
〈
特
集

「
和
辻
哲
郎
と
比

較
思
想
」
３
〉

具
体
的
普
遍
と
特
殊
の
間
―
和
辻
哲
郎
と
比
較
思
想
―

は
じ
め
に

「
和
辻
哲
郎
と
比
較
思
想
」
と
い
う
主
題

が
、
前

も
っ
て
立
て
ら
れ
た

比
較
思
想
の
理
念
か
ら
、
和
辻
を
評
価
し
裁
断
的
に
論
じ
る
こ
と
が
目
的

で
は
な

い
と
す
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
和
辻
の
仕
事
の
理
念
や
思
想
に
添

い

な
が
ら
、
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
心
得
た
上
で
、
あ
え
て
い

う
な
ら
、
や
は
り
和
辻
の
意
図
し
た
も
の
を
「
比
較
思
想
」
と
い
う
の
は

や
や
躊
躇
さ
れ
る
。
近
代
日
本
で
「
比
較
」

と
い
う
概
念
が
い
つ
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
ふ
く
め
、
和
辻
の
生
き
た
時
代
の

思
想
傾
向
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
和
辻
に

お
い
て
は
「
比
較
思
想
」

と
い
う
方
法
や
概
念
の
枠
組
み
は
、
ほ
ぼ
な

い
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
ま
た
、
和
辻
の
諸
論
考
に
は
、
「
比
較
」
、
と
り
わ
け
「
比

較
思
想
」
的
視
点
が
生
き
生
き
と
横
溢
し
て

い
る
し
、
異
な
る
他
文
化
圏

の
哲
学
や
倫
理
思
想
の
成
果
に
向
き
合

い
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
比
較
思
想
・
比
較
文
化
的
視
点
の
横
溢

と
、

他
方

で
比
較

思
想

と
表
現

さ

れ

る
に
は
躊

躇

さ
れ

る
そ

の
あ

り
方
と

の

い
わ
ぱ
間

に

、
和
辻

の
比
較

思
想

的
作

業

を
見
な

お
す
こ

と

が
必
要

で

あ
ろ

う
し

、

こ
こ
で

の
意
図

も
そ

こ
に

あ

る
。

一
　
具
体
的
普
遍
と
特
殊
―
―
国
民
道
徳
論
と
倫
理
学

和

辻

は
、「
比

較
」

と

い
う
認
識

の
営

み

が
多
少

と
も
免

れ

が
た

い
〈
相

対

主

義
〉

を
取

ら

な

い
。
異

な

る
文
化
圏

の
哲
学

的
成
果

を
対
象

と

し
て

論

じ
、

あ

る
い
は
参

照
す

る
場
合

で

も
、
日

常
的

経
験

に
表

現
的

に
立

ち

現

れ

る

「
人

と

人

と
の
間

に
場

所

的
に

形
成

さ
れ

る
人
間

関
係

の

理
法

」

を
表

現

す

る
普

遍
的

通
有
性

に
着

眼

す
る
。
こ
の

こ
と
は
個

別
の
思

想

の
、

そ

れ
自
体

と

し
て

の
内

在
的

論
理

の
解
明

を
芳
醇

に
遂
行

す

る
こ
と

に
通

じ
て

も

い

る
が
、
反
面

で
、

認
識

し

つ
つ
実

践
す

る
「
主
体

」

の
置

き
ど

こ

ろ
を
日

本

と

い
う
「
場
所

」
に

す
え

、

い
わ

ゆ
る
「
国
民

道
徳

論
」

が

33
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根

底

に

置

か

れ

る

こ

と

に

も

繋

が

っ

て

い

る

。

「

国

民

的

な

特

殊

な

存

在

を

離

れ

て

普

遍

人

間

的

な

社

会

を

形

成

せ

ら

れ

る

な

ど

と

い

う

こ

と

」

を

も

っ

ぱ

ら

と

す

る

「

啓

蒙

主

義

」

の

抽

象

性

を

批

判

す

る

の

も

同

じ

理

由

か

ら

で

あ

る

。

「

日

本

文

化

を

創

造

す

る

主

体

」

は

、

「

日

本

国

民

、

あ

る

い
は
日
本
民
族
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
『
日
本
精
神
』
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念

