題
も
か
ら
ま
り
、
東
洋

と
西
洋
の
区
分
（
け
じ
め
）
が
動
揺
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の

関
心
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
に
加

わ
る
。
そ
し
て
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
、
第
三

世
界
の
思
想
や
行
動

が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
八
九

年
夏
に
ハ
ワ
イ
で
開
催
さ
れ
た
東
西
哲
学
者
会
議
で
も
、
第
三
世
界
の
哲
学

が
関
心

を
引

い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ま
だ
形

を
成
し
て

い
な
い
、

体
系
が
つ
か

め
な
い
、
と
い
う
の
が
、
実
情
で

あ
る
。
竹
内
好
が
中
国

に
関

し
て
立
言
し

た
よ
う

に
、
こ
こ
で

は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
「
方
法
と
し
て

の
ア
ジ
ア
」
「
方
法
と
し
て
の
第
三
世
界
」
が
、
比
較
思
想
学

に
課

せ

ら

れ

て
い
る
こ
と

を
、
指
摘
す
る
の
に
と

ど
め
る
。

次
に
発
展
途
上
国

の
問
題
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な

エ
ピ
ソ

ー
ド
を
聞
く
。

ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
国
に
対

し
て
ユ
ネ
ス
コ
が
援
助
を
行

っ
た
け

れ
ど
も
、

そ
の
成
果

は
期
待
通
り
で
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
五

ヵ
年
経
済
投
資
を
行

っ
た

が
、
や

は
り
そ
の
成
果
は
期
待
外
れ
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
期
待
外
れ

は
い
ず
れ
も

、
西
欧
先
進
諸
国
に
共
通
な
価
値
観
や
、
学
問
観
が
わ
ざ
わ
い

し
て

い
る
と

い
う
指
摘
が
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
西
欧
に
お
い
て

は
い
ず
れ
か

と

い
え

ば
物

的
な
充
実
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
強
く
、
ま
た
経
済
発



展
の
理
論
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
視
点
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で

