
〈
特
集
「
比
較
思
想
は
現
代
に
何
を
貢
献
し
う

る
か
」
４

）

シ
ン
ポ

ジ

ウ

ム

・
コ

メ

ン
ト

三

提

題

に
触

れ

る

ま

え

に

次

の

二

つ

の

こ

と
を

ま
ず

述

べ

た

い

。

一

つ

は

、

こ

れ

ま

で

の

本

学

会

の
節

目

ご

と

の

シ

ン
ポ

ジ

ウ

ム
を
顧

み

る

と

、

個
別

的

な

テ

ー

マ
と

い

う

よ

り

は
比

較
思

想

と

い

う
学

の

根
本

に

か

か

わ

る

問
題

を

抜

本

的

に
検

討
し

よ

う

と

す

る

も

の

が

多

い

こ

と

が

分

か

る
。
（
例
え

ば
第

一

回

「
比
較
思

想
方

法
論
」
、
第
五

回
「
比
較
思
想
と
は
何

か
」
、
第
一
〇
回

「
東

と
西
」
、

第

一
七

回
「
比

較
思

想
の
新
段
階
」
）

そ
し

て

も

う

一

つ

の

こ

と

は

、

今

回

の

節

目

の

テ

ー

マ
が

「
比

較

思

想

は

現

代

に

何

を

貢

献

し

う

る

か
」

で

あ

り

、

具

体

的

な

効

益

に

か

か
わ

る
問

題

で

あ

る
と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

思

う

に
、

そ

れ
は
、
今
回
ま
で
に
す
で
に
"
比
較
思
想
"
な
る
学
は
そ
の
基
礎
づ
け
を
一

応

終

え

（
も
と
よ
り
常

に
基
礎

づ
け

は
続
け
ら
れ

ね
ば
な
ら

な
い

が
）
、

そ

の

よ

う

な

学

が

現

代

の

状

況

下

で

い

か

に
生

（
せ
い
）
と

ま

じ

わ

る

か

、

い

か

に
人

間

の

学

と

し

て

役

割

を
果

た
す

べ
き

か

、
と

い
う

点
を

、

前
向

き

に

問

お

う

と

す

る

姿

勢

を

示

す

も

の

で

あ

る

だ

ろ

う
。

し

か
し

反

面

ま

た

、

こ

の

よ

う

峰
　
島
　
旭
　
雄

な
問
い
が
必
然
的
に
、
そ
も
そ
も
比
較
思
想
と
は
何
か
、
そ
の
方
法
論

は
、

と
い
う
問
い
を
も
誘

発
す
る
こ
と
も
、
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
俯
瞰
の
う
え
で
、
今
回

の
三
提
題
を
み
る
と
、
第
二
の
、
清

水
良
衞
氏
に
よ
る
提
題
は
（
『
比
較
思
想
の
現
代
的
役
割
―

産
業
社
会
に
生
き
る

社
会
人
の
立
場
か
ら
Ｉ

』）
、
直
截

に
テ

ー
マ
に
答
え
る
形

を
と

っ
て

い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で

に
『
日
本
学
の
す
す

め
』
を
公

に
し
た
同
氏

は
、

真
の
国
際
化

は
単

に
外

へ
向

か
っ
て
こ
れ
を
な
す

の
で

は
な
く
、
内
に
向
か

っ
て

日
本
文

化
を
確
実

に
理
解
す

る
こ

と
か
ら
始
ま

る
と

い
う
考
え

で
、

"
国
際
理
解
の
た
め
の
日
本
学
"
を
推
進
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
積

極
的

な
発
言

の
あ

っ
た
こ
と
は
本
学
会
に
と

っ
て
望

ま
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
次

に
、
第

三
提
題

の
ご
と
く
、
そ
も
そ
も
比

較
思

想
と

は
何

か
、

の
問

い
が
必
要
と

な

っ
て
く
る
。
第
三
提
題
者
、
桑
木

務
氏

は
急
病
で
出
席

で
き

ず
、
詳

し
い
説
明

は
聞

か
れ
な

か
っ
た

が
（
提
題
は
「
比
較
思
想
の
未

βＯＱ
り



来
」）
、
そ

の
主
旨

は
レ
ジ
ュ
メ
に
も
載

っ
て

お
り
、
ま
た
数
多

く
の
著
書

の

う
ち
最
新
刊

『
哲
学
す
る
こ
こ
ろ
み
』

に
よ

っ
て
そ
の
や
や
詳
細
な
主
張
を

見
る
こ

と
が
で
き

る
。
氏

の

主
張

の
根

幹

は

「
哲

学
の
家
」
（
レ
ジ
ュ
メ
参

照
）
で
あ

っ
て
、
こ
の
基

本
構
図
か
ら
比
較
思
想
の
学
も
ま

た
導

出
さ

れ
る
。

つ
ま
り
、
比
較
思
想
の
学
問
論
で
あ

っ
て
、
た
だ
ち
に
、
現
代

、
現
実
の
問

題
に
比
較
思
想
は
ど
う
答
え

る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
、
具

体
的
な
問
題

へ
の
応
答
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

、
じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
比

較
思

想

を
学
と
し
て
基
礎

づ
け

る
試
み

を
通
し

て
こ
の
現
実
の
問
題
に
対
し
て
も

確

実

に
責

任
あ
る
応

答
を
な
し

う
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て

は
な
ら

な
い
。

学
問
論

は
当
然

、
方
法
論
を
含
む
。
第

一
提
題

者
、
酒
井
潔
氏

は
ま

さ
し

く
方
法
論
に
か
か
お
る
。
（
提
題
は
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
と
現
代
世
界
―
―
多
様

