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「
中
國
哲
學
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
近
年
あ
ら
た
め
て
そ
の
「
合
法

性
」
が
問
題
に
さ
れ（

（
（

、
そ
の
論
爭
と
の
直

的
關
係
は
不
朙
な
が
ら
、
中
國
の
哲

學
を
近
代
日
本
に
お
け
る
哲
學
の
導
入
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
硏
究
も
數
多
く
世

に
問
わ
れ
て
い
る（

（
（

。
西
洋
哲
學
を
參
照
し
て
「
中
國
哲
學
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

が
構
築
さ
れ
た
こ
と
は

論
の
餘
地
の
な
い
事
實
で
あ
る
が
、「
合
法
性
」
に
つ

い
て
の
論
爭
に
せ
よ
、
日
中
の
狀
況
を
比
較
し
た
硏
究
に
せ
よ
、「
中
國
哲
學
」

と
は
何
か
、
そ
れ
は
意
味
の
あ
る
言

な
の
か
と
問
う
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
も
そ

も
「
哲
學
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
逆
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う

し
た
問
い
は
、
今
な
お
問
う
に
値
す
る
す
ぐ
れ
て
哲
學
的
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
初
頭
の
中
國
に
お
け
る
哲
學
と
い
う
槪
念
の
受
容

に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
㊒
益
な
迂
回
路
で
あ
る
と
思

わ
れ
、
本
稿
も
そ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。

　
「
中
國
哲
學
」
の
構
築
の
た
め
に
そ
の
歷
史
の
敍
述
に
取
り
組
ん
だ
胡
㊜
（（89（

−（96（

）
に
せ
よ
馮
友

（（895

−（990

）
に
せ
よ
、「
中
國
哲
學
」
の
モ
デ
ル
は

あ
く
ま
で
西
洋
哲
學
で
あ
っ
た
。「
哲
學
」
が
外
來
の
槪
念
で
あ
る
以
上
、
そ
の

主
從
關
係
は
牢
と
し
て
搖
る
ぎ
な
い
。
こ
の
主
從
關
係
の

差
を
少
し
で
も
縮
め

る
た
め
に
、
當
時
の
中
國
の
知

人
が
採
っ
た
の
が
、
哲
學
を
人
生
哲
學
に

斂

さ
せ
る
と
い
う
戰
略
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
文
脉
の
中
で
、
李

石
岑
（（89（

−（934

）
と
い
う
思
想
家
が
採
っ
た
例
外
的
な
立
場
を
紹
介
し
、
中

國
哲
學
の
可
能
性
を
再
考
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
個
別
の
思
想
家
の
「
人

生
哲
學
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
比
較
的
多
く
、
中
で
も
劉

長
林
『
中
國
人
生
哲
學
的
重
建（

3
（

』
は
、
陳
獨
秀
・
胡
㊜
・
梁
漱
溟
と
い
う
立
場
を

に
す
る
三
人
の
言
說
を
通
し
て
、
民
國
朞
の
「
人
生
哲
學
」
の
多

性
を
示
し

た
硏
究
で
、
一
定
の
參
照
枠
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
李
石
岑
の
立
場
は
「
人

生
哲
學
」
を
「
倫
理
學
」
と
直
結
さ
せ
な
い
と
い
う
點
で
、
彼
ら
と
は
決
定
的
に

な
っ
て
い
る
。
李
石
岑
に
つ
い
て
は
硏
究
自
體
が
少
な
く（

4
（

、
そ
の
獨
自
性
が
十

分
朙
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
李
石
岑
の
思
想

を
檢
討
す
る
歬
に
、
ま
ず
は
「
人
生
哲
學
」
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
る
當
時
の
言
說

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
李
石
岑
の
見
解
の
特

性
を
朙
ら
か
に
す
る
た
め
の
布
石

と
し
、
續
い
て
李
石
岑
の
議
論
自
體
を
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
．
人
生
哲
學
の
有
效
性

　
「
人
生
哲
學
」
と
い
う
語
は
、
一
九
一
九
年
の
五
四
運
動
朞
か
ら
盛
ん
に
使
用

さ
れ
始
め（

5
（

、
一
九
二
三
年
に
起
こ
っ
た
「
科
學
と
人
生

論
爭
」
で
は
、
ほ
と
ん

哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ―

李
石
岑
を
導
き
と
し
て

　
　

�

志
野
好
伸
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二

の
西
洋
人
の
意
見
に
對
し
て
、
朙
ら
か
に
共
感
を
覺
え
て
い
る
。

　

陳
獨
秀
の
論
文
、
梁
諬
超
の
報
吿
、
ど
ち
ら
も
梁
漱
溟
の
『
東
西
文
化
及
其
哲

學
』（
一
九
二
一
年
）
の
第
一

「
緖
論
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
梁

漱
溟
は
、
陳
獨
秀
の
發
言
に
全
面
的
に
贊
意
を
表
し
、
あ
ら
ゆ
る
改
革
の
根
本
に

は
倫
理
思
想
が
あ
る
こ
と
を
力
說
す
る
。
そ
の
際
、
倫
理
思
想
は
「
人
生
哲
學
」

と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
陳
獨
秀
が
中
國
の
傳

思
想
の
廢

を
廹
っ

て
い
る
の
に
對
し
、
梁
漱
溟
は
そ
れ
を
可
能
性
を
多
分
に
㊒
し
た
文
化
的
㊮
源
と

し
て

持
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
梁
漱
溟
は
陳
獨
秀
の
呼
び
か
け
に
、
完

全
に
ね
じ
れ
た
仕
方
で
應
え
た
の
で
あ
る
。

　

中
國
傳

思
想
へ
の
回
歸
は
、
梁
諬
超
の
『
歐
游
心
影
錄
』
が
口
火
を
切
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（

8
（

。
梁
漱
溟
は
、
そ
の
功
績
を
認
め
な
が
ら
、
梁
諬
超

が
東
西
文
化
の
融
合
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
反
對
し
、
西
洋
文
化
と
イ
ン
ド
・

中
國
文
化
と
の
根
本
的
な
違
い
を
探
っ
て
ゆ
く
。
梁
漱
溟
が
現
代
新
儒
家
の
開
祖

の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
文
化
保
守
主
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
る
の
は
、
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
作
品
か
ら
、
西
洋
の
科
學
と
中
國
の
倫

理―

「
人
生
哲
學
」―

と
の
對
立
と
い
う
構
圖
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
對
立

關
係
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
一
九
二
三
年
に
起
こ
っ
た
「
科
學
と
人
生

論

爭
」
で
あ
る
。

　

梁
諬
超
と
と
も
に
歐
州
を
視
察
し
た
張
君
勱
は
、
淸

大
學
で
「
人
生

」
と

題
す
る
講
演
を
行
い
、
科
學
と
人
生

と
を
對
比
さ
せ
、
科
學
は
精
神
の
領
域
を

說
朙
し
盡
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。「
文
化
轉
移
の
樞
紐
は
人
生

に
あ

る
」
と
い
う
張
君
勱
の
發
言
は
、
陳
獨
秀
の
言
朙
を
ね
じ
ま
げ
て
受
け
取
っ
た
梁

漱
溟
の
解
釋
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
同
じ
く
歐
州
視
察
に
同
行

し
た
丁
文
江
が
、
す
ぐ
さ
ま
反
論
を
行
い
、
科
學
の

能
性
を
擁

す
る
。
こ
れ

ど
「
哲
學
」
と
「
人
生

」
な
い
し
「
人
生
哲
學
」
が
同
一
視
さ
れ
る
。

　
「
人
生
哲
學
」
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
る
經
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
一
九
一
六

年
、
陳
獨
秀
（（879

−（94（

）
は
『
靑
年
雜
誌
』（
後
の
『
新
靑
年
』）
に
「
吾
人
最

後
之
覺
悟
」
を
發
表
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

西
洋
文
朙
が
我
が
國
に
輸
入
さ
れ
て
か
ら
、
最
初
に
我
ら
の
覺
悟
を
促
し
た

の
は
學
術
で
あ
り
、
西
洋
の
學
術
に
對
し
て
我
ら
の
學
術
が
見
劣
り
す
る
こ

と
は
、
國
中
の
人
が
わ
か
っ
た
。
次
が
政
治
で
あ
り
、
こ
の
數
年
の
政
治
現

象
が
證
朙
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
過
去
に
拘
泥
す
る
姿
勢
を
と
り
續
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
以
降
、
中
國
の
人
々
が
惱
ん
で
決
斷
し
き
れ
て

い
な
い
の
は
、
倫
理
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に
つ
い
て
覺
悟
が
で
き
な

け
れ
ば
、
以
歬
の
覺
悟
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
徹
底
的
な
覺
悟
で
は
な

く
な
り
、
ま
だ
ぼ
ん
や
り
う
つ
ろ
な
狀
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
斷

言
し
よ
う
、
倫
理
的
な
覺
悟
こ
そ
、
我
ら
の
最
後
の
覺
悟
の
中
の
最
後
の
覺

悟
で
あ
る
、
と（

6
（

。

　

陳
獨
秀
は
、
倫
理
に
お
い
て
も
中
國
は
西
洋
に
劣
っ
て
お
り
、
階
級
を
歬
提
と

す
る
傳

的
な
中
國
の
倫
理
を
捨
て
、「
自
由
、
平
等
、
獨
立
」
と
い
っ
た
西
洋

の
倫
理
に
從
う
よ
う
讀
者
に
呼
び
か
け
る
。
こ
の
陳
獨
秀
の
發
言
は
、
彼
が
こ
の

時
點
で
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
仕
方
で
引
き
繼
が
れ
る
。
分
水
嶺
と
な
っ
た
の

は
、
第
一
次
世
界
大
戰
で
あ
る
。
戰
爭
終
結
後
の
一
九
一
八
年
十
二
月
、
梁
諬

超
（（873

−（9（9

）
は
張
君
勱
（（887

−（969

）
や
丁
文
江
（（887

−（936
）
を
伴

に
連
れ
、
歐
州
を
視
察
す
る
。
そ
の
見
聞
に
基
づ
い
て
、
梁
諬
超
は
『
歐
游
心
影

錄
』
を
發
表
し
、
西
洋
の
科
學
の
破
產
を
宣
吿
す
る
。
そ
し
て
西
洋
人
か
ら
、

「
西
洋
化
は
も
う
破
產
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
國
の
文
化
で
我
々
を
救
っ
て
も

ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
わ
れ
わ
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
來

