
共
通
科
目
「
比
較
思
想
」
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
授
業

教
養
と
し
て
の
政
治
思
想
｜
｜
西
洋
と
日
本

苅

部

直

二
〇
〇
九
年
度
の
、
本
セ
ン
タ
ー
主
催
に
よ
る
公
開
授
業
「
比
較
思
想
」
は
、

「
教
養
と
し
て
の
政
治
思
想
｜
｜
西
洋
と
日
本
」
と
題
し
、
前
期
（
四
月
一
〇
日

〜
七
月
一
七
日
）
に
、
毎
週
一
回
、
一
時
限
（
九
〇
分
）
を
費
や
し
て
行
な
っ
た
。

開
講
に
際
し
、
一
般
受
講
者
に
む
け
て
示
し
た
「
授
業
概
要
」
は
、
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と

そ
れ
は
、
西
洋
の
思
想
伝
統
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
も
の
を
考
え
行
動
す
る
、
自

由
な
市
民
を
育
て
る
課
程
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。実
践
と
は
無
縁
の
知
的
遊
戯
や
、

専
門
科
目
を
学
ぶ
た
め
の
準
備
で
は
、
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
自
由
』
と
は
何
か
。
人
は
い
か
な
る
意
味
で
『
平
等
』
と
言
え
る
の
か
。
政

府
が
暴
虐
を
行
な
う
と
き
、
ど
う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
も
そ
も
『
政
治
』

と
は
ど
ん
な
営
み
な
の
か
。
…
…
こ
う
い
っ
た
問
い
は
、
西
洋
の
政
治
思
想
の
歴

史
に
お
い
て
、
常
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
形
が
大
き
く
違
う
と
は
い
え
、
日

本
の
思
想
伝
統
に
も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
営
み
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
授
業
で
は
、
自
由
・
権
力
・
平
和
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
中
心
主

題
に
即
し
て
、
日
本
と
西
洋
と
を
比
べ
な
が
ら
、『
政
治
』と
い
う
現
象
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
そ
の
道
具
に
な
る
よ
う
な
思
想
の
あ
れ
こ
れ

を
紹
介
し
て
み
た
い
。」

さ
ま
ざ
ま
な
職
業
や
人
生
経
験
を
へ
た
一
般
受
講
者
が
集
ま
る
こ
と
、
大
学
の

正
規
科
目
と
し
て
の
履
修
者
に
は
一
・
二
年
生
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、

「
現
代
教
養
学
部
」
が
こ
の
年
度
に
発
足
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
た
授

業
方
針
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
詳
細
な
授
業
日
程
を
計
画
す
る
こ

と
は
や
め
、
そ
の
代
わ
り
に
、
毎
回
、
参
加
者
に
コ
メ
ン
ト
・
カ
ー
ド
（
Ａ
６
判
）

を
配
布
し
て
授
業
の
感
想
や
質
問
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
応
え
る
形
で
次
回

の
内
容
を
考
え
、次
回
の
冒
頭
で
は
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
回
答
か
ら
話
を
始
め
る
、

と
い
う
方
針
を
と
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
開
講
に
あ
た
っ
て
漠
然
と
予
想
し
て
い
た
話
の
進
行
か
ら
す
れ

ば
、
非
常
に
遅
い
授
業
進
度
と
な
り
、
事
前
に
考
え
て
い
た
内
容
の
半
分
以
下
し

か
、
結
果
と
し
て
は
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
受
講
者
の
理
解
を

た
し
か
め
な
が
ら
、
個
々
の
議
論
を
深
め
る
形
で
授
業
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
全
一
四
回
の
内
容
は
こ
う

な
っ
た
。

１

「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
」
と
「
政
治
的
教
養
」

２

「
政
治
」
の
イ
メ
ー
ジ

３

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
｜
｜
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
は
何
か

４

政
治
・
道
徳
・
自
由

５

「
自
由
」
と
徳
川
思
想

６

日
本
の
知
識
人
と
「
自
由
」
と
の
出
会
い

７

「
自
由
」
の
強
制
に
つ
い
て

８

「
自
由
」
観
の
相
剋

９

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

10

「
自
由
」
と
「
文
明
」

11

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て

12

戦
後
日
本
の
平
和
主
義
を
め
ぐ
っ
て

13

理
想
主
義
と
現
実
主
義
｜
｜
丸
山
眞
男
・
福
田
恆
存
の
論
争
か
ら

14

「
政
治
的
判
断
」
と
は
何
か

講
義
に
あ
た
っ
て
は
、
な
る
べ
く
史
料
を
配
布
し
、
思
想
家
の
言
葉
に
受
講
者

自
身
が
ふ
れ
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
も
含
め
な
が
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
努

め
た
。
受
講
者
の
数
は
、
一
般
参
加
者
と
学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
名
ほ
ど
。
こ
ぢ

ん
ま
り
し
た
規
模
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
よ
う
に
応
答
を
は
さ
み
な
が
ら
進
め
ら
れ

た
の
で
、
む
し
ろ
適
切
な
人
数
だ
っ
た
と
思
う
。

た
だ
反
省
点
と
し
て
は
、
講
師
と
受
講
者
と
の
対
話
は
あ
る
程
度
で
き
た
の
だ

が
、受
講
者
ど
う
し
が
お
た
が
い
に
議
論
す
る
よ
う
な
空
気
に
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
点
、
せ
っ
か
く
一
般
参
加
者
と
学
生
と
が
い
る
教
室
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
間

に
意
見
交
換
が
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば
、大
学
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
も
、

よ
り
効
果
的
な
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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