を

お

そ

ら

く

意

識

し

つ

つ

、

普

遍

は

「

特

殊

」

な

る

形

を

と

お

し

て

、

「

具

体

的

普

遍

」

と

し

て

発

現

す

る

と

す

る

和

辻

の

見

解

は

、

普

遍

と

特

殊

を

二

項

対

立

さ

せ

そ

れ

ぞ

れ

を

実

体

化

し

固

定

化

す

る

こ

と

を

回

避

す

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

比

較

思

想

が

文

化

圏

を

ま

た

ぐ

営

み

で

あ

り

一

定

程

度

の

実

体

化

を

不

可

避

と

す

る

な

ら

、

和

辻

の

学

の

理

念

は

そ

の

比

較

思

想

的

視

点

の

横

溢

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

異

質

な

も

の

が

ま

ず

は

対

立

的

に

生

起

す

る

こ

と

を

前

提

に

す

る

「

比

較

思

想

」

と

は

出

発

か

ら

逆

の

方

向

を

取

っ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

人

間

は

必

ず

一

定

の

時

代

、

一

定

の

民

族

に

属

し

て

い

る

。

こ

れ

ら

を

離

れ

た

純

粋

な

人

間

は

抽

象

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

て

、

具

体

的

な

人

間

で

は

な

い

。

同

様

に

国

民

道

徳

も

民

族

的

、

時

代

的

に

特

殊

な

も

の

と

し

て

現

わ

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

い

か

に

し

て

国

民

道

徳

は

普

遍

的

な

も

の

を

表

わ

し

て

い

る

か

。

具

体

的

普

遍

が

事

実

と

し

て

現

わ

れ

る

と

き

は

必

ず

特

殊

な

形

に

お

い

て

現

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち

当

為

と

し

て

の

国

民

道

徳

は

、

必

ず

特

殊

な

時

代

や

国

民

に

お

い

て

現

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

う

し

て

国

民

道

徳

は

人

間

を

離

れ

て

は

存

在

し

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

ま

ず

は

人

間

に

つ

い

て

研

究

し

よ

う

。

（

講

演

筆

記

『

国

民

道

徳

論

』

「

第

三

節
　

当

為

と

し

て

の

国
民
道
徳
」
冒
頭
、
全
集
別
巻
二
、
一
九
三
〇
年
、
五
八
頁
。
佐
々

木
乾
三
筆
記
。
以
下
和
辻
か
ら
の
引
用
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
に
よ

る
。
全
集
巻
数
、
頁
で
表
記
す
る
）

ち
な
み
に
、
中
村
元
の
比
較
思
想
の
視
点
は
、
多
く
の
点
で
和
辻
の
視

点
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

…
…
十
九
世
紀
以
後
、
特
に
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
世
界
の
う
ち

の
諸
国
・
諸
民
族
・
諸
文
化
が
互

い
に
対
立
抗
争
し
つ
つ
も
、
全
体

と
し
て
は
一
つ
の
も
の
と
し
て
進
ん
で
行
き
つ
つ
あ
る
た
め
に
、
寛

容
に
し
て
公
平
な
知
識
人
に
は
、
従
来
の
哲
学
思
想
の
諸
潮
流
を
客

観
的
に
比
較
考
察
し
て
批
判
す
べ
き
必
要

が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
比

較
哲
学
的
考
察
と

い
う

も
の
が
新
た
に
現

わ
れ
出
た
の
で
あ
る
。

（
『
比
較
思
想
論
』
岩
波
全
書
、
一
頁
）

と
く
に
中
村
の
「
比
較
思
想
」
と
い
う
方
法
へ
の
自
覚
は
、
和
辻
が
「
倫

理
思
想
史
」
と
い
う
領
域
を
倫
理
学
の
必
須
の
要
素
と
し
て
立
て
、
文
化

研
究
を
遂
行
し
た
こ
と
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

比
較
思
想
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
外
国
で
広
い
意
味
で
比
較
哲
学