て
處
方
箋
を
探
し
て
い
る
の
か
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
報
吿
す
る（

7
（

。
梁
諬
超
は
こ
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大
學
に
博
士
論
文A
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を
提
出
し
て
い
る―

、
各
思
想
家
の
人
生
哲
學

に
つ
い
て
も
、
し
き
り
に
論
及
し
て
い
る
。
ま
た
胡
㊜
が
、
同
書
の
第
四
篇
「
孔

子
」
第
五

「
一
以
貫
之
」
に
お
い
て
、「
倫
理
」
を
人
閒
同
士
の
相
互
關
係
と

定
義
し
、
み
ず
か
ら
は
「
倫
理
」
よ
り
も
廣
い
槪
念
を
表
す
「
人
生
哲
學
」
の
方

を
好
む
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
衟
家
な
ど
の
き
わ
め
て
個

人
主
義
的
で
非
倫
理
的
な
思
想
も
「
人
生
哲
學
」
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
『
中
國
哲
學
史
大
綱
』
で
胡
㊜
が
下
し
た
哲
學
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

哲
學
の
定
義
に
は
こ
れ
ま
で
決
定
的
な
も
の
が
な
い
。
私
は
今
さ
し
あ
た
っ

て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
。「
人
生
の
さ
し
廹
っ
た
問
題
を
硏
究
し
、

根
本
的
に
思
考
し
、
根
本
的
な
解
決
を
追
究
す
る
、
こ
う
し
た
學
問
を
哲
學

と
呼
ぶ
。」（「
導
言
」）

　

そ
れ
に
續
け
て
胡
㊜
は
「
人
生
の
さ
し
廹
っ
た
問
題
」
の
例
と
し
て
、「
行
爲

の
善
惡
」
を
擧
げ
る
。
眞
實
で
は
な
く
善
惡
を
擧
げ
る
と
こ
ろ
に
、
西
洋
「
哲

學
」
か
ら
の
偏
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

馮
友

の
場
合
も
見
て
お
こ
う
。
科
學
と
人
生

論
爭
が
行
わ
れ
た
の
と
同

年
の
一
九
二
三
年
、
馮
友

は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
學
に
博
士
論
文�The W

ay of 
D

ecrease and Increase w
ith Interpretations and Illustrations from

 
the Philosophy of the East and the W

est�

を
提
出
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
、
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
學
者
や
、
中
國
の
衟
家
、
儒
家
な

ど
を
と
り
あ
げ
、
十
派
に
分
類
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
哲
學
を
比
較
し
た
硏
究

で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、A

 Com
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と
改
名
の

上
、『
人
生
理
想
之
比
較
硏
究
』
と
い
う
中
國
語
の
題
名
を
つ
け
て

文
の
ま
ま

が
「
科
學
と
人
生

論
爭
」
の
發
端
で
あ
る
。
そ
こ
で
丁
文
江
が
自
身
の
結
論
と

し
て
引
用
す
る
の
が
、
胡
㊜
の
「
五
十
年
來
世
界
之
哲
學
」
の
中
の
次
の
よ
う
な

一
節
で
あ
る
。

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
要
求
を

察
す
る
と
、
今
日
の
人
類
の
最
大
の
責

任
と
責
務
は
科
學
の
方
法
を
人
生
問
題
に
應
用
す
る
こ
と
だ
と
認
め
ざ
る
を

え
な
い
。（『
胡
㊜
文
存
二
集
』）

　

張
君
勱
は
當
初
、
哲
學
上
の
高
尙
な
問
題
で
は
な
く
、
人
生
日
用
の
問
題
を
對

象
と
し
て
「
人
生

」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
が
、
丁
文
江
は
そ
れ
を
「
玄
學

＝
形
而
上
學
」
と
置
き
換
え
、
科
學
と
形
而
上
學
と
の
對
比
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。
こ
の
兩
者
の
應
酬
は
、
梁
諬
超
や
胡
㊜
も
卷
き
込
ん
で
大
き
な
學
術
論
爭
に

發
展
す
る
が
、
そ
の
中
で
、
一

の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
人
生

と
形
而
上

學
、
お
よ
び
哲
學
は
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
論
爭
に
關
す
る
主
要

論
文
を
集
め
た
『
科
學
與
人
生

』（
一
九
二
三
年
）
の
序
文
で
、
陳
獨
秀
は
「
社

會
科
學
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
、
經
濟
學
、
社
會
學
、
歷
史
學
、
心
理
學
、
哲

學
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
際
、「
哲
學
」
に
對
す
る
㊟
記
と
し
て
「
こ
こ
で
指

し
て
い
る
の
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
唯
物
史

に
よ
る
人
生
哲
學
で
あ
り
、
存

在
論
や
宇
宙
論
の
形
而
上
學
、
す
な
わ
ち
形
而
上
學
的
哲
學
は
含
ん
で
い
な
い
」

と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
人
生
哲
學
と
形
而
上
學
的
哲
學
と
を
對
置
し
た
上
で
、
後

者
を
價
値
の
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て

お
き
た
い
の
は
、
科
學
に
對
す
る
人
生

の
優
越
を
說
く
者
も
、
科
學
の

能
を

標

す
る
側
も
、
と
も
に
哲
學
を
人
生

、
人
生
哲
學
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
抵

抗
を
感
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

胡
㊜
の
『
中
國
哲
學
史
大
綱
』（
一
九
一
九
年
）
は
、
最
初
の
本
格
的
な
中
國
哲

學
史
の

作
と
し
て
名
高
く
、
中
國
傳

思
想
に
お
け
る
論
理
學
（
名
學
）
の
脉

絡
を
强
調
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が―

本

に
先
ん
じ
て
コ
ロ
ン
ビ
ア



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
七
四

の
二
は
人
生
の
問
題
に
關
わ
る
。
世
界
の
う
ち
人
生
哲
學
に
關
わ
る
思
想
に
お
い

て
は
、
實
の
と
こ
ろ
、
中
國
が
最
も
豐
か
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
西
洋
の
哲
學
に
對
抗
す
る
か
た
ち
で
中
國
哲
學
を
語

ろ
う
と
す
る
と
き
、
中
國
の
傳

思
想
を
人
生
哲
學
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
哲

學
を
人
生
哲
學
に

斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
强
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
形
而
上
學
的
な
議
論
や
、
認

論
的
な
議
論
、
方
法
論
的
な
議
論
に
關
し

て
、
西
洋
哲
學
に
朙
ら
か
に
ひ
け
を
と
る
、
あ
る
い
は
西
洋
哲
學
に
對
置
し
う
る

も
の
を
見
い
出
し
難
い
中
國
の
傳

思
想
を
、
な
ん
と
か
「
哲
學
」
の
一

に

組
み
込
も
う
と
す
る
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
人
生
哲
學
や
倫
理

は
、
多
く
の
場
合
、
價
値
の
多

性
を
主
張
す
る
。
張
君
勱
は
「
人
生

」
講
演

で
、
人
生

は
「
特
殊
的
、
個
性
的
」
で
あ
る
こ
と
を
特
徵
と
す
る
と
述
べ
て
い

た
。
馮
友

も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の� “There�is�no�philosophy�

as�such;�there�are�philosophies�only ”�

と
い
う
こ
と
ば
を
引
用
し
、「
世

界
に
「
哲
學
」
な
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
「
多
く
の
哲
學
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
す

れ
ば
、
や
は
り
當
然
「
人
生
哲
學
」
な
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
「
多
く
の
人
生
哲

學
」
が
あ
る
だ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（『
人
生
哲
學
』
緖
論
）。
多

性
が
保
證
さ

れ
る
こ
と
で
、
中
國
の
傳

思
想
を
西
洋
哲
學
と
同
じ
土
俵
に
載
せ
て
比
較
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
多

性
の
保
證
は
、
一
方
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
求
と

結
び
つ
い
て
い
た
。
多

性
の
保
證
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
決
し
て
矛
盾
し
な

い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
單
位
が
複
數
あ
る
こ
と
を
排
除
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
既
存
の
壓
倒
的
な
勢
力
に
對
し
て
、
別
の
價
値

を
主
張
す
る

こ
と
は
多

性
の
擁

に
つ
な
が
り
、
そ
の
勢
力
と
同
等
の
立
場
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
願
望
に
つ
な
が
る
。「
中
國
哲
學
」

を
西
洋
哲
學
、
あ
る
い
は
哲
學
そ
の
も
の
に
對
抗
す
る
も
の
と
し
て
構
築
し
よ
う

中
國
で
出
版
さ
れ
、
一
九
二
六
年
、
そ
の
中
國
語
版
が
若
干
の
增
補
を
施
し
て

『
人
生
哲
學
』
と
い
う
題
名
の
も
と
出
版
さ
れ
る
。
そ
の
第
一

「
緖
論
」
第
一

節
「
哲
學
與
人
生
」
で
、
馮
友

は
、「
哲
學
の
目
的
は
好
ま
し
い
も
の（

9
（

を
求
め

る
こ
と
に
あ
り
、
科
學
の
目
的
は
眞
實
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
㊟
記
し
た
上

で
、「
人
生
の
理
想
、
そ
れ
が
哲
學
で
あ
る
」
と
哲
學
を
定
義
づ
け
て
い
る
。
內

容
は
胡
㊜
の
定
義
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
對
し
て
、
彼
は
み
ず
か
ら
問

い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。「
通
例
ほ
と
ん
ど
の
人
は
哲
學
の
目
的
は
、
總
合
的
な

科
學
に
あ
っ
て
、
宇
宙
の
全
體
を
硏
究
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に

今
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
哲
學
の
範
圍
を
縮
小
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。」

そ
れ
に
對
し
て
は
、「
哲
學
の
目
的
は
理
想
的
な
人
生
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ

り
、
人
は
宇
宙
に
モ
デ
ル
や
基
準
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
宇
宙
の
一
切
の
事
物
や
人
生
の
一
切
の
問
題
は
、
當
然
深
く
硏
究
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
答
え
、
哲
學
の
歪
小
化
に
は
當
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
馮
友

に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
哲
學
は
人
生
哲
學
に

斂
す
る
の
で
あ
る
。

　

馮
友

『
中
國
哲
學
史
』
第
一

「
緖
論
」
で
も
哲
學
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

基
本
的
に
は
『
人
生
哲
學
』
緖
論
の
內
容
を
踏

し
て
說
朙
が
な
さ
れ
る
が
、
こ

れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
哲
學
を
人
生
哲
學
へ
と
偏
ら
せ
て
は
い
な
い
。
代
わ
り
に