き

る

の
に

対

し

て

、

ア

ジ

ア

、
と

り

わ
け

東

南

ア

ジ

ア

、
西

ア

ジ

ア
等

に

お

い
て

は
、

い

わ

ゆ

る

ア

ジ

ア

的

エ

ー

ト

ス

が
歴

史

的

・
文

化

的

に
あ

り

、

そ

の
た

め

、
む

し

ろ
精

神

的

な

充

足

感

が

優

先

し

、

と

り

わ
け

宗

教

的

エ

ー

ト

ス
の

尊

重

に

よ

っ
て

毎

日

の

生

活

が

物

的

に

充

足

す

る

よ
り

は
精

神

的

に

充
足
す
る
こ
と
を
求
め
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
国

教

と
す
る
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
に
お
い
て

、

労
働
者

が
賃
金
の
値
上

げ
は
も
と
よ
り
望
む
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
毎
日

の
祈
り

の
時
間

を
要
求
し
て

、

ス
ト
ラ
イ

キ
が
発
生
す
る
、
と

い
っ
た
実
状
が
あ
る
。
）
経

済

学

に

し

て
も

。

マ
ル

ク

ス

主
義

経

済

学

か

近
代

経

済

学

か

と

い

う

二
者

択

一

で

は
な

く

、

ア

ジ

ア
経

済

学

と

い

っ
た

第

三

領
域

が

求

め

ら

れ

る
と

い
う

。

こ

こ

に
お

い

て

、

幸

福

と

か
善

と

か

い
う

価

値

観

に

お
い

て

、

な

ら

び

に

、
真

理

追
求

、
普

遍

妥

当

性

と

い

っ
た
学

問

の
世

界

に

お

い

て

も

、

ア

ジ

ア
的

変

様

が
求

め
ら

れ
、

新

し

い

価

値

観
、

真

理

観

の

醸

成

が

問
題

と

な

る

の
で

あ

る
。

中

国

に
関

す

る
問

題

は
簡

単

に
処

理

す

る
こ

と

は
不
可

能

で
あ

る

。
し

か

し

、

次

の

よ

う
な

点

に

つ

い

て

は

、

比

較

思

想

学

の

立
場

か
ら

あ

る
程

度

の

立

言

が
可

能

で

あ

ろ

う

。

中

国

に
お

い

て

は

、

一
時

、
批

淋

批
孔

が
叫

ば

れ

た
が

、

何

と

い

っ
て

も

、

三

千

年

来

の

中

国
思

想
、

と

り

わ
け

儒

教

（
な
い
し
道
教
）
の

影

響

は

、

今

も

っ
て

現
代

中

国

の

エ

ー

ト

ス

を
形

づ
く

る
う

え
で

、

看

過

す

べ

か
ら

ざ

る
も

の

が

あ

る
と

い
え

よ
う

。

現

代

中

国

の

あ

る
学

究

は

。

海
外

に

も
学

び
、

海

外

と

の
学

的

交

流

を

保

っ
て

き

た

人

物

で

あ

る

が

、

そ

の
論

考

の
一

つ

で

、

次

の

よ

う

に

主

張

す

る

。
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す

な

わ

ち

、

目

を

外

に

向

け

て

、

諸

外

国

の

学

問

・

文

化

等

を

吸

収

す

べ

き

で

あ

る

が

、

根

本

的

に

は

、

中

国

は

中

国

の

学

問

・

文

化

の

伝

統

に

し

っ

か

り

と

足

を

ふ

ま

え

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

一

般

に

、

現

代

中

国

知

識

人

に

共

通

の

見

解

で

あ

る

だ

ろ

う

。

そ

こ

に

は

「

中

華

思

想

」

と

ま

で

は

い

わ

な

い

に

し

て

も

、

「

中

体

西

用

」

（

中

国

が
中
心
・
主
体
で
、
西
洋
の
学
問
・
文
化
を
用
い
る
）
と
い
う
思
想
の
片
鱗
―
―

し

た

が

っ

て

そ

れ

は

中

国

に

お

け

る

伝

統

と

近

代

の

問

題

を

表

出

し

て

い

る

と
も
い
え
る
―
―
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。

じ

つ

は

、

近

代

中

国

の

思

想

史

は

、

こ

の

「

中

体

西

用

」

を

め

ぐ

っ

て

展

開

さ

れ

る

と

い

っ

て

も

、

過

言

で

は

な

い

。

た

と

え

ば

義

源

（

一

七

九

四

１

一

八
五
七
）
に
せ
よ
、
厳
復
（
一
八
五
三
―
一
九
二
二
）
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
意