と
よ
ん
で

い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
外
国
で
も
比
較
哲
学

を
狭

い
意
味
に
限
ろ
う
と
す
る
人
々
は
、
宗
教
聖
典
や
文
芸
作
品
の

思
想
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
除
外
さ
れ
そ
う
な
部
分

に
、
一
般
民
衆
に
思
想
的
栄
養
分
を
供
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
日
本
で
「
哲
学
」
と
い
う
と
、
西
洋
で

フ
ィ
ロ
ソ
イ
ー
と
い
う
場
合
よ
り
も
、
も
っ
と
窮
屈
に
ひ
び
き
、
ま

す
ま
す
多
く
の
も
の
が
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。



人
間
で
あ
る
以
上
、
思
想
な
し
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な

い
。

そ
の
根
本
的
な
思
想
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
同
書
、

二
頁
）

和
辻
に
お
い
て
、
国
民
道
徳
論
は
倫
理
学
を
構
築
す
る
基
礎
で
も
あ
る
。

国
民
道
徳
そ
の
も
の
が
持
つ
普
遍
性
は
、
そ
の
ま
ま
倫
理
学
の
考
察
の
対

象
と
な
る
。
国
民
道
徳
論
自
体
が
、
人
間
存
在
の
歴
史
的
風
土
的
性
格

か

ら
と
き
お
こ
す
「
風
土
論
」
や
「
倫
理
学
」
の
、
祖
型
と
な
っ
て
い
る
の

も
そ
の
故
で
あ
る
。

二
　
和
辻
の
視
点
の
遷
移
―
―
〈
自
体
性
〉
へ
の
沈
潜

比
較
思
想
と
い
う
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
和
辻
に
返
っ
て
み
よ
う
。

戦
後
と
戦
前
と
の
視
点
の
変
遷
を
は
じ
め
と
し
て
、
和
辻
の
思
想
的
変

遷
と

い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
『
風
土
』
『
人
間

の
学
と

し
て
の
倫
理
学
』

が
、
大
き
な
か
わ
り

め
で
あ
る
と
と
も
に
、
視
点
の
変

化
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
和
辻
の
仕
事
を
、
文
化
史
・

日
本
倫
理
思
想
史
・
倫
理
学

と
分
け
た
と
き
、
文
化
史
的
関
心
を
示
す
最

初

の
仕
事
が
『
古
寺
巡
礼
』
（
一
九
一
九
年
）
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
仕

事
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
和
辻

の
比
較
的
視
点
に
と
っ
て
大
き
い
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
節
を
引
く
。
奈
良
で
多
く
の
外
国

人
を
見
て
和
辻
は
書
い
て
い
る
。

奈
良
の
古
都
へ
巡
礼
に
来
て
こ
う

い
う
国
際
的
な
風
景
を
お
も
し

ろ
が
る
の
は
、
少
し
お
か
し
く
感

じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
自
分

の
気
持
ち
に
は
少
し
も
矛
盾
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
巡
礼
し
よ