あ
る
の
が
、
中
國
哲
學
が
人
生
哲
學
に
長
け
て
い
る
と
い
う
言
朙
で
あ
る
。
哲
學

を
「
宇
宙
論
」、「
人
生
論
」、「
知

論
」
に
三
分
し
た
後
、
馮
友

は
、
知

論

は
中
國
で
は
發
逹
せ
ず
、
中
國
の
哲
學
家
は
人
事
に
着
目
し
た
ゆ
え
、
宇
宙
論
の

硏
究
も

略
で
あ
っ
た
と
述
べ
る（

（（
（

。

　

中
國
哲
學
の
特
徵
を
人
生
哲
學
に
求
め
る
見
方
は
、
そ
の
後
も
踏

さ
れ
る
。

張
岱
年
（（909

−（004

）
は
『
中
國
哲
學
大
綱（

（（
（

』
の
中
で
、
中
國
の
哲
學
を
「
宇

宙
論
」「
人
生
論
」「
致
知
論
」
の
三
つ
に
分
け
、
そ
の
第
二

分
「
人
生
論
」
の

導
入

で
、
彼
は
「
中
國
哲
學
者
が
思
考
し
議
論
し
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
三
分



哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ

一
七
五

と
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、

語
譯
も
揭
げ
て
お
く
（

線
は
す
べ
て
引
用

者
）。人

類
中
人
類
之
至
精
粹
者
中
、
生
機
的
衝
動
貫
徹
而
無
所
阻
；
此
生
機
的
衝

動
所
造
成
之
人
身
中
、
則
㊒
衟
德
的
生
活
之
創
造

以
驅
使
之
。
故
無
論
何

時
、
凭
籍
其
既
徃
之
全
體
、
使
生
影
响
於
將
來
、
此
人
生
之
大
成
功
也
。
衟

德
的
人
者
、
至
高
度
之
創
造
者
也
；
…
…
（
張
君
勱
譯
）

Chez�l ’hom
m

e�seulem
ent,�chez�les�m

eilleurs�d
’entre�nous�

surtout,�le�m
ouvem

ent�vital�se�poursuit�sans�obstacle,�
lançant�à�travers�cette�œ

uvre�d ’art�qu ’est�le�corps�hum
ain,�et�

qu ’il�a�créée�au�passage,�le�courant�indéfinim
ent�créateur�de�

la�vie�m
orale.�L ’hom

m
e,�appelé�sans�cesse�à�s ’appuyer�sur�la�

totalité�de�son�passé�pour�peser�d ’autant�plus�puissam
m

ent�
sur�l ’avenir,�est�la�grande�réussite�de�la�vie.�M

ais�créateur�
par�excellence�est�celui�

…
…
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
原
文
）

In�m
an�alone,�especially�am

ong�the�best�of�m
ankind,�the�

vital�m
ovem

ent�pursues�its�w
ay�w

ithout�hindrance,�thrusting�
through�that�w

ork�of�art,�the�hum
an�body,�w

hich�it�has�
created�on�its�w

ay,�the�creative�current�of�the�m
oral�life.�

M
an,�called�on�at�every�m

om
ent�to�lean�on�the�totality�of�his�

past�in�order�to�bring�his�w
eight�to�bear�m

ore�effectively�on�
the�future,�is�the�great�success�of� life.�But�it�is�the�m

oral�m
an�

w
ho�is�a�creator�in�the�highest�degree,�

…
…(M

ind Energy,�tr.�
by�H

.�W
.�Carr,�N

ew
�York,�H

enry�H
olt�and�Com

pany,�（9（0,�

と
す
る
、
多
少
な
り
と
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
知
的
活
動
は
、
多

性
を

歬
提
と
す
る
人
生
哲
學
へ
の
傾
斜
と
と
も
に
釀
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
多

性
の
も
と
で
確
立
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
說

は
、
し
ば
し
ば
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
說
へ
と
步
み
を
進
め

る
。
梁
漱
溟
は
、
一
般
人
の
議
論
と
し
て
、「
世
界
の
未
來
の
文
化
は
必
ず
東
西

兩
文
化
を
融
合
し
て
生
ま
れ
て
く
る
」
と
い
う
誤
解
が
あ
る
と
し―

こ
れ
は
梁

諬
超
に
對
す
る
批

で
あ
る
と
同
時
に
胡
㊜
の
『
中
國
哲
學
史
大
綱
』
を
俎
上
に

置
い
た
批

で
あ
る―
、
近
代
の
西
洋
文
化
は
根
本
的
に
改
革
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
改
革
さ
れ
た
も
の
は
完
全
に
中
國
の
衟
だ
と
し
て
い
る（

（（
（

。「
人
生

論
」
講
演
で
は
「
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
文
化
が
あ
り
、
西
洋
に
は
西
洋
の

文
化
が
あ
る
」
と
し
て
い
た
張
君
勱
も
、
丁
文
江
へ
の
反
論
で
、
世
界
の
哲
學
の

二
大
潮

と
し
て
イ
ギ
リ
ス

の
後
天
主
義
、
感
覺
主
義
と
、
ド
イ
ツ

の
先
天

主
義
、
唯
心
主
義
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
分
裂
か
ら
拔
け
出
し
、

獨
の
諸

學
問
に
對
し
て
新
た
な
貢
獻
が
で
き
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
國
人
だ
と
言
う
。

彼
は
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス

の
學
問
に
近
い
漢
學
派
と
、
ド
イ
ツ

の
學
問
に
近
い

宋
學
派
と
の
對
立
を
重
ね
、
孔
子
の
存
在
に
よ
っ
て
兩
者
の

一
を
圖
ろ
う
と
し

て
い
る（

（（
（

。
こ
う
し
た
張
君
勱
の
說
朙
は
、「
人
生

」
の
提
示
の
背
景
に
あ
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
求
が
、
如
實
に
現
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

人
生
哲
學
と
い
う
枠
組
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
梁
漱
溟
や
張
君
勱
が
自
說

を
補
强
す
る
た
め
に
參
照
し
た
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
主
義
で
あ
る
。
張
君
勱

は
「
再
論
人
生

與
科
學
幷
答
丁
在
君
」
の
末
尾
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
精
神
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
』(L’ énergie spirituelle)�

に

め
ら
れ
た
一
編
「
意

と
生
命
」

(“ La�conscience�et�la�vie” )�

の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
飜
譯
が
興
味

深
い
。
胡
國
鈺
に
よ
る
中
國
語
譯
『
心
力
』
が
出
版
さ
れ
る
の
が
翌
一
九
二
四
年

な
の
で
、
こ
の
飜
譯
は
張
君
勱
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
張
君
勱
は

語
譯
を
も



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
七
六

ソ
ン
の
思
想
を
、
人
閒
の
生
命
、
人
生
の
問
題
に
縮
約
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。

　

こ
こ
に
擧
げ
た
の
は
些
細
な
一
例
で
、
こ
れ
を
同
時
代
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
理
解
一

般
に
廣
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
當
時
の
中
國
の
思
想
傾
向
を
示
す
特
徵
的
な

事
例
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
「
人
生
哲
學
」
を
め
ぐ
る
言
說
の
方
向
性
を
確
認
し
た
上
で
、

李
石
岑
の
言
說
が
そ
れ
ら
と
い
か
に
對
極
に
あ
っ
た
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た

い
。

二
．
李
石
岑
の
獨
自
性

　

李
石
岑
は
、
胡
㊜
と
一
年
違
い
の
一
八
九
二
年
生
ま
れ
で
、
張
君
勱
、
丁
文

江
、
梁
漱
溟
、
馮
友

と
は
ほ
ぼ
同
世
代
に
屬
す
。
一
九
一
二
年
日
本
に
留
學

し
、
東
京
で
哲
學
雜
誌
『
民
鐸
雜
誌
』
を
創
刊
、
歸
國
後
も
雜
誌
の
出
版
を
續

け
、
進
化
論
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
カ
ン
ト
等
の
特
集
號
を
出
版
し
、
西

洋
哲
學
の
諬

に
努
め
た（

（（
（

。
同
じ
湖
南
省
出
身
で
一
歲
年
下
の
毛
澤
東
に
水
泳
を

敎
え
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、『
游
泳
新
術
』
の

作
も
あ
る
。

　

李
石
岑
も
、
同
時
代
の
知

人
と
同
じ
く
、
梁
漱
溟
の
『
東
西
文
化
及
其
哲

學
』
や
「
科
學
と
人
生

論
爭
」
に
大
き
な
關
心
を
拂
い
、
一
九
二
六
年
『
人
生

哲
學
』
上
卷
を
上
梓
し
て
い
る
（
下
卷
は
出
版
さ
れ
ず
）。
馮
友

の
中
國
語
に
よ

る
『
人
生
哲
學
』
が
出
版
さ
れ
た
の
と
同
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
歬
に
李
石
岑
は
、

「
哲
學
與
人
生
」
と
題
し
た
講
演
で
、
人
生
哲
學
を
次
の
よ
う
に
說
朙
し
て
い

る
。「
原
理
」
に
重
點
を
置
き
「
普
遍
的
な
傾
向
か
ら
特
殊
的
な
傾
向
に
進
む
」

哲
學
に
對
し
、
人
生
哲
學
は
「
現
實
」
を
重
視
し
、「
特
殊
的
な
傾
向
か
ら
普
遍

的
な
傾
向
に
進
む（

（（
（

」。
人
生
哲
學
を
論
じ
る
場
合
、
は
じ
め
か
ら
西
洋
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
る
「
普
遍
」
の
土
俵
に
乘
る
必
要
は
な
く
、
中
國
の
特
殊
性
か
ら
出
發

pp.3（-3（)

（
（（
（

　

引
用
箇
所
の
「
人
類
中
人
類
之
至
精
粹
者
」「
衟
德
的
人
」「
至
高
度
之
創
造

者
」
を
、
張
君
勱
は
後
段
で
直
ち
に
中
國
の
先
聖
に
結
び
つ
け
て
お
り
、
こ
の
こ

と
自
體
、
彼
の
傳

擁

の
姿
勢
を
表
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で

㊟
目
し
た
い
の
は
、
一
つ
は
、la�vie� (life)�

が
「
人
生
」
と
譯
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。La�vie�
が
「
人
生
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
文