味

で

こ

の

「

中

体

西

用

」

を

批

判

的

に

の

り

こ

え

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

そ

こ

に

、

な

お

外

か

ら

見

る

と

、

あ

く

ま

で

「

中

体

西

用

」

の

存

す

る

こ

と

が

指

摘

で

き

る

と

思

う

。

そ

れ

は

、

あ

る

意

味

で

、

中

国

的

な

比

較

思

想

の

実

践

で

あ

り

、

中

国

に

お

け

る

伝

統

と

近

代

と

の

相

剋

で

あ

る

。

そ

の

際

、

比

較

思

想

は

、

欧

米

列

強

と

の

確

執

の

中

で

、

中

国

の

命

運

を

か

け

て

実

践

さ

れ

た

こ

と

を

、

注

目

す

べ

き

で

あ

る

。

ち

な

み

に

、

さ

き

ほ

ど

引

照

し

た

「

中

国

の

あ

る

学

究

」

は

、

現

に

毛

沢

東

マ

ル

ク

ス

主

義

の

路

線

に

あ

り

な

が

ら

、

そ

の

思

想

の

内

実

、

行

動

に

あ

ら

わ

れ

る

人

格

、

そ

し

て

風

貌

ま

で

が

、

孔

子

然

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

生
命
倫
理
（
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
論
ず
る
論
著
は

四
｛

想四比
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ま
さ

に
汗
牛
充
棟
で
あ

っ
て
、
い
ま
な
お
、
心
臓
移
植
・
安
楽
死
・
脳
死

・

Ｄ

Ｎ
Ａ

組
み
替
え
・
肝
臓
移
植
等
々
の
現

実
と

し
て
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
比
較
思
想
学
の
課

題
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
生
命
倫

理
の
学
的
性
格
と
い
う
こ
と
を
取

り
上
げ

よ
う
。

こ
れ
ま
で
倫
理
学

は
「
人
間
の
学
と

し
て

の
倫

理
学
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、

一
つ

に
は
人
間

の
み

に
か
か
お
る
人
倫
の
道
を
扱

い
、
ま
た
も

う
一
つ
は
あ

く
ま
で
「
生

の
倫
理
学
」
で
あ
っ
た
と

い
え

る
。
と
こ
ろ

が
、
生
命
倫
理
の

問
題
は
、
か
か

る
伝
統
的
な
倫

理
学
に
対

し
て
、
人
間
以
外
の
存
在
を
も
含

め
た
倫
理
、
む
し
ろ
自
然
の
中

の
人
間
と

い
う
意
味
で
の
自
然
の
倫
理
学
を

要

求
し
、
か
つ
、
「
死

」
の
問
題
が

ク
ロ
ー
ズ
・
ア

ッ
プ

さ

れ

て
「
死

の
倫

理
学
」

が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
、
事
態
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

生
命

倫
理
も
、
そ
の
問
題
の
初
期
に
お
い
て
は
、
生
命
と
は
人
間
の
生
命

の
み
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
生
命
中
心
主
義
は
、
現

今
で

は
も

は
や

通
用
し
な
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
が
生
命
の
範
域

を
拡
大

し
た
こ
と
を
引

く
ま
で
も

な
く
、
さ
ら

に
進
ん
で
、
人

間
も
ま

た
自

然

の
中

の
存
在
で

あ
り
、
人
間

の
生
命

は
い
わ
ば
自
然
の
生
命

と
連
動
し
て

と

ら
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
ラ
ジ

カ
ル
な
思
想
が
現

わ
れ
る

の
で

あ
る
。
そ
れ
は
い
ま
さ
ら
ラ
ジ
カ
ル
な
の
で

は
な
く
、
ほ
ん
と
う

に
生

命

な
る
も
の
を
徹
底
し
て
究
明
し
て
い
け
ば
、
当

然
そ
こ
へ
帰
着
し
て
ゆ
く

べ
き
と

こ
ろ
で

あ
り
、
逆

に
、
そ
こ
か
ら
し
て
人
間

の
生
命
、
そ

の
意
味
で

の
生
命

倫
理
も
ま
た
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

ま
た
「

生
の
倫

理
学
」
か
ら
「
死
の
倫
理
学
」
へ
の
展
開

は
何

を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
倫
理
と
接
し
て
、
あ
る
い
は
倫
理
の
根
底

に
、
宗
教

の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
人
間
に
と

っ
て
生
死
の
問
題

は
ま
さ
し
く

「
生
死

事
大
」

な
の
で
あ

っ
て
、
深
く
宗
教

の
問
題

に
根
ざ

し
て

い
る
。
ホ

ス
ピ
ス
（
キ
リ
ス
ト
教
）
な
い
し
ビ
ハ
ー
ラ
（
仏
教
）
が
こ
れ
ま
で
の
生
命
倫
理

か
ら
発
し
た
問
題
実
践
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ

れ
が

キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の

問
題
実
践
で
あ
る
こ
と

が
、
倫
理
の
根
底
に
宗
教

の
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に

示

し
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
「
山
川
国
土
悉
皆

成
仏
」
の

仏
教
思
想
、
あ

る

い
は
仏
教
の
自
然
－

自
然
観

が
一
つ
の
有
力

な
手

が
か
り
を
提
供
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
、
予
測

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上

に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
お
い
て
、
「
わ
れ

わ
れ

に
と

っ

て
」
現
代

の
現
在
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題

が
生
起
し
て
い
る
か
を
、
と

り
わ

け
比
較
思
想
学
の
視
座
か
ら
、
取

り
上
げ
、

か
つ
若
干

の
論
評
を
与
え

た
。

こ
こ
で
も
「
学
」
に
お
け
る
不
易
と
流
行
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私