う
と

す

る
の
は

「
美
術

」

に
対

し
て
で

あ
っ
て

、
衆

生
救
済

の
御

仏

に
対
し
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
…
…
宗
教
的
に
な
り
切

れ

る
ほ

ど
わ

れ
わ
れ

は
感
覚

を

の
り
超

え
て

は

い
な

い
。

だ
か

ら
食

堂
で

は
、
目

を
楽
し

ま
せ

る
と
共

に
舌

を
も
楽

し
ま

せ
て

い

い
こ
こ

ろ

も
ち

に
な

っ
た
の

で
あ

る
。
（
『
古
寺

巡
礼
』

全
二

、
二
八
頁

）

こ
の
書

で

は
、
文
化

の

伝
播

を
も

っ
ぱ

ら
扱
っ
て

い
る
。
日
本

の
文

化

的
事

象

を
、
遠

く

ギ
リ

シ
ャ
、
ア

ジ

ャ
ン

タ
、
西

域

、
大

陸
と

の
文
化

融

合

と
し
て

見
て

い
こ
う
と

し
て

い
た

。
文
化

の
影
響

関
係
・
様
式

の
借
用
・

題
材

の
移
動

・

思
潮

の
伝
播

・
感

化
作

用
等

を
め

ぐ
る
考

察
で

あ
る
と

い

え

る
だ
ろ

う
。
文

化

的
推

移
の
意

識

が
そ

の
中

心
と

な

っ
て

い
た
と

い
っ

て

い

い
だ

ろ

う
。
こ

の
段
階

で

の
和

辻

の
視
点

は
、「
諸
文

化

融
合

の
鎔
炉

」

と

し
て

の
仏

像
・
仏

教
美

術

を
対

象

に
、
仏

教

と

い
う
世

界
宗

教
、

そ

こ

か

ら
生
み

出

さ
れ
た
普

遍
的

文
化

を

、
一
つ

の
水
位

と
し
て
日

本

の
美

術

に

そ
の
ま

な

ざ
し

を
む
け

て

い
る
。

そ
の

際
、
和

辻

の
ま

な
ざ
し

の
向

か
う

も
の
は

、
事
柄

の
あ

る

い
は
対

象

の
、
個

性
で

は

な
か

っ
た
。

（
薬
師

寺

東
院

堂

聖

観
音

に

つ

い
て

）
　一
個

の
人

を
写

さ
ず
し

て

人
間

そ

の
も

の
を
写

す

の
で
あ

る
。
芸

術

の
一
流
派

と
し

て
の
写

実

的
傾

向
で

は

な
く

し
て

の
写
実

な
の
で

あ

る
。
…
…

近
代

の
傑
作

が

一
個

の
人

を
写

し
て

人
間

そ

の
も
の

を
示

現

し
て

い
る
と

い
え

る
な

ら
ば
、
こ
の
種
の
古
典
的
傑
作
は
人
間
そ
の
も
の
を
写
し
て
神
を
示

現

し

て

い

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

…

…
（
『
古

寺

巡

礼

』

全

二

、

匸
一
六
―
二
七
頁
）
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『
古
寺
巡
礼
』
の
時
期
に
は
、
必

ず
し
も
後
の
和
辻

の
諸
思
想
や
諸
文

化
の
〈
自
体
性
〉
（
筆
者
の
造
語
で

あ
る
。
具
体
的
普
週

が
現

れ
た
特
殊

の
自
体
性
と
も
い
う
べ
き
か
）
へ
の
着
目
は
明
確
な
形
を
持
っ
て
い
な
い
。

個
性
で
は
な
く
人
間
そ
の
も
の
の
写
実
と
見

る
ま
な

ざ
し
は
、
ゆ
た
か
な

仏
教
的
世
界
文
化
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
そ
う
さ
れ

て

い
る
。
仏
教
が
和
辻
の
体
系
の
中
で
そ
れ
ほ
ど
の
特
権
性
を
持
つ
か
と

い
う
問
題
は
し
ば
ら
く
措
い
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
後
の
和
辻
の
思

想
的
変
遷
に
関
わ
り
、
そ
う
し
た
世
界
性
（
普
遍
性
）
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

る
も
の
と
見
え
る
も
の
へ
の
和
辻
の
ま
な
ざ
し
を
見
て
お
き
た
い
。

天
理
教
に
関
す
る
『
古
寺
巡
礼
』
中
の
記
述
に
目
を
と
め
た
い
。

当
麻
か
ら
の
帰
路
汽
車
が
丹
波
市
町
（
現
天
理
市
）
を
通
っ
た
と
き
の

一
文
が
あ
る
。
「
古
代
の
伝
説
に
著
し

い
女

の
狂
信
者
の
伝
統
を
思
わ
せ

る
」
教
祖
、
「
あ
の
お
み
き
婆
さ
ん
」
の
信
仰
は
お
そ
ら
く
本
物
で
あ
っ

た
と
し
、
そ
れ
が
現
在
の
日
本
文
化
の
う
ち
に
力
強
く
生
育
し
て
い
か
な

い
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
世
界
的
宗
教
に
根
を
お
ろ
し
て
い
な
い