の
、
生
の
運
動
の
結
果
と
し
て
人
閒
と
い
う
偉
大
な
成
果
が
產
出
さ
れ
る
と
い
う

文
脉
が
、
中
國
語
譯
で
は
、
優
れ
た
人
閒
が
主
體
的
な
行
爲
に
よ
っ
て
成
功
を
お

さ
め
る
と
い
う
意
味
合
い
に
と
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
直
後
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
逆

の

續
詞
を
用
い
て
、
す
ぐ
れ
た
創
造
者
の
行
爲
に
つ
い
て
述
べ
る
と

き
、
そ
の
逆

の

續
詞
が
中
國
語
譯
で
は
拔
け

ち
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
張
君
勱
の
引
用
だ
け
か
ら

斷
す
る
讀
者
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
主
義

(vitalism
e)�

を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
卓
越
し
た
聖
人
の
人
格
を
讚
え
た
文

と

し
て
こ
の
一
節
を
理
解
し
、
人
生
の

範
例
を
讀
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
誤
讀
と

は
言
え
な
い
ま
で
も
、
文
脉
の
一

を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
飜
譯
だ
と
言
え
よ

う
。

　

も
う
一
點
、
興
味
深
い
箇
所
は
、“cette�œ

uvre�d ’art�qu ’est�le�corps�
hum

ain�(that�w
ork�of�art,�the�hum

an�body) ”�

の� “art ”�
が
、
中
國
語
譯

で
拔
け

ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
閒
と
い
う
存
在
が
、
生
命
に
よ
っ
て
「
こ

と
の
つ
い
で
に
」―

“au�passage� (on�its�w
ay)”�

と
い
う

分
も
譯
さ
れ
て

い
な
い―

造
ら
れ
た

術
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
發
想
を
中
國
語
譯
か
ら
讀
み

取
る
こ
と
は
難
し
い
。
張
君
勱
の
他
の
箇
所
を
讀
め
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
主

義
を
あ
る
程
度
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
と
こ
の
箇
所
の
飜
譯
を

見
る
か
ぎ
り
、
人
閒
と
い
う
存
在
を
超
え
た
生
命
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
ベ
ル
ク



哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ

一
七
七

は
對
象
と
方
法
論
を

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
石
岑
は
、
哲
學
の
定
義

は
古
今
東
西
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
哲
學
が
「
全
體
」
に
關
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
は
共
通
し
て
い
る
、
と
言
う
。
そ
の
上
で
「
哲
學
は
全
體
に
關
わ
り
、
人
生
哲

學
は

分
に
關
わ
る
」「
哲
學
は
原
理
を
重
ん
じ
、
人
生
哲
學
は
現
實
を
重
ん
じ

る
」
と
兩
者
を
區
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
體
を
對
象
と
せ
ず
、
原
理
を
重
ん

じ
な
い
人
生
哲
學
は
、
哲
學
で
は
な
い
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

さ
ら
に
李
石
岑
は
、
倫
理
と
人
生
哲
學
と
を
區
別
し
、
こ
れ
ら
の
語
に
關
し
て

胡
㊜
が
『
中
國
哲
學
史
大
綱
』
で
採
用
し
た
見
解
を
批

し
て
い
る
。
歬
述
の
と

お
り
、
胡
㊜
は
よ
り
廣
義
の
槪
念
と
し
て
「
倫
理
」
よ
り
も
「
人
生
哲
學
」
を
好

む
と
述
べ
て
い
た
。
個
人
主
義
的
な
衟
家
の
哲
學
な
ど
は
、
人
と
人
と
の
關
係
を

問
う
倫
理
學
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
人
生
哲
學
に
は
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
石
岑
に
よ
れ
ば
、
胡
㊜
の
考
え
は
「
倫
理
學
」
も
「
人
生

哲
學
」
も
行
爲
の
問
題
と
し
て
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
倫
理
學
」
の

定
義
を
「
人
生
哲
學
」
に
も
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
生
哲
學
の
定
義
と

し
て
は
不
㊜
切
な
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

既
述
の
と
お
り
、
胡
㊜
は
哲
學
を
「
人
生
の
さ
し
廹
っ
た
問
題
を
硏
究
す
る
こ

と
」
と
定
義
し
、
そ
の
例
と
し
て
「
行
爲
の
善
惡
」
を
擧
げ
て
い
た
。
馮
友

も

「
哲
學
の
目
的
は
好
ま
し
い
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
あ
り
、
科
學
の
目
的
は
眞
實

を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
過
度
な
單
純
化
を
承
知
で
言
え
ば
、

彼
ら
は
哲
學
を
衟
德
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
解
釋
し
、
人
生
哲
學
を
倫
理
學
と
ほ

ぼ
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
哲
學
を
人
生
哲
學
に

斂
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
兩
者
の

中
國
哲
學
に
對
す
る
貢
獻
が
す
べ
て
人
生
哲
學
の
問
題
に
歸
着
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
兩
者
に
そ
う
し
た
傾
向
を
、
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
は
で

き
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
ら
は
人
生
哲
學
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
中
國
哲
學

の
確
立
を
圖
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
論
理
を
追
う
な
ら
、
ま
ず
は
西
洋
の
哲
學

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
李
石
岑
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
參
照
し
な
が
ら
、

「
東
に
は
東
の
眞
理
が
、
西
に
は
西
の
眞
理
が
あ
り
、
眞
理
は
ひ
と
え
に
人
生
に

と
っ
て
實
用
的
か
ど
う
か
に
歸
着
す
る（

（（
（

」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
發
言
は
、
先
に

述
べ
た
梁
漱
溟
や
張
君
勱
、
馮
友

ら
の
所
說
に
同

の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
、
李
石
岑
も
ま
た
「
人
生
哲
學
」
に
對
し
て
同
時

代
人
と
同
じ
よ
う
な
朞
待
を
か
け
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
李
石
岑
の
問

題
の
立
て
方
は
、
彼
ら
と
根
本
の
と
こ
ろ
で

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
人
生

哲
學
を
哲
學
の
一

、
一
特
殊
例
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
哲
學
と
は

な
る
も
の
と
し
て
人
生
哲
學
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
人
生
哲
學
』
の
分
析
に
入
ろ
う
。
そ
の
「
緖
論
」
に
お
い
て
李
石
岑
は
、

ま
ず
哲
學
を
「
形
上
論m

etaphysics
」「
認

論epistem
ology

」「
價
値
論

axiology

」
に
三
分
す
る
見
方
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
三
分
法
は
當
時
日
本
も

含
め
て
廣
く
行
き
渡
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り（

（（
（

、
既
述
の
と
お
り
、
馮
友

も
『
人

生
哲
學
』
で
「
宇
宙
論
」「
人
生
論
」「
知

論
」
と
い
う
語
で
採
用
し
て
い
た
。

詳
細
は
省
く
が
、
梁
漱
溟
の
『
東
西
文
化
及
其
哲
學
』
で
も
、
胡
㊜
の
『
中
國
哲

學
史
大
綱
』
で
も
、
こ
の
枠
組
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
誰
も
が
人
生
論
な

い
し
人
生
哲
學
を
そ
の
三
分
類
の
一
に
數
え
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對

し
李
石
岑
は
、「
最
近
「
人
生
哲
學
」
が
ほ
ぼ
「
價
値
論
」
に
相
當
す
る
こ
と
か

ら
、
人
生
哲
學
を
哲
學
全
體
と
見
な
す
場
合
が
あ
る
」
と
述
べ
る―
ち
な
み
に

李
石
岑
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
從
い
つ
つ
、
價
値
論
に
は
、
ま
ず
倫
理
學
、

續
い
て
美
學
や
宗
敎
哲
學
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
人
生

哲
學
の
擴
大
解
釋
は
、
人
生
に
と
っ
て
切
實
な
問
題
の
み
を
哲
學
の
對
象
と
す

る
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
誤
解
」
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
李
石
岑
の
考

え
は
全
く

な
り
、
哲
學
と
人
生
哲
學
は
別
物
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
人
生
哲
學
は
、
哲
學
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
兩
者
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「
神
」
の
思
想
か
ら
「
理
性
」
の
思
想
へ
、「
理
性
」
の
思
想
か
ら
「
人
類
」

の
思
想
へ
と
到
っ
た（

（（
（

。
橫
軸
で
言
う
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
人
と
自
然

の
關
係
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
人
と
人
の
關
係
を
理
解
す
る
こ
と
に
到
り
、

人
と
人
の
關
係
か
ら
自
分
自
身
の
價
値
を
問
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て

人
生
が
切
り
開
か
れ
る
出
發
點
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
嚴
密
に
言
え
ば
、

人
生
哲
學
は
こ
の
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
本
當
の
人
生
哲
學
に
な
っ
た
の
で

あ
り
、
ま
た
人
生
哲
學
の
硏
究
法
も
こ
の
時
に
な
っ
て
は
じ
め
て
本
當
の
基

準
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。（
二
五
頁
）

　

李
石
岑
が
强
調
す
る
の
は
、
人
生
哲
學
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
學
問
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
日
本
に
留
學
し
て
い
た
李
石
岑
に
は
當
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
同
時
代
の
中
國
の
知

人
は
、
人
生
哲
學
を
倫
理
學

と
同
一
視
し
て
時
代
を
超
え
た
普
遍
的
な
學
問
領
域
だ
と
み
な
す
傾
向
が
顯

で

あ
る
。
李
石
岑
は
今
の
現
實
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
人
類
は
物
質
的
な
欲
望

か
ら
拔
け
出
せ
ず
、
ま
た
解
放
へ
の
希
求
も
止
め
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
科
學
の

發
逹
し
た
現
在
、
物
質
的
な
欲
望
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
す
べ
て
の
人
の
欲
望
が

滿
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
解
放
が
實
現
さ
れ
て
自
由
が
與
え
ら
れ
て

も
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
す
べ
て
の
人
が

平
等
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
由
は
な
い
。
解
放
の
實
現
が
逆
に
人
生
の
行
き
詰

ま
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
文
朙
を
追
究
す
れ
ば
人
類
は
解
放
さ
れ

る
が
、
そ
の
結
果
人
類
は
悲

的
で
厭
世
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
文
朙
を
追

究
し
な
け
れ
ば
悲

や
厭
世
は
減
少
す
る
が
、
人
類
は
野
蠻
に
な
っ
て
し
ま
う
。

地
域
の
違
い
で
言
え
ば
、
東
洋
人
が
西
洋
に
文
化
を
求
め
て
も
、
そ
の
結
果
悲

的
で
厭
世
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
西
洋
人
が
東
洋
に
文
化
を
求
め
て
も
、
そ

