
Education of Meiji University

の
異
な
る
他
者
と
対
話
を
続
け
る
姿
勢
が
何
よ

り
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
思
い
か
ら
、

新
た
に
開
設
し
た
私
た
ち
の
哲
学
専
攻
で
は
、
単

に
過
去
の
哲
学
を
知
識
と
し
て
習
得
す
る
だ
け

で
な
く
、
他
者
の
言
葉
を
受
け
止
め
理
解
す
る

力
、
冷
静
に
粘
り
強
く
考
え
抜
く
力
、
み
ず
か

ら
の
考
え
を
明
晰
に
表
現
で
き
る
力
を
養
う
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
を
生
き
て
い
く
た
め
に
最
も
必
要
と
さ

れ
る
力
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
色

右
記
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
新
し
い

哲
学
専
攻
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
次
の
三
つ
の
特

色
を
持
つ
。

（
1
）
現
代
の
問
題
を
考
え
る

哲
学
と
い
え
ば
、
昔
の
哲
学
者
の
哲
学
書
を

読
む
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
過
去
の
哲
学
者
の
思
索
を
学
ぶ
こ
と
は
、

知
識
と
し
て
過
去
を
知
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
現
代
に
生
き

る
自
分
の
個
人
的
な
問
題
や
自
分
を
と
り
ま
く

現
代
社
会
の
問
題
を
考
え
る
上
で
必
要
な
考
え

方
の
道
筋
や
整
理
の
仕
方
を
学
び
、
み
ず
か
ら

の
考
え
に
形
を
与
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
作
業

な
の
で
あ
る
。
哲
学
専
攻
で
は
、
常
に
身
近
な

問
題
や
現
代
的
な
諸
課
題
を
念
頭
に
、
過
去
の

哲
学
者
の
思
索
を
導
き
手
に
し
な
が
ら
学
ぶ
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。

（
2
）
実
践
的
に
取
り
組
む

新
し
い
哲
学
専
攻
は
、
文
学
部
の
「
心
理
社

会
学
科
」
の
中
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

私
た
ち
の
哲
学
専
攻
が
、「
心
理
社
会
学
科
」
に

属
す
る
既
存
の
「
臨
床
心
理
学
専
攻
」
と
「
現

代
社
会
学
専
攻
」
の
培
っ
て
き
た
実
践
性
重
視

の
教
育
を
共
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

哲
学
を
学
ぶ
上
で
文
献
講
読
は
不
可
欠
だ
が
、

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対
話
形
式
や
グ

ル
ー
プ
作
業
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
多
様
な

授
業
形
態
を
通
じ
て
、
学
生
た
ち
の
主
体
的
な

学
習
を
促
し
て
い
る
。
特
に
、
哲
学
が
現
代
社

会
に
果
た
し
う
る
実
践
の
一
つ
と
し
て
注
目
を

集
め
て
い
る
「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」（
後
述
）

を
科
目
と
し
て
設
置
し
、
教
室
の
中
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
実
践
的
活
動
を
試
み
て
い
る
。

（
3
）
多
角
的
に
学
ぶ

従
来
、
哲
学
と
い
え
ば
、
西
洋
哲
学
を
意
味

し
、
日
本
や
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
地

域
の
哲
学
は
付
随
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
こ
と

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
、
西
洋
哲
学
だ
け
で

は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
哲
学
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
に
学
び
、
洋
の
東
西
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し

い
哲
学
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
特
に
、
日
本
に
お
い
て
日
本
語
で
思