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
。

親
鸞
の
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
的
心
情
を
結
び
つ
く
と
き
に
、
新
し

い
光
輝
を
発
揮
す
る
。
そ
の
ご
と
く
天
理
教
も
、
日
本
文
化
の
変
形

（

メ
タ
モ
ル
フ
オ
ゼ
）
に
従

っ
て
変
形
し
て
行
か
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
わ
た
く
し
の
漠
然
た
る
推
測

か
ら
言
う
と
、
も
し
お
み
き
婆
さ

ん
が
キ
リ
ス
ト
教
の
地
盤
か
ら
生
い
出
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ

の
狂
熱
は
も
っ
と
大
き
い
潮
流
を
作
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
も
ま

た
一
人
の
聖
者
を
持
ち
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
確
立
し
得
た
で
あ

ろ
う
。
（
全
二
、
一
六
〇
頁
）

こ
の
段
階
で
の
和
辻
は
、
教
祖
み
き
の
信
仰
に
対
し
て
、
大
き
な
普
遍

性
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
な

い
、
い
と
お
し
さ
と
も
い
う
べ
き
感
情
を

表
明
し
て

い
る
。
私
自
身
の
見
方
で
は
、
こ
の
後
和
辻
は
、
こ
う
し
た
〈
自

体
性
〉
を
そ
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
仕
事
に
む
か
う
。
一
つ
は
「
日

本
古
代
文
化
史
」
（
一
九
二
〇
年
）
に
表
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
文

化
の

自
体
性
を
追
究

す
る
方
向
で

あ
る
。

つ
い
で

一
九

二
五

年
か

ら

一
九
二
七
年
に
か
け
て
は
、
『
日
本
精
神
史
』
を
著
し
た
後
、
『
原
始
基
督

教
の
文
化
史
的
意
義
』
『
仏
教
倫
理
思
想
史
』
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』

を
発
表
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
種
の
比
較
思
想
的
な
見
解
を
す
く
な
か

ら
ず
述
べ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
淵
源
を
、
そ
の
も
の
と
し

て
深
め
る
思
索
を
遂
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
古
寺
巡
礼
』
で
見
せ
た

文
化
の
影
響
関
係
・
様
式
の
借
用
・
題
材
の
移
動
・
思
潮
の
伝
播
・
感
化

作
用
等
に
多
く
を
割
く
、
い
わ
ゆ
る
比
較
文
化
的
考
察
と
は
、
そ
の
分
析
・

筆
致
が
大

い
に
こ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
、
一
方
で
日
本
の
古
代
文
化
の
解
明
に
沈
潜
し
、
つ
い
で
、

世
界

の
諸
々
の
古
典
的
思
想
の
自
体
性
へ
の
沈
潜

が
後
に
、
「
風
土
」
に

表
れ
た
諸
文
化
の
解
明
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
ま

た
ま
ふ
れ
た
お
み
き
婆
さ
ん
の
事
柄
を
あ
え
て
例
に
取
れ
ば
、
和
辻
は
、

そ
の
後
の
著
作
で
、
日
本
の
神
々
に
つ
い
て
、
他
方
で
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス

ト
教
的
一
神
教
を
視
野
に

い
れ
な
が
ら
、
多
く
の
言
及
を
残
す
こ
と
に
な

る
。
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
上
巻
に
お
け
る
、
日
本
の
神
の
分
類
に
つ
い

て
「
不
定

の
神
」
「
神
命

の
通
路
」
と
い
う
概
念
の
提
示
、
お
な
じ
く
、

36
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室
町
説
話
「
熊
野
の
本
地
」
を

め
ぐ
っ
て
日
本
の
「
苦
し
む
神
」
「
死

ん

で
蘇
る
神
」
に
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
と
の
共
通
性
を
見
出
す
議
論
、
そ

の
他
平
田
篤
胤
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
の
ひ
そ
か
な
導
入
へ
の
言
及
、
あ
る