の
結
果
老
成
し
て
進
步
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
近
代
が
抱
え
る
人
生
の
問
題
と

は
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
に
陷
り
、
袋
小
路
か
ら
出
ら
れ
な
い
狀
況
の
こ
と
で
あ

に
對
し
て
中
國
の
人
生
哲
學
を
對
置
す
る
。
次
に
、
西
洋
哲
學
を
基
準
と
し
な
が

ら
、
人
生
哲
學
が
哲
學
の
下
位
分
類
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
哲
學
を
人
生

哲
學
に

斂
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
西
洋
人
生
哲
學
と
中
國
人
生
哲
學
が
等
價

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
洋
哲
學
と
中
國
哲
學
を
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

李
石
岑
の
人
生
哲
學
の
定
義
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
生
の
究
極
」

を
探
求
す
る
學
問
で
あ
る
（
八
頁
）。
人
生
の
問
題
は
、
胡
㊜
の
言
う
よ
う
に
「
さ

し
廹
っ
た
問
題
」
で
あ
る
が
、
そ
の
解
決
に
は
、
さ
し
廹
っ
た
個
別
の
現
場
か
ら

離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
哲
學
が
「
特
殊
的
な
傾
向
か
ら
普
遍
的
な
傾
向

に
進
む
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
が
倫
理
學
と
ど
う
違

う
の
か
、
李
石
岑
の
こ
と
ば
を
引
用
し
よ
う
。

倫
理
學
は
本
來
規
範
的
な
科
學
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
人
閒
と
人
閒
と
の

あ
い
だ
の
行
爲
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
敍
述
し
、
人
生
を
肯
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
人
生
と
は
何
か
、
人
生
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
の
價
値

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
人
生
は
究
極
的
に
ど
こ
に
歸
着
す
る
の
か
、
と
い
っ

た
問
い
は
倫
理
學
の
關
與
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。（
六
頁
）

　

李
石
岑
の
定
義
に
從
え
ば
、
人
生
哲
學
は
人
生
の
價
値
を
否
定
す
る
結
論
を
出

す
可
能
性
も
あ
る
學
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
倫
理
學
の
範
圍
を
超
え
出
て
い
る
。
人

生
哲
學
は
哲
學
で
も
倫
理
學
で
も
な
い
何
か
別
の
も
の
で
あ
る
。
人
生
を
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
二
千
年
以
上
歬
か
ら
存
在
す
る
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る

が
、
し
か
し
本
當
に
人
閒
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
近
代
の
特
殊
な
現
實
か
ら
出
發
し
て
こ
そ
、
人
生
の
問
題
に
解
決
が
與

え
ら
れ
る
。
ま
ず
西
洋
に
お
い
て
發
生
し
た
特
殊
近
代
的
な
問
題
が
日
本
で
も
中

國
で
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
認

の
も
と
、
李
石
岑
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

縱
軸
で
言
う
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
が
切
り
開
か
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
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語
を
衟
家
の
た
め
に
使
う
と
い
う
點
で
、
胡
㊜
と
李
石
岑
は
共
通
し
て
い
る
。
胡

㊜
は
倫
理
學
よ
り
も
人
生
哲
學
と
い
う
用
語
を
好
む
と
述
べ
、
人
生
哲
學
に
よ
っ

て
倫
理
學
を
包
攝
す
る
こ
と
で
、
衟
家
と
儒
家
を
含
ん
だ
中
國
哲
學
と
い
う
枠
組

を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
對
し
、
李
石
岑
は
人
生
哲
學
と
倫
理
學
と

を
峻
別
す
る
こ
と
で
、
衟
家
と
儒
家
と
の
違
い
を
際
だ
た
せ
、
儒
家
を
切
り
捨
て

衟
家
に
の
み
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
『
人
生
哲
學
』
第
三

の
中
國
哲
學
の
總
括
を
す
る
箇
所
で
、
李
石
岑
は
「
中

國
哲
學
は
衟
家
哲
學
の
系
譜
を
除
い
て
、
す
べ
て
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
特
色
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
」（
三
二
五
頁
）
と
切
り
出
す
。
二
つ
の
特
色
と
は
、
儒
家
哲

學
が
常
に
倫
理
的
、
衟
德
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
き
わ
め
て
功
利
的
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
科
學
と
人
生

論
爭
、
す
な
わ
ち
科
學
と
玄
學
論
爭
を

踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

上
に
擧
げ
た
二
種
類
の

念
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
國
の

思
想
界
を
二
千
年
に
わ
た
っ
て
牛
耳
っ
て
き
た
た
め
、
哲
學
上
の
成
果
は
乏

し
か
っ
た
。
科
學
上
た
い
し
た
成
果
が
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
形
而
上
學

（
玄
學
）
上
も
た
い
し
た
成
果
が
な
か
っ
た
。
中
國
の
哲
學
で
形
而
上
學
的

な
基
礎
に
富
む
の
は
、
衟
家
だ
け
で
あ
る
。」（
三
二
六
頁
）

　

そ
し
て
中
國
の
哲
學
は
、
ほ
ぼ
儒
家
哲
學
が
席
捲
し
て
い
た
こ
と
を
歬
提
に
、

中
國
人
の
人
生
思
想
は
、
西
洋
や
イ
ン
ド
と
比
べ
て
、「
近
代
の
人
生
問
題
を
解

決
す
る
の
に
最
も
不
㊜
切
で
あ
る
」（
三
四
一
頁
）
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
李
石
岑
は
「
人
生
哲
學
」
を
標

し
な
が
ら
、
中
國
哲
學
を
價
値

あ
る
も
の
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
稀
㊒
な
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
に

對
し
て
、
西
洋
の
學
問
の
優
越
性
を
歬
提
と
し
て
、
中
國
哲
學
を
停
滯
し
た
も
の

と
み
な
す
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
陷
っ
て
い
る
と
い
う
批

を
加
え
る
こ
と
は
で

き
る
。
た
だ
李
石
岑
に
し
て
み
れ
ば
、
西
洋
の
學
問
は
中
國
、
イ
ン
ド
に
比
べ

る（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
認

の
下
で
、
中
國
の
哲
學
、
中
國
の
人
生
哲
學
が
全
體
と
し
て
㊒

效
な
解
決
策
を
提
供
す
る
こ
と
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
李
石
岑
に

體
と

し
て
の
中
國
哲
學
を
考
え
よ
う
と
言
う
發
想
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
超
人
哲

學
淺
說
』
の
冐
頭
で
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
國
の
現
狀
を
な
ん
と
か
改
善
し

た
い
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
情
熱
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
で

も
李
石
岑
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
人
生
哲
學
に
可
能
性
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
。

『
人
生
哲
學
』
緖
論
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
來

し
て
個
人
の
人
生
哲
學
と
同

に

民
族
の
人
生
哲
學
が
あ
り
う
る
こ
と
を
說
い
た
こ
と
に
も
觸
れ
て
い
る
が
、“As�

the�Chinese�Think ”�

と
題
さ
れ
た
同
講
演
で
、
デ
ュ
ー
イ
が
自
民
族
の
人
生

哲
學
の
み
を
理
解
し
て
他
民
族
の
人
生
哲
學
を
顧
み
な
い
こ
と
の
危
險
性
を
指

し
た
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
承
け
て
、
李
石
岑
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
デ
ュ
ー
イ
の
こ
の
議
論
か
ら
わ
か
る
の
は
、
あ
る
民
族
が
み
ず

か
ら
の
思
想
や
感
情
に
從
っ
て
他
の
民
族
の
思
想
や
感
情
を

斷
し
た
り
、

み
ず
か
ら
の
行
動
の
動
機
や
目
的
か
ら
他
國
の
人
民
の
動
機
や
目
的
を
推
測

す
る
の
は
、
民
族
的
な
誤
解
を
免
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し

て
愛
國
心
が
過
度
に
發
逹
し
た
結
果
、
侵
略
性
を
帶
び
た
軍
國
主
義
に
結
實

し
た
場
合
な
ど
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。（
一
六
頁
）

　

も
う
一
度
、
人
生
哲
學
と
倫
理
と
の
區
別
に
戾
ろ
う
。
李
石
岑
は
、
衟
家
に
人

生
哲
學
と
い
う
用
語
を
當
て
、
儒
家
は
倫
理
學
に
長
じ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

言
う
。「
衟
家
は
生
死
の
本
質
を
朙
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
人
生
哲
學
に
は
獨

特
の
も
の
が
あ
る
。
儒
家
は
も
っ
ぱ
ら
規
範
に
つ
い
て
語
り
、
生
死
は
論
じ
な
い

た
め
、
そ
の
倫
理
學
に
は
獨
特
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
兩
者
の
根
本
的
な
違
い

で
あ
る
」（
六
頁
）。
倫
理
學
と
い
う
語
を
儒
家
に
あ
て
が
い
、
人
生
哲
學
と
い
う
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は
西
洋
の
科
學
思
想
が
最
も
强
く
提
唱
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
そ
の
次
は

イ
ン
ド
の
佛
敎
思
想
と
中
國
の
老

思
想
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
佛
法
も
老

も
、
近
代
の
人
生
問
題
の
解
決
に

分
的
に
助
け
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
救
濟
の
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
が
思
う
に
、
唯
一
の
救
濟
方

法
は

術
思
想
か
ら
提
出
さ
れ
る
。（
三
四
九
頁
）

　
「
生
命
は
も
と
よ
り
嚴
格
な
條
件
の
下
、
そ
の
實
質
を
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。」
し
か
し
、
こ
う
し
た
哲
學
や
科
學
の
方
法
が
行
き
詰
ま
り
を
招
い
て
い
る

今
、「
生
命
は
別
の
方
法
で
そ
の
本
來
の
姿
を
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」（
三
二

頁
）　

そ
の
方
法
が

術
に
他
な
ら
な
い
。

術
は
人
閒
が
悲

的
・
厭
世
的
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

り
込
ん
だ
上
で
、
そ
れ
を
「
悲
劇
的
な

術
」
に
結
晶

化
す
る
こ
と
で
、「
一
種
の
高
貴
な
人
閒
が
作
ら
れ
、
こ
れ
が
慰
安
と
救
濟
に
な

る
。」（
一
二
七
頁
）　

人
類
は
悲

的
・
厭
世
的
に
な
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
絕
滅

す
る
こ
と
な
く
、
人
生
の

惱
と
悲
哀
は
「
か
え
っ
て
人
類
を
救
濟
す
る
唯
一
の

重
要
な
方
途
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
李
石
岑
の
結
論
は
、
主
と
し
て
ニ
ー
チ

ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
の
强
い
影
响
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る（

（（
（

。
ニ
ー
チ

ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
く
く
る
用
語
は
「
生
の
哲
學
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
李

石
岑
の
考
え
る
人
生
哲
學
と
は
生
の
哲
學
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の

中
國
の
知

人
に
と
っ
て
人
生
哲
學
が
ほ
ぼ
倫
理
學
を
意
味
し
て
い
た
の
と
は
大

き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
人
生
哲
學
」
の
用
法
の
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
中

國
哲
學
の
評
價
の
違
い
に
直
結
し
て
い
る
。

　

李
石
岑
が
人
生
の
問
題
を
解
決
す
る
切
り
札
と
し
て
提
示
し
た

術
の
槪
念
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
李
石
岑
は
、
功
利
主
義
を
採
る
墨
子
が

術
を
斥
け
た
こ

と
を
說
朙
す
る
文
脉
で

術
の
意
味
を
說
朙
し
、
そ
れ
は
雕
刻
や
繪
畫
、
崇
高
美

や
滑
稽
美
な
ど
の
美
の
槪
念
を
指
す
ほ
か
、
最
も
廣
義
で
は
、
ほ
と
ん
ど
「
自

然
」
と
同
義
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
『

子
』
齊
物
論
篇
の
「
自
喩
㊜
志
與
、

て
、
常
に
勝
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
貫
し
て
衟
德
的
な

點
を
と
り
續
け

た
中
國
、「
最
も
歷
史
を
重
ん
じ
ず
、
最
も
時
代

念
を
缺

さ
せ
た
國
家
の
一

つ
」（
一
二
七
頁
）
で
あ
る
イ
ン
ド
と
は

な
り
、
西
洋
の
哲
學
史
は
、
衟
德
的
な

方
法
を
採
っ
た
古
代
か
ら
、
宗
敎
的
な
方
法
を
採
っ
た
中
世
、
科
學
的
な
方
法
を

と
っ
た
近
世
へ
と
展
開
し
て
き
た
。「
中
國
と
イ
ン
ド
で
人
生
の
問
題
を
解
決
し

よ
う
と
し
て
採
ら
れ
た
方
法
は
、
す
べ
て
西
洋
で
は
試
さ
れ
て
き
た
」（
三
四
四

頁
）
の
で
あ
り
、
西
洋
の
哲
學
が
他
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
經

て
き
た
歷
史
的
經
緯
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

人
生
の
問
題
が
眞
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
洋
が
選
擇
し
た
科
學

的
な
方
法
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
さ
し
あ
た
り
は
西
洋
固

㊒
の
狀
況
に
關
し
て
、
イ
ン
ド
や
中
國
も
無
關
係
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
西
洋

が
直
面
し
て
い
る
知

欲
の
問
題
、
物
質
欲
の
問
題
、
解
放
追
究
の
問
題
は
、
そ

れ
ら
が
人
類
に
と
っ
て
あ
ら
が
い
難
い
本
能
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
他
の
地

域
で
も
早
晚
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
李
石
岑
の
見
解
に
據

れ
ば
、
實
際
、
中
國
で
も
同

の
問
題
は
既
に
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
生

の
問
題
は
、
近
代
西
洋
文
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
歷
史
的
な
問
題
で
は
あ
る

が
、
同
時
に
人
類
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
對
し
て

㊒
效
な
回
答
を
與
え
る
こ
と
に
關
し
て
、
歷
史
的
經
緯
か
ら
し
て
西
洋
が
他
の
地

域
に
比
べ
て
先
ん
じ
て
い
る
に
せ
よ
、
他
の
文
化
か
ら
の
貢
獻
が
一
槪
に
否
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
李
石
岑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
國
人
の
衟
德
思
想
は
ほ
ぼ
全
く
近
代
の
人
生
問
題
を
解
決
で
き
ず
、
イ
ン

ド
人
の
宗
敎
思
想
も
ま
た

分
的
に
近
代
の
人
生
問
題
を
解
決
で
き
る
に
す

ぎ
な
い
。
西
洋
人
の
科
學
思
想
は
、
完
全
に
近
代
の
人
生
問
題
を
解
決
で
き

る
と
は
い
え
、
種
々
の
弊
害
を
必
ず
發
生
さ
せ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
い

ず
れ
も
一
種
の
救
濟
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
濟
の
方
法
が
あ
れ
ば
、
私
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生
物
と
無
生
物
と
の
區
分
は
、
科
學
者
の
武
斷
に
す
ぎ
ず
、
哲
學
者
の
決
定

し
た
も
の
で
は
な
い
。
生
物
と
無
生
物
と
の

界
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
か
。

に
問
う
な
ら
、
何
を
も
っ
て

「
生
」
と
呼
ぶ
の
か
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
解
答
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
…
…

宇
宙
の
う
ち
、
動
物
、
植
物
、
鑛
物
の
三
つ
の
分
野
で
、
生
機
的
で
な
い
も

の
は
ど
こ
も
な
く
、
生
は
す
べ
て
を
含
む（

（（
（

。

　

李
石
岑
に
と
っ
て
の
「
生
」
の
對
象
は
、
人
閒
や
㊒
機
物
を
も
超
え
た
、
鑛
物

も
含
む
宇
宙
全
體
で
あ
る
。
同
時
朞
の
別
の
講
演
「
柏
格
森
哲
學
與
實
用
主
義
之

點
」
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
學
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
勝
る
點
と
し
て
、

彼
が
「
生
活
の
知

の
進
化
で
は
な
く
、
生
命
そ
れ
自
體
の
不
斷
の
進
化
」
を
語

っ
て
い
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る（

（（
（

。『
人
生
哲
學
』
で
も
、「
呼
我
牛
也
、
而
謂
之

牛
。
呼
我
馬
也
、
而
謂
之
馬
（
私
を
牛
と
呼
ぶ
者
に
は
牛
と
な
ろ
う
、
私
を
馬
と
呼
ぶ

者
に
は
馬
と
な
ろ
う
）」
と
い
う
『

子
』
天
衟
篇
の
こ
と
ば
を
踏
ま
え
、

子
に

と
っ
て
人
生
論
は
す
な
わ
ち
馬
生
論
で
あ
り
、
牛
生
論
だ
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な

い
、
と
す
る
（
二
〇
二
頁
）。
馬
生
論
や
牛
生
論
の
存
在
は
、
人
閒
を
焦
點
と
す
る

こ
と
の
妥
當
性
を
根
本
的
に
問
い
に
付
す
も
の
で
あ
る
。「
生
」
あ
る
も
の
を
無

機
物
に
ま
で
廣
げ
る
李
石
岑
の
「
人
生
哲
學
」
は
、

術
を
自
然
と
同
一
視
す
る

解
釋
と
も
連
關
し
、
徹
底
し
た
人
閒
批

へ
の
衟
を
開
く
可
能
性
を
祕
め
て
い

る
。
普
遍
性
を
目
指
す
人
生
哲
學
の
一
つ
の
到
逹
點
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は

術
と
い
う
き
わ
め
て
個
性
的
な
營
爲（

（（
（

に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
地
平
な
の

で
あ
る
。

小
結

　

張
君
勱
、
胡
㊜
、
梁
漱
溟
、
馮
友

ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
違
い
を
超

え
て
、
人
生
哲
學
・
人
生

と
い
う
用
語
に
訴
え
て
、
中
國
哲
學
の
可
能
性
を

不
知
周
也
（
心
樂
し
く
思
い
の
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
か
、
自
分
が
周
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ

か
な
か
っ
た
）」
と
い
う
胡
蝶
の

の
一
節
に
あ
る
こ
と
ば
を
引
き
つ
つ
、「
宇
宙

は
一
個
の
大

術
品
で
、
我
々
は
み
な

術
の
中
で
活
動
し
て
い
る
」
と
旉
衍
し

て
い
る
（
二
四
三
頁
）。
同

に
、『
人
生
哲
學
』
の
ま
と
め
の

分
で
は
、「

術

は
生
命
の
表
現
を
唯
一
の

務
と
す
る
。
宇
宙
は
一
つ
の
生
命
の
大
き
な

れ
な

の
だ
か
ら
、
も
し

術
が
宇
宙
の
生
命
を
表
現
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
最
も
偉
大
な

術
で
あ
る
」（
三
五
一
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
殘
念
な
が
ら
、
李
石
岑
は
自
然

と
し
て
の

術
、
あ
る
い
は

術
と
し
て
の
自
然
と
い
う
思
想
を
十
分
展
開
し
て

い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
に
は

術
を
自
然
と
の
對
比
で
と
ら
え
る
西
洋
の

傳

的
な

術

と
は

な
る
視
點
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
衟
家
を
代
表

と
す
る
中
國
の
傳

的
な
自
然

に
棹
さ
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ニ
ー
チ
ェ

や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
を
咀
嚼
し
た
成
果
で
も
あ
る（

（（
（

。
悲
劇
的
な

術
が
、
悲

主
義
・
厭
世
主
義
か
ら
人
類
を
救
い
出
し
て
く
れ
る
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を

採
用
し
、
李
石
岑
は
、「

術
は
生
活
で
あ
る
」（
三
二
頁
）
と
ニ
ー
チ
ェ
が
考
え

た
と
說
朙
す
る（

（（
（

。
そ
の
上
で
李
石
岑
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
據
り
な
が
ら
、
こ
の

「
生
活
」
を
「
生
命
」
の
方
へ
と
引
き
寄
せ
る
。
し
か
も
そ
の
「
生
命
」
は
、
個

人
レ
ベ
ル
の
生
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
宇
宙
全
體
の
生
に
關
わ
る
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
の
衝
動
」
は
、「
宇
宙
創
造
の
原
動
力
」
で
あ
る
と

說
朙
さ
れ
る
が
（
一
一
五
頁
）、
李
石
岑
の
用
語
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「

術
」
な

の
で
あ
る
。

　

李
石
岑
の
「
人
生
哲
學
」
は
人
閒
の
生
を
逸
脫
し
て
い
る
。「
人
生
哲
學
大

要
」
と
題
し
た
講
演
で
、
李
石
岑
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
オ
イ
ケ
ン
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
生