索
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
西
洋
の
哲
学
を
学

ぶ
上
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
概
念
を
漢
字
の

文
学
部
心
理
社
会
学
科

「
哲
学
専
攻
」
新
設

2
0
1
8
年
4
月
、
明
治
大
学
文
学
部
心
理

社
会
学
科
に
、
新
た
に
「
哲
学
専
攻
」
が
生
ま

れ
た
。
人
文
学
の
軽
視
や
実
学
優
先
が
さ
ま
ざ

ま
に
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
昨
今
、「
哲
学
」
と

い
う
古
め
か
し
い
看
板
を
掲
げ
た
私
た
ち
の
新

た
な
挑
戦
は
、
時
代
の
表
層
に
左
右
さ
れ
な
い

快
挙
な
の
か
、
は
た
ま
た
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
背

を
向
け
た
暴
挙
な
の
か
、
期
待
と
不
安
を
も
っ

て
迎
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
私
た
ち
は
、
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
古
く
て
常
に
新
し
い
学
問
領
域
の
場
が
明
治

大
学
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
歩

み
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

哲
学
専
攻
の
目
指
す
も
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
が
急
速
に
進
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
ぶ
つ
か
り
合
う
現
代
社
会

に
お
い
て
、
私
た
ち
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
し

い
社
会
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
一
方
で
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
そ
う

し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
粘
り
強
く
考
え

続
け
る
力
や
語
り
合
う
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
現

代
の
諸
問
題
を
受
け
止
め
つ
つ
、
よ
り
良
き
社

会
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
み
ず
か

ら
の
頭
で
論
理
的
に
粘
り
強
く
考
え
、
価
値
観

明
治
大
学
の
教
育
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専門分野：東洋哲学、朱子学
1963年 鳥取県生まれ
1986年 早稲田大学第一文学部卒業
1993年 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学
1997年 明治大学文学部専任講師
2007年より現職

主な著書・論文：『朱子学入門』（ミネルヴァ書房・2015） 、『「心」と「理」をめぐる朱熹思想構造の研究』（汲
古書院・2005）、『朱子語類訳注』（汲古書院）

所属学会：日本中国学会、日本儒教学会、日本思想史学会、東方学会ほか

合田 正人　文学部教授
（ユダヤ思想、フランス哲学）

池田 喬　文学部准教授
（現象学を中心とする現代哲学・倫理学）

志野 好伸　文学部教授
（比較思想、中国哲学）

坂本 邦暢　文学部専任講師
（ルネサンス期哲学、科学哲学）
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言
葉
に
翻
訳
し
つ
つ
理
解
す
る
以
上
、
ア
ジ
ア

の
伝
統
哲
学
の
知
識
は
不
可
欠
な
も
の
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
哲
学
専
攻
は
、

西
洋
哲
学
を
専
門
と
す
る
教
員
3
名
、
東
洋
哲

学
を
専
門
と
す
る
教
員
2
名
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
西
洋
・
東
洋
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
同
時

に
、「
哲
学
交
流
論
」
と
い
っ
た
東
西
を
横
断
す

る
授
業
を
設
置
し
、
学
生
た
ち
が
多
角
的
な
視

点
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
を

促
し
て
い
る
。

哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

新
し
い
哲
学
専
攻
の
特
徴
を
最
も
よ
く
表
わ

し
て
い
る
「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
に
つ
い
て

も
う
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
い
ま
哲
学
の

最
前
線
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
机
上
の
空

論
」
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
経
験
に
根
ざ
し
、

対
等
な
市
民
と
し
て
互
い
に
対
話
し
、
見
過
ご

さ
れ
て
い
る
問
題
を
発
見
し
、
新
た
な
角
度
か

ら
見
つ
め
直
す
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
哲
学
の
新
し
い
動
き
を
教
育
や
社
会
の

現
場
で
実
践
し
て
い
る
の
が
「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
哲
学
の
新
し
い
学
び

方
は
、
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
日
本

で
も
学
校
現
場
や
「
哲
学
カ
フ
ェ
」
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
場
所
で
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
私
た
ち
の