ど
も

は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題

の
中

に
立
ち
入

っ
て
、
何

が
流
行
で
あ
り
、
何

が
不
易
で
あ

る
か
を
、
冷
徹
な
眼
で
選
別
し
、
「
永

遠

の
哲
学
」

を
追

究
す

る
こ
と
を
根
底
に
据
え
て
、
問
題
処
理
を
行

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ

の
こ
と
が
優
れ
た
意
味
で
現
代

の
比
較
思
想
学
を
形
成
す
る
も
の
で

あ
る

と
考
え

る
。

「
比
較
思
想
と
は
何
か
」
と

い
う
定
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

さ

ま
ざ
ま
な
理
説
が
提
示

さ
れ
、
ま
た
比
較
思
想
学
が
若

い
学
問
で
あ
る
だ
け

に
い
わ
ゆ
る
定
説
は
な
い
に
ひ
と
し
い
。
す
べ
て
定
義

は
一
種
の
暫
定
的
規

定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
一
つ
の
提
言
を
す
れ
ば
、
「
比
較
思
想
と

は
。



東

西

の

思

想

を

比

較

し

、

そ

の
類

似

と

柤
異

を
明

ら

か
に

し

、

自

己

自

身

の

思

想

の
形

成

に
資

す

る

も

の

で

あ

る

。」
と

い

う
定

義

を

出

し

て

お

き

た

い

。

こ

の

暫

定

的
規

定

に

お

い
て

、

東

洋
と

西

洋

と

は

と

か

、

イ

ス

ラ

ー

ム

を

ど

う

扱

う

か
と

か
、

類

似

と

相

異

と

の
見

分

け

方

と

か

、
自

己

自

身

の
思

想

形

成

な

ら

も

は
や

比

較

思

想

で

な

い

の
で

は

な
い

か

な

ど

、
未

規
定

の
部

分

な

い

し

さ

ま

ざ
ま

な

疑

問

が

生

ず

る
で

あ

ろ

う

。

し

か
し

、
逆

に
、

そ

の

よ

う

な

さ

ま

ざ

ま

な

未

規
定

の
部

分

な

い
し

疑

問

の

生

ず

る
こ

と

は

、

こ

の

暫

定

的

規

定

を
手

が

か

り
と

し
て

、

そ

の

よ

う

な

さ

ま

ざ
ま

な

問

題

点

を

よ

り

明

確
化

す

る

こ

と

で

、

か

え

っ
て

こ

の
定

義

を

明

確

に
、

豊

富

に

、

み

の

り

あ

る

も

の

た

ら

し

め

る
こ

と

が
で

き

る
こ

と

で

も

あ

る
。

す

で

に
触

れ

た

よ

う

に

、

東

西

は

い

ま
南

北

を

考

え

る

時

点

に

す

で

に
あ

り

、

第

三
世

界

も
「
方

法

と

し
て

の
第

三

世

界

」
と

し

て

現

わ

れ

て

い

る
。

比

較

の

方
法

と

し

て
類

似

と

相

異

と

を
探

る

に
し

て

も

、

前

出

の

マ
ソ

ン

ー
ウ

ル

セ
ル
以

外

で
日

本

に
限

っ
て

も

、
川

田

熊

太

郎

・

中

村

元

・

玉
城

康

四

郎

・

阿
部

正

雄

・

末
木

剛

博

・

三

枝
充

悳

等

々
の

比

較

思

想

の

学

究

に

よ

っ
て

、

い

く

つ

か

の
基

本

的

な
方

法

が
提

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

の
中

で

、

比

較
（
広
義
）
に

は
比

較
（
狭
義
）
・
対

比

・
対

決

と

い

う

三
方

法

が

あ

る
と

す

る
場

合

を
取

り

上

げ

よ

う

。

狭

義

の
比

較

は

歴

史

事

実

と
し

て

の
接

触

が
あ

る
場

合

、
そ

の

影

響

・

被

影

響

を

さ

ぐ

る
も

の

で

あ

り

、
対

比

は
比

較

の
意

味

を

フ

レ

ク

シ
プ

ル

に

解

し

、

思

想

史

上

の
思

想

の
平

行

現

象

を
取

り

出

し

た
り

、
あ

る

い

は
、
時

空

に

か

か

わ

ら

ず

に

思

想

上

で

の

つ
き

合

わ

せ
（
た
と

え
ば
ギ
リ

シ
ア
悲

劇
の
う
ち

に
見

ら
れ
る
実
存
思

想
と
仏
教
の
う
ち
に
見
ら
れ
る

実
荐

思
想
な
ど
）
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
対
決
は
進

ん
で

も

っ
ぱ

ら
主

体
的
に
。

比

較
を
遂
行
す
る
当
体
に
お
け

る
東
西
思
想
の
対
決
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ

か
を
選
択
す
る
か
な
ど
を
、
内
自
覚
的

に
行

う
も
の
で
あ
る
。

暫
定
的
規
定

に
お
け
る
前
半
と
後
半
と
に
注
目
す

る
と
、
前
半
で

は
、
狭

義

の
比
較
で
あ

っ
て
、
東
西
思
想
の
類
似
と
相
異
と
を
客
観
的
に
明

ら
か
に

す

る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
後
半
で

は
、
自
己
自
身
の
思

想
形
成
で
あ
る
か
ら
、
対
決
と
し
て
の
主
体
的
な
思
弁
を
行

ず
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
暫
定
的
規
定
は
、
方
法
と
し
て
提
示

さ
れ
た
三
段
階
を
、

比
較
の
狭
義
か
ら
広
義
へ
、
客
観
的
か
ら
主
体
的
へ
と
展
開
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
関
連
し
て
、
比
較
思
想

は
方
法

か
ジ
ャ
ン
ル
か
と
い
う
問
題

も
生
起
す

る
。
新
し
い
学
問
領
域

が
現
わ
れ
る
さ
い
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
、
こ
の
問
題
が
生
ず
る
と
い
え
る
。
哲
学
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
が
現