を
取
り
上
げ
、
四
者
と
も
、「
人
生
」
の
う

ち
、「「
人
」
の
字
に
着
眼
す
る
場
合
が
多
く
、「
生
」
の
字
に
着
眼
す
る
場
合
が

少
な
い
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



日
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六
十
五
集

一
八
二

討
す
る
と
い
う
知
的
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
作
業
は
十
分
哲
學
的

で
あ
る
と
評
價
で
き
る
。
そ
し
て
、
中
國
人
で
あ
る
李
石
岑
の
知
的
營
爲
に
對
し

て
、
傳

思
想
と
は
ひ
と
ま
ず
無
關
係
に
、「
中
國
哲
學
」
と
い
う
名
稱
を
與
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
李
石
岑
は
中
國
の
傳

思
想
を
無
視
し
て
、
西
洋
哲

學
の
批

的
紹
介
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
人
生
哲
學
』
に
お
い
て

中
國
の
傳

思
想
を
檢
討
す
る
た
め
に
、
西
洋
や
イ
ン
ド
に
關
す
る

分
よ
り
ず

っ
と
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
、
中
國
の
思
想
は
、
徹
底
的
に
批

す
べ
き

も
の
と
し
て
で
あ
れ
、
彼
に
と
っ
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
傳

思
想
と
の
對
峙
の
仕
方
、
あ
る
い
は
決
別
の
仕
方
に
對
し
て
、
そ
れ
も
一
つ
の

「
中
國
哲
學
」
の
試
み
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
李
石

岑
は
、
衟
家
の
傳

を
そ
こ
か
ら
救
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
哲
學
の
人
閒

中
心
主
義
を
根
底
的
に
批

す
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
。
惜
し
む
ら
く
は
、

そ
れ
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
李
石
岑
が
出
發

點
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
人
生
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、「
生
」
の
問
題
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
人
生
」
の
問
題
か
ら
出
發
し
て
、「
人
生
」
を
超
え

る
「
生
」
の
地
平
を
切
り
開
き
な
が
ら
、
そ
の
哲
學
的
な
意
味
を
十
分
に
吟
味
す

る
こ
と
な
く
、
そ
う
し
た
地
平
を
見
る
こ
と
が
「
人
生
」
の
問
題
に
ど
う
役
立
つ

か
と
い
う
こ
と
に
論
點
は
終
始
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
彼
の
講
演
を
ま
と
め
た
最
晚
年
の
『
中
國
哲
學
十
講
』
で
は
、
戴

震
の
哲
學
を
「
生
的
哲
學
」
と
し
て
稱
揚
す
る
と
い
う
『
人
生
哲
學
』
か
ら
繼
續

す
る
視
點
も
殘
し
つ
つ
、
全
體
的
に
は
唯
物
論
的
視
點
か
ら
、
社
會
狀
況
に
連
關

さ
せ
て
中
國
哲
學
の
歷
史
的
進
展
を
說
朙
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。
胡
㊜
や
馮

友

と
は

な
り
、
中
國
哲
學
史
を
歬
提
と
し
な
い
中
國
哲
學
の
可
能
性
を

索

し
て
い
た
李
石
岑
の
姿
は
、
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。�

索
し
た
の
に
對
し
、
李
石
岑
は
人
生
哲
學
と
い
う
名
の
下
、
中
國
哲
學
、
特
に

儒
家
哲
學
の
劣
等
性
を
指
彈
す
る
。
李
石
岑
に
し
て
み
れ
ば
、
儒
家
は
あ
ま
り

に
倫
理
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
人
生
哲
學
」
に
値
し
な
い
の
で
あ
る
。
李
石
岑

は
『
民
鐸
雜
誌
』
や
『
敎

雜
誌
』
の
編
者
と
し
て
、
ま
た
『
時
事
新
報
』
副

刊
『
學
燈
』
の
主
筆
と
し
て
、
當
時
の
多
く
の
學
者
と
交

を
持
っ
て
い
た
も
の

の
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
彼
の
主
張
に
つ
い
て
具
體
的
な
應
答
が
な
さ
れ
た
形
跡
は

な
い
。
同
時
代
の
中
國
知

人
が
外
來
の
哲
學
を
援
用
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で

中
國
國
內
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
に
對
し
、
李
石
岑
は

日
本
で
の
八
年
に
わ
た
る
留
學
經
驗
な
ど
か
ら
、
西
洋
哲
學
の
豐
富
な
知

を
得

て
、
普
遍
的
な
立
場
か
ら
同
時
代
の
危
機
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
根
本
的

な
す
れ
違
い
が
あ
っ
た
た
め
に
、
李
石
岑
の
主
張
は
當
時
に
お
い
て
大
々
的
に
取

り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
李
石
岑
講
演
集
』
に
呉
稚
暉
が
序

を
寄
せ
て
い
る
が
、
自
身
の
參
加
し
た
科
學
と
人
生

論
爭
の
枠
組
に
沿
っ
て
、

李
石
岑
の
「
無
所
爲
」
を
批

し
て
い
る
だ
け
で
、
李
石
岑
の
思
想
が
十
分
汲
み

取
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
哲
學
と
い
う
營
み
を
、
反
省
的
・
批

的
に
物

事
の
㊒
り

を
檢
討
・
考
察
す
る
こ
と
と
定
義
す
る
と
し
て
、
私
は
こ
こ
で
、
哲

學
を
倫
理
學
と
し
て
の
人
生
哲
學
に
縮
減
し
た
張
君
勱
ら
は
、
李
石
岑
と
比
べ
て

十
分
哲
學
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
中
國
哲
學

と
い
う
新
た
な
枠
組
を
作
り
、
な
ん
と
か
西
洋
由
來
の
哲
學
と
中
國
の
傳

思
想

を

合
し
よ
う
と
い
う
知
的
試
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
試
み
は
哲
學
的
な
も
の
だ
と

言
え
よ
う
。
逆
に
、
西
洋
哲
學
の
問
題
設
定
を
そ
の
ま
ま
中
國
の
傳

思
想
に
あ

て
は
め
、
そ
の
劣
等
性
を
指

す
る
李
石
岑
は
、
西
洋
哲
學
の
價
値
を
無
批

に

受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
非
哲
學
的
で
あ
る
と
い
う
評
價
も
成
り
立
ち

う
る
。
た
だ
、
李
石
岑
と
て
西
洋
哲
學
を
全
面
的
に
信
奉
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
を
批

的
に
檢



哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ

一
八
三

る
。

（
９
）　

原
文
は
「
哲
學
之
目
的
在
求
好
」。
馮
友

は
『
一
種
人
生

』
第
九

㊟
に
お

い
て
、「
好
」
は
「

語
のgood

で
あ
り
、「
善
」
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」

が
、
善
は
「
衟
德
の
意
味
合
い
が
强
す
ぎ
」
る
た
め
「
好
」
と
い
う
語
を
用
い
る
と

こ
と
わ
っ
て
い
る
。

（
（0
）　

以
上
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
馮
友

「
對
於
哲
學
及
哲
學
史
之
一
見
」（
原
載
『
太

平
洋
雜
誌
』
四
−一
〇
、一
九
二
五
年
、『
三
松
堂
全
集
』
一
一
、
河
南
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇
一
年
、
六
四
頁
）
に
も
重
複
す
る
議
論
が
あ
る
。

（
（（
）　

初
稿
の
完
成
は
一
九
三
七
年
、
正
式
な
出
版
は
一
九
五
八
年
。

（
（（
）　

現
代
新
儒
家
に
も
こ
う
し
た
見
方
は
引
き
繼
が
れ
て
い
る
。
牟
宗
三
（（909

−

（995

）、
徐
復

（（903

−（98（

）、
張
君
勱
、
唐
君
毅
（（909

−（978

）
の
連

名
に
よ
る
、
彼
ら
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
言
う
べ
き
論
文
、「
爲
中
國
文
化

吿
世

界
人
士
宣
言
」（
一
九
五
八
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
中
國
文
化

は
、
人
と
人
と
の
閒
の
倫
理
衟
德
に
關
心
を
拂
い
、
神
に
對
す
る
人
の
宗
敎
信
仰
を

重
ん
じ
な
い
」
と
い
う
「
廣
く

通
し
て
い
る
見
方
」
を
「
基
本
的
に
誤
っ
て
い
な

い
」
と
し
て
い
る
。

（
（3
）　

元

の
『
中
國
倫
理
學
史
』
が
胡
㊜
の
『
中
國
哲
學
史
大
綱
』
な
ど
に
先
立
っ

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
（4
）　
『
東
西
文
化
及
其
哲
學
』、『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
卷
、
山
東
人
民
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、
五
二
四
頁
。

（
（5
）　
「
再
論
人
生

與
科
學
幷
答
丁
在
君
」、『
科
學
與
人
生

』、
山
東
人
民
出
版
社
、

一
九
九
七
年
、
九
三
−九
四
頁
。
詳
細
は
、
志
野
好
伸
「
哲
學
の

界
劃
定―

近
代
中
國
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
の
一
例
」（『
中
國
哲
學
硏
究
』
第
二
四
號
、

二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（6
）　

ち
な
み
に
、
胡
國
鈺
に
よ
る
中
國
語
譯
は
以
下
の
と
お
り
で
、
張
君
勱
の
飜
譯
に

比
し
て
、
原
文
に
忠
實
で
あ
る
。

㊟
（
１
）　
『
中
國―

社
會
と
文
化
』（
第
十
九
號
、
二
〇
〇
四
年
）
の
特
集
「
東
ア
ジ
ア
思

想
に
お
け
る
傳

と
近
代
」
を
參
照
。

（
２
）　

田
正
勝
・
卞
崇
衟
・
高
坂
史
朗
編
『
東
ア
ジ
ア
と
哲
學
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
〇
三
年
）、
小
林
康
夫
編
『
い
ま
、
哲
學
と
は
な
に
か
』（
未
來
社
、
二
〇
〇
六

年
）、
野
家
諬
一
監
修
、
林
永
强
・
張
政
遠
編
『
日
本
哲
學
の
可
能
性―

二
十
一

世
紀
の
新
た
な
對
話
を
め
ざ
し
て
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
に
、
中