哲
学
専
攻
で
は
、
こ
の
最
前
線
の
取
り
組
み
を

科
目
と
し
て
設
置
し
、「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」

を
実
体
験
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
問
題
点
や

展
望
に
つ
い
て
も
考
え
、
将
来
よ
り
有
意
義
な

「
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
を
担
う
こ
と
の
で
き
る

リ
ー
ダ
ー
的
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

な
お
、
哲
学
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
い
う
活
動
そ

の
も
の
を
研
究
対
象
と
す
る
「
哲
学
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
学
会
」
の
事
務
局
（
代
表
＝
池
田
喬
）

は
本
専
攻
に
あ
り
、
全
国
の
大
学
で
展
開
し
て

い
る
同
じ
よ
う
な
取
り
組
み
の
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

発
足
を
記
念
し
て

2
0
1
8
年
4
月
14
日
、
哲
学
専
攻
の
発
足

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
な
ぜ
、
今
、
哲
学
な
の

か
：
発
言
す
る
哲
学
、
越
境
す
る
哲
学
」
が
リ

バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
で
開
催
さ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
は
、
学
外
か
ら
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
5
名
の
方
々
を
お
呼
び
し
、
哲
学
専
攻
の
5

名
と
と
も
に
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
当
日

は
2
0
0
名
を
越
え
る
参
加
者
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
、
盛
会
の
う
ち
に
新
し
い
哲
学
専
攻
の

出
発
と
な
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
第
一
期
生
の
新
入
生
諸

君
も
出
席
し
た
が
、
自
分
た
ち
の
門
出
が
か
く

も
祝
福
さ
れ
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
何
か
を

感
じ
取
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

ま
た
、
専
攻
発
足
を
記
念
し
て
、
私
た
ち
5

名
の
教
員
で
『
い
ま
、
哲
学
が
始
ま
る
。
明
大

文
学
部
か
ら
の
挑
戦
』（
明
治
大
学
出
版
会
）
を

出
版
し
た
。
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
哲
学
を
学
ぶ

若
い
人
た
ち
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
私
た
ち
5
名
の
意
気
込
み
を
読
み
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

海
外
研
究
者
と
の
交
流

最
後
に
、
私
た
ち
の
専
攻
の
も
う
一
つ
の
強

み
を
紹
介
し
た
い
。
哲
学
専
攻
の
各
教
員
は
、

以
前
か
ら
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
た
ち
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
活

動
を
展
開
し
て
い
る
。

今
年
の
例
で
言
え
ば
、
9
月
に
は
中
国
広
州

の
中
山
大
学
と
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
哲
学
」
を
め
ぐ
る
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
予

定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
10
月
か
ら
1
カ
月
間
、

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
哲
学
科
名
誉
教
授
の

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ベ
ン
ス
ー
サ
ン
氏
を
招
聘
す
る
。

ま
た
、
12
月
11
日
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大

学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
修
辞
学
比
較
文
学
教
授

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
氏
の
名
誉
博
士
号
授

与
式
と
記
念
講
演
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

今
後
も
、
海
外
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
会

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
積
極
的
に
企
画
し
、
で
き

る
だ
け
学
生
た
ち
を
も
巻
き
込
ん
で
活
動
す
る

つ
も
り
で
あ
る
。
哲
学
専
攻
が
文
学
部
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
実
践
の
中
心
的
な
場
だ
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
た
ち
の

ひ
そ
か
な
自
負
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
員

の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
良
さ
と
海
外
と
の
幅
広
い

つ
な
が
り
は
、
学
生
諸
君
に
も
大
き
な
刺
激
と

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
世
界
の
最
前
線
の
議
論
を

自
分
た
ち
の
大
学
で
目
の
当
た
り
に
で
き
る
と

い
う
経
験
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
に

な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

な
お
、
哲
学
専
攻
独
自
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.kisc.m

eiji.ac.jp/~philo/

）

も
開
設
し
た
。
よ
り
詳
し
い
情
報
お
よ
び
最
新

の
動
き
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
随
時
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。

『いま、哲学が始まる。』

哲学カフェ・哲学プラクティス

発足記念シンポジウムの様子

哲学専攻カリキュラム概念図
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