象
学
を
提
唱
し
た
と
き
、
そ
れ
は
形
而
上
学

な
の
か
方
法
な
の
か
が
、

論
議
さ

れ
た
。
お
よ
そ
優
れ
た
問
題
提
起
は
方
法
論

の
転
換
で
あ
る
こ
と

が

多
い
。
し

た
が

っ
て
、
新
し
い
学
問
領
域
の
現
出

は
、
む
し
ろ
方
法

論
で
あ

っ
て
、
あ
ら
た
に
一
つ
の
領
域
・

ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
も
の
で
な
い
と
い

う
見
方
が
強
い
。
し
か
し
、
か
か
る
方
法

論
が
次
第
に
そ
の
成
果
を
挙
げ
て

く

る
と
、
も
は
や
方
法
論

に
と
ど
ま
ら
ず
、
新
し
い
学
問
領
域

を
開
拓
し
た

も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
比

較
思
想
学
に
つ
い
て

も
事
情

は
同

じ
で
あ
る
。
比
較
思

想
は
方
法

か
ジ
ャ
ン
ル
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て

は
、
そ

も
そ
も
方
法

か
ジ
ャ
ン
ル
か
と
い
う
二
分
法

に
こ
そ
問
題

が
あ
る
と
指
摘
し

題
『

想ミ
ｎ
冫

１



た

い

。
比

較

思

想

学

に

お
い

て

は

、

方

法

の

転

換

と

し

て

出
発

し

、
そ

れ

が

成

果

を

挙
げ

る

に
従

っ
て

ジ

ャ

ン

ル
を

も

形

成

し

、

し

か

し

、
そ

れ

が

ま

た
、

方

法

の
変

革

を

求

め

る
の

で

あ

る
。

も

と

比

較

思

想

は
、

歴

史

的

事

実

と

し

て

、

す

で

に

成

立

し

い

わ

ば

確

定
（
固
定
）
し
て

い

る
学

問

体

系

、

学

問

の

セ

ク

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム
（
中
村
元
名
誉

会
長
の
し
ば
し
ぱ
用
い
る
表
現
）

の

中

へ

、

イ

ン

タ

ー
デ

ィ

シ

プ

リ

ナ

リ

な
研

究

方

法

と

し

て

現

わ

れ

、

既

存

の

諸

学

を

そ

の

意

味

で

は

批
判

し

、

さ

ら

に

進

ん
で

脱

構

築
す

る
と

こ

ろ

ま

で

来

て

い

る

。

そ

れ

は

学

問
上

の
方

法

の
転

換

に
と

ど

ま
ら

ず

、

一

種

の

学

問

批
判

で

あ

り

、

そ

れ

自

身

の

中

に
新

し

い

学
問
論
の
胎
動
を
も
つ
。
そ
れ
は
メ
タ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
-