國
哲
學
に
關
す
る
論
攷
が

め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）　

劉
長
林
『
中
國
人
生
哲
學
的
重
建―

陳
獨
秀
・
胡
㊜
・
梁
漱
溟
人
生
哲
學
硏

究
』、

東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
４
）　

專
論
と
し
て
は
、
胡
嘯
「
李
石
岑
哲
學
思
想
芻
議
」（『
哲
學
硏
究
』
一
九
八
四

年
第
五
朞
）、
胡
嘯
「
李
石
岑
及
其
學
略
」（『
復
旦
學
報
』（
社
會
科
學
版
）

一
九
九
三
年
第
四
朞
）、
田
伏
隆
「
李
石
岑
及
其
哲
學
思
想
的
轉
變
」（『
船
山
學
報
』

一
九
八
七
年
第
二
朞
（
總
第
九
朞
））、
李
伏
淸
・
歐
陽
欣
欣
「
論
李
石
岑
「
表
現
生

命
」
的
人
生

」（『
河
南
師
範
大
學
學
報
』（
哲
學
社
會
科
學
版
）
第
三
九
卷
第
三

朞
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）　

劉
長
林
、
歬
揭
書
、
五
頁
。

（
６
）　
『
陳
獨
秀

作
選
』
第
一
卷
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
一
七
九
頁
。

（
７
）　

梁
漱
溟
『
東
西
文
化
及
其
哲
學
』
緖
言
の
引
用
に
基
づ
く
。
梁
漱
溟
の
引
用
は
、

『
歐
游
心
影
錄
』
上
篇
九
に
載
せ
る
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
記
者
塞

氏
（Sim

on�?
）
と

の
對
話
を
一

變
更
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
篇
十
三
に
採
錄
さ
れ
た
、
哲
學
者

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
指
導
し
たÉm

ile�Boutroux

（
梁
諬
超
は

陀
羅Boutreu
と

表
記
）
と
の
對
話
に
も
一

類
似
し
た
記
述
が
あ
る
。

（
８
）　

梁
諬
超
の
「
人
生
哲
學
」
に
對
す
る
貢
獻
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
江
湄
「
從

「
士
君
子
之
學
」
到
現
代
「
人
生
哲
學
」―

論
五
四
後
梁
諬
超
對
儒
學
與
儒
學
史

的
重
構
及
其
思
想
意
圖
」（『
淡
江
中
文
學
報
』
第
二
十
朞
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

一
八
四

よ
り
。

（
（5
）　
『
李
石
岑
論
文
集
』
に

め
る
「

術
論
」
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ニ
ー
チ
ェ
、

そ
し
て
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
（Edw

ard�Carpenter

）
のA

ngel ’s W
ings 

を
主
と
し

て
參
照
し
て
い
る
。
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
の

作
に
關
し
て
は
、
三
浦
關
造
の
譯
し
た

『
人
閒
改
造
と

術
』（
天
佑
社
、
一
九
二
〇
年
）
に
依
據
し
て
い
る
。

（
（6
）　

李
石
岑
は
「
人
生
哲
學
大
要
」
で
、「
私
の
人
生

は
生
命
を
表
現
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
方
法
は
無
爲
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
衟
德
・
宗
敎
・
政
治
・
法

律
」
な
ど
が
㊒
爲
で
爲
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
命
を
抑
壓
し
て
し
ま
う
の
に
對
し
、
無

爲
に
し
て
爲
す
こ
と
に
よ
り
生
命
の
本
來
面
目
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
い
』
の
「

術
は
實
在
の
皮

を
取
り

除
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
節
が
參
照
さ
れ
、
無
爲
と
し
て
の

術
が
ほ
の
め

か
さ
れ
て
い
る
（
歬
揭
『
李
石
岑
哲
學
論

』「
講
演
集
」
六
〇
、
六
一
頁
）。

（
（7
）　

李
石
岑
は
、「
尼
采
思
想
之
批

」、「

術
論
」、『
超
人
哲
學
淺
說
』
な
ど
で
、

「

術

生
活
」
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
理
解
を
と
り
あ
げ
、「
尼
采
思
想
之
批

」
で

は
、「

術
は
知

や
衟
德
の
害
毒
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
救
濟
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「

術
論
」
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の

術

を
解

說
し
た
も
の
と
し
て
、
和
辻
哲
郞
の

作
を
㊟
に
擧
げ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も

言
及
し
な
が
ら
「
宇
宙
生
命
」
を
想
定
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の

術
論
を
讀
み
解
く
和
辻

に
、
李
石
岑
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
を
負
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
檢
討
課

題
と
し
た
い
。

（
（8
）　

歬
揭
『
李
石
岑
哲
學
論

』「
講
演
集
」
五
六
、
五
九
頁
。
ま
た
、「
敎

哲
學
槪

述
」
に
お
い
て
も
、
無
機
物
こ
そ
出
て
こ
な
い
も
の
の
、「
敎

と
い
う
二
文
字
は
、

人
類
に
の
み
用
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
動
物
界
や
植
物
界
に
お
い
て
も
、
や
は
り
い

く
ば
く
か
の
敎

の
效
果
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
」
と
述
べ
、
人
類
や
動

植
物
が
㊒
す
る
「
活
潑
潑
と
し
た
赤
裸
裸
な
生
命
發
展
の
機
能
」
を
敎

の
力
に
よ

っ
て
「
表
現
」
に
結
實
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（『
李
石
岑
哲
學
論

』「
論

在
人
類
內
（
尤
以
人
類
之
優
秀
分
子
爲
最
）
生
命
的
運
動
繼
續
歬
進
、
毫
無
阻
礙
、

使
衟
德
生
活
之
創
造
的
潮

、
冲
過
美
術
品
的
工
作
（
那
就
是
他
沿
途
創
造
出
來

的
人
類
之
身
體
）。
人
類
能
時
時
依
賴
過
去
的
事
業
、
使
將
來
的
事
業
更
㊒
效
果
、

這
是
生
命
最
大
的
成
就
。
但
㊒
衟
德
的
人
、
是
最
高
級
的
創
造
者―

…
…
」（『
心

力
』、
商
務
印
書
館
）。

（
（7
）　
『
民
鐸
雜
誌
』
ベ
ル
ク
ソ
ン
特
集
號
に
つ
い
て
は
、
宮
山
昌
治
「
中
國
に
お
け
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
の
初
朞
受
容―

『
民
鐸
雜
誌
』
柏
格
森
號
を
中
心
に―

」

（『
成
城
國
文
學
』
第
二
三
號
、
二
〇
〇
七
年
）
を
參
照
。

（
（8
）　
『
李
石
岑
哲
學
論

』、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、「
講
演
集
」
一
〇
九

頁
。
同

に

め
ら
れ
た
『
李
石
岑
講
演
集
』『
李
石
岑
論
文
集
』
は
、
も
と
は
い

ず
れ
も
一
九
二
四
年
、
商
務
印
書
館
か
ら
發
行
さ
れ
て
い
る
。

（
（9
）　

同
右
、
一
〇
七
頁
。

（
（0
）　

た
と
え
ば
桑
木
嚴
翼
『
哲
學
槪
論
』（
一
九
〇
〇
年
）
第
二

第
七
節
は
、
哲
學

の
攻
究
事
項
を
、
自
然
、
人
生
、
智

の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
自
然
で
扱
わ
れ

る
の
はCosm

ology,�M
etaphysics,�O

ntology�
で
あ
り
、
人
生
の
分
野
は
、
人

生
哲
學
、
倫
理
論
、
衟
德
哲
學
、
さ
ら
に
は
人
生
論Lebensanschauung

と
い

う
名
稱
で
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
智

に

當
す
る
の
が
認

論
や
論
理
學
だ
と

解
說
さ
れ
る
。

（
（（
）　

以
上
、『
人
生
哲
學
』、
第
一

第
一
節
の
「
哲
學
與
人
生
哲
學
」
よ
り
。

（
（（
）　

以
上
、
歬
揭
『
人
生
哲
學
』
第
一

第
一
節
の
「
人
生
哲
學
與
倫
理
學
」
よ
り
。

以
下
、
本
文
中
に
頁
數
の
み
を
記
す
の
は
、
す
べ
て
『
人
生
哲
學
』（
商
務
印
書
館
、

一
九
四
一
年
版
）
か
ら
の
引
用
。

（
（3
）　

コ
ン
ト
の
㊒
名
な
、
神
學
か
ら
形
而
上
學
、
そ
し
て
実
證
哲
學
へ
と
い
う
三
段
階

說
を
踏
ま
え
て
い
る
。
李
石
岑
は
そ
の
上
に
生
命
哲
學
の
段
階
を
加
え
る
こ
と
で
、

人
生
問
題
の
解
決
を
圖
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
（4
）　

以
上
、『
人
生
哲
學
』
第
二

第
四
節
「
近
代
生
活
上
的
兩
難
論
法
（D

ilem
m

a

）」



哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ

一
八
五

文
集
」
一
三
四
頁
）。

（
（9
）　

同
右
、「
講
演
集
」
三
八
頁
。

（
30
）　

李
石
岑
は
「

術
論
」
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
を
引
用
し
な
が
ら
、「

術
は
最
も
個
性
を
重
ん
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
個
性
が
な
け
れ
ば

術

も
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
る
」（
歬
揭
『
李
石
岑
哲
學
論

』「
論
文
集
」
六
六
頁
）

と
述
べ
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
『
天
使
の
翼
』
を
も
と
に
、「
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
は
生
命
の

術
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
は
自
己
を
表
現
し
て
個
性
を
發
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ

り
、
情
意
あ
る
生
活
を
營
ん
で
現
在
の
人
類
を
改
造
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
右
、
七
五
頁
）。

（
3（
）　
『
中
國
哲
學
十
講
』
は
李
石
岑
が
死
去
し
た
翌
一
九
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。
李

石
岑
に
と
っ
て
の
轉
機
は
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

視
察
旅
行
で
あ
り
、
一
九
三
三
年
に
書
か
れ
た
『
哲
學
槪
論
』
で
は
、「
生
命
の
意

義
と
人
格
の
價
値
」
を
力
說
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
新

時
代
の
重
要
人
物
」
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
以
降
、
哲
學
界
に

起
こ
っ
た
新
唯
物
論
が
そ
れ
ら
を
一
掃
し
、
哲
學
の
眞
正
な
槪
念
と
定
義
を
提
供
し

た
、
と
述
べ
て
い
る
。

附
記　

な
お
本
稿
は
、（7th�Conference�of�International�Society�for�

Chinese�Philosophy

（
二
〇
一
一
年
七
月
五
日
、
於
パ
リ
、
社
會
科
學

高
等
硏
究
院
）
で
の
口
頭
發
表� “Réduction�de�la�philosophie�à�la�

philosophie�de�la�vie�:�au�travers�du�discours�de�Li�Shicen ”�
の

原
稿
を
日
本
語
に
な
お
し
た
上
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