い
は
、
と
り
わ
け
神
観
念
を
取
り
出
し
て
い
る
わ
け
は
な
い
が
、
ブ
ル
ン

ナ
ー
、

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
ら
の
危
機
神
学
を
紹
介
し
、
そ
の
共
同
性
や
倫
理

の
基
礎

づ
け
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
人
間
存
在
論
か
ら
そ
れ
ら
の

説

を
批
判
す
る
『
弁
証
法
神
学

と
国
家
の
倫
理
』
（
一
九
三
四
年
初
出
、

全
八
、
「
人
格
と
人
類
性
」
所
収
）
等
の
議
論
に
は
、
『
古
寺
巡
礼
』
の
視

点

か
ら
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
日
本
的
超
越
性
や
神
、
あ
る
い
は
日

本
の
共
同
性
の
根
源
等
の
事
柄
を
〈
自
体
性
〉
と
し
て
位
置

づ
け
る
視
座

が
確
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
普
遍
が
特
殊
と
し
て

現
れ
る
と
い
う
和
辻
の
論
理
的
実
質
的
な
着
地
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

和
辻
の
〈
自
体
性
〉
と
は
、
淵
源
に
さ
か
の
ぼ
り
つ
つ
、
そ
の
後
の
文

化
史
的
思
想
史
的
展
開
を
ふ
く
み
取
る
源
泉
で
も
あ
る
。
こ
の
点
の
視
座

の
確
保
は
、
中
期
以
降
の
和
辻
に
事
象
の
細
部
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
詳

細
な
比
較
思
想
的
検
討
を
遂
行
さ
せ
る
源
泉
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
倫

理
学
」
に
お
け
る
和
辻
の
人
間
存
在
論
の
出
発
点
と
な
る
、
二
人
共
同
体

か
ら
国
家
に
い
た
る
展
開
の
議
論
の
中
で
は
、
家
族
や
親
族
を
論
じ
る
箇

所
等
で
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
ジ
ン
メ
ル
ほ
か

欧
米
の
同
時
代
の
文
化
人
類
学
、
社
会
学
、
文
化
哲
学
等
の
学
問
的
成
果

を
抱
負
に
引
用
し
つ
つ
え

が
く
あ
た
り
に
、
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て

い

る
。
和
辻
の
こ
う
し
た
豊
饒
で
「
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
」
比
較
思
想
的
作
業

は
、
以
上
に
述
べ
た
理
路
に
お
い
て
和
辻

が
手
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
（
比
較
）
哲
学

の
可

能
性
と
和
辻

と
こ
ろ
で
、
和
辻
は
つ
と
に
解
釈
学
的
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
『
人
間
の

学
と
し
て
の
倫
理
学
』
等
で
は
、
現
象
学
へ
の
距
離
感
を
表
明
し
倫
理
学

に
お
い
て
も
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
現
象
学
は
適
合
的
で
な

い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
戦
後
の
『
ホ
メ
ー
ロ
ス
批
判
』
で
は
文
献
学
へ

の
あ
ら
た
め
て
の
立
ち
返
り
を
表
明
す
る
。
日
本
思
想
史
研
究
の
領
域
の

問
題
と
な
る
が
、
ド
イ
ツ
文
献
学
を
摂
取
し
国
文
学
さ
ら
に
は
日
本
思
想

史
研
究
の
端
緒
を
ひ
ら
い
た
芳
賀
矢
一
は
、
ウ
ー
ゼ
ナ
ー
の
い
う
比
較
を

こ
こ
ろ
み
る
比
較
文
献
学
の
方
法
に
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
国
学

の
近
代
的
完
成
を
め
ざ
す
立
場
か
ら
は
ウ
ー
ゼ
ナ
ー
の
い
う
各
国
比
較
の

「
ヨ
コ
」
の
文
献
学
は
日
本
に
適
合
的
で
は
な
い
と
し
て
、
フ

ン
ボ
ル
ト

ら
の
一
国
的
な
「
タ
テ
」
の
文
献
学
を
採

る
と
し
た
。
そ
の