W
iｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ

メ
タ
学
問
、

メ
タ
科
学
）

で

あ

る

。
現

象

的

に

は
、

既

存

の

学

問

の

、

い

わ
ば

裂

け

目

に

、

こ

の
比

較

思

想

が

突

起
し

、

既

存

の

学

問

に

対

し

て

外

か
ら

批

判

し

、

脱

構

築

を

行

っ
た

か

の

よ

う
で

あ

る
が

。

じ

つ

は

、

そ

れ

は

学
問

が

そ

れ

自

身

を

た

え

ず

超
克

し

て

い

く
様

態

に

ほ
か

な

ら

な

い

、

と

い

わ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

し

た

が

っ
て

、
比

較
思

想

は
諸

学

を

内

か

ら

批

判

し

、
学

問

本

来

の

動

態
と

し

て

い

わ

ば

弁

証

法

的

に
自

己

自

身

を

展

開

し

て

い

る
と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

と

こ

ろ
で

、

も

し

こ

の

よ

う

な

こ
と

が

「

学
」

に
関

す

る
真

理

態

で

あ

る

な
ら

ば

、
そ

の
こ

と

に

対

し

て
比

較
思

想

学
そ

れ

自
体

が
例

外

で

あ

る

こ

と

は
あ

り
え

な
い

。

比

較

思

想

学

も

ま

た

自

己
自

身

を
超

克

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。
す

で

に
比

較

思

想

学

が

学
問

体

系

の
中

へ
取

り
入

れ
ら

れ

た

と

き

、

そ

れ

の
確

立

と

同

時

に

固
定

化

が

、
既

存

学

開
化

が
、

始

ま

っ
て

い

る

の

で

あ

る

。
「

学

」

は

つ

ね

に

そ

れ

自

身

を

超

克

す

る

こ

と

を

求

め

る

。

比

較

思

想

学

は

メ

タ

・

比

較

思

想

学

（
m
e
ｔａ
-ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
）

を

必

要

と

す

る

。

そ

し

て

そ

の

こ

と

は

、

比

較

思

想

学

が

そ

の

冠

す

る

「
比

較

」

の

語

を

取

り

去

り

、

思

想

そ

の

も

の

の

学

と

な

る

こ

と

と

、

あ

る

い

は

、

自

己

自

身

の

思

想

形

成

に

資

す

る

こ

と

と

、

無

関

係

で

は

な

い

。

け

れ

ど

も

、

比

較

思

想

学

は

そ

こ

で

落

ち

着

く

も

の

で

も

な

い

。

ひ

と

た

び

思

想

そ

の

も

の

、

す

な

わ

ち

、

自

己

自

身

の

思

想

決

着

に

い

た

っ

て

も

、

そ

れ

を

も

さ

ら

に

超

克

し

て

い

く

。

沈

空

の

難

を

破

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

動

態

、
「

学

」

で

も

あ

り

思

想

で

も

あ

る

こ

の

動

態

が

、

比

較

思

想

学

に

と

り

わ

け

求

め

ら

れ

る

真

理

態

な

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

問

題

を

整

理

し

て

、

あ

ら

た

め

て

比

較

思

想

学

な

る

も

の

を

、

こ

れ

ま

で

述

べ

て

き

た

こ

と

を

ふ

ま

え

て

、

と

ら

え

直

し

て

み

た

い

。

ま

ず

、

比

較

思

想

学

は

「
人