性
と
調
和
の
学
的
創
造
に
向
け
て
―
―
」
。
）
た
だ
し
、
加
う
る
に
、
他
に
あ
ま
り

例
を
見

な
い
い
ち
じ

る
し

い
特
色
が
こ

の
提
題

に
は
あ

る
。
そ
れ

は
氏

の
専

攻
す

る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
想

を
通
し

て
、
方
法

論
を
提
示
す

る
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
し

か
も

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

は
西

洋

に
伝
統
的
な
（
形
式
）
論
理

学

に
充
足
理
由
律
を
加
え
た
哲
学
者
で
あ

る
し

、
ま
た
中
国
思
想

へ
の
関
心

に

よ

っ
て
西
洋

に
お
け
る
き
わ
め
て
初
期

の
比
較
思

想
家
と
も
言
え

る
人
物

な

の

で
あ

る
。
氏

が
ラ

イ
プ

ニ

ッ
ツ

か
ら
摘
出

し

た
論

理
（
方
法
）

は
類
比

（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
の
論
理
（
方
法
）
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
マ

ソ

ン
・
ウ
ル

セ
ル
が
類
比
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
の
方
法

を
た
ず

さ
え

て

『
比

較

哲
学
』

を
著
わ
し
た
こ
と
は
周

知
の
と
お
り
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
今
回
の
提
題
は
第
二
提
題
―
―
「
何
を
貢
献

し

う
る
か
」
、
第
三
提
題
－

「
学
問
と
し

て
の
基

礎
づ
け
」
、

第
一

提
題

―
―
「
方
法
の
問
題
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
円
環
を
な
す
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
三
者
が
相
互
に
関
連
し
あ

っ
て
、
現

実

に
効
益
あ
る
比

較
思
想
の
学
を
形
成
し
て

い
く
こ
と
で
あ

る
だ
ろ
う
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
第
一

提
題
者

は
春
秋

に
富
む
新
進

の
学
究
者
で
あ
り
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
そ
の
も
の
に
お
い
て
も

さ
ら

に
比
較
思
想
方
法
論
へ
の
可
能

性
を
探
究
し
う
る
で
あ
ろ

う
し
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
新
し

い
比
較
思
想
学
へ

の
胎
動
を
感
知
さ
せ
る
も

の
が
あ

る
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。
し
ば
し
ば
批
判

の
対
象
と
な
る
、
比
較
思
想
家

は
専
攻
領
域
を
も
っ
て

い
な

い
と

い
う
評
言

に
対

し
て

、
い
う

ま
で
も
な
く
第
一
提
題
者
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
は
論
外

で

あ
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
な
む
し
ろ
、
確
実
に
専
攻
分
野
を

も
ち
（
東
洋
で
あ
れ
西
洋
で
あ
れ
）、
そ
れ

に
お
い
て
し

か
る
べ
き
業
績
を
上
げ

つ
つ
、
そ
れ
が
お
の
ず

か
ら
比
較
思
想
へ
の
展
開
を
促
す
と

い
う
好
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
第
二
提
題
者
は
い
わ
ゆ
る

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

中

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
社
会

に
お

い
て

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
活
動
し
て

お
り
、
と
き

に
高

等
教
育
機
関
等

に
お
い
て
講
義
に
従
事
し
て
お
ら
れ
る
。

比

較
思
想
と
は
、
発
生
的

に
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
状
況
、
そ
の
よ
う

な
探
究
者

を
通
じ
て
、
現
わ
れ
る
べ
く
し
て
現
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

思

う
べ
き
で

あ
る
。
第
三
提
題
者
は
か
え

っ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
長
老
格
に

あ

る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
が

っ
し
り
し
た
学
問
論
を
も

っ
て
し
か
も
現
実

に

積
極
的
に
発
言
し
て
も
い
る
―
―
生
命
倫
理
、
宗
教
の
未
来
、
と
り
わ
け
比

較
思
想
の
未
来
等

々
。
こ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
第

トンメコムウジポンシー
７

｛

ｊ



二
〇
回
を
数
え

た
本
学
会
業
績
の
一
つ

の
集

約
で

あ
る
と
と
も
に
、
二

一
回
、

つ
ま
り

は
二
十

一
世

紀
へ
向
け
て

の
新

し
い
出
発

に
ふ
さ
わ
し
い
成
果
を
示

し

た
も

の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

ち
な
み

に
、
世

代
か
ら
い
っ
て

も
、
四

十
代

・
五
十
代

・
六
十
代

（
コ
メ

ン
テ
ー
タ
）
・
八
十
代
と

い
う
バ

ラ
ン
ス
で

あ
っ
た
。

（
み
ね
し
ま
・
ひ
で
お
、
比
較
哲
学
、
早
稲
田
大
学
教
授
）

只

）

Ｑ

り
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