間

の

学

と

し

て

の

比

較

思

想

学

」

で

あ

る

と

言

い

た

い

。

も

と

よ

り

こ

の

場

合

、

一

つ

に

は

、

人

間

と

は

自

然

の

中

の

人

間

で

あ

る

と

い

う

こ

と

、

も

う

一

つ

は

、

人

間

は

つ

ね

に

人

間

を

超

え

た

も

の

と

の

か

か

わ

り

に

お

い

て

真

に

人

間

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

、

つ

け

加

え

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

前

者

は

、

西

欧

の

思

想

史

が

示

す

よ

う

な

、

と

き

に

陥

り

が

ち

の

エ
ゴ

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

な

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

を

避

け

る

意

味

で

あ

り

、

後

者

は

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

政

治

的

な

も

の

は

超

政

治

的

な

も

の

と

の

か

か

わ

り

に

お

い

て

真

に

政

治

的

で

あ

る

と

、

い

み

じ

く

も

言

っ

た

よ

う
に
、
ま
た
別
の
局
面
か
ら
し
て
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を

避

け

る

意

味

の

も

の

で

あ

る

。



か

か

る

意

味

で

の
人

間

を
掘

り
下

げ

て

い

く

と

き

、

和

辻

哲

郎

の

い

う
人

間

と

し

て

の
人

間

、
そ

し

て
そ

れ

を
さ

ら

に
拡

大

し

て

、

人

と

人

、
人

と

自

然

、
人

と

超

越

的

な

も

の
と

の

「
間

」

と

し

て

の

人

間

が

浮

き
彫

り

に

さ

れ

る
で
あ
ろ
う
。
比
較
思
想
学
の
比
較
が
単
な
る
ノ
リ
と
ハ
サ
ミ
式
の
方
法
で

は

な
く

、
深

く

人

間

の
本

性

に
根

ざ

し

、

そ

こ

か

ら
湧

出

す

る

方

法
で

あ

る

こ
と

が
、

こ

れ

に

よ

っ
て

も
示

さ

れ

る
で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ
う

な
意

味

に

お
い

て

、

比

較
思

想

学

は

そ

れ

自
身

を

の

り

こ
え

て

い
く

と

こ

ろ
に

、

か
え

っ
て

そ

の

存

在

意

義

を
見

出
す

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

本
稿

は
、
筆

者
の
本
学
会
会
長
の
期
間

に
、
新
潟
支
部
結
成

の
さ
い

「
比
較
思

想
研

究
の
現
代

的
意

義
」
、
近
畿
支
部
結
成
の
さ
い
「
比
較
思

想
の
現

状
と
課
題
」

と
題
し
て
行

っ
た
講

演
を
も
と
と
し
て
、
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
近
畿
支

部
の
場
合

は
、
西
田
哲
学
へ

の
比
較
哲
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
も
加
え
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で

は
言
及

す
る
余
裕

が
な
か
っ
た
。

（

み

ね

し

ま

・
ひ

で

お

、
比

較

哲

学

、

前

会

長

・

早

稲

田

大

学

教

授
）

瀧の四四比
－

2
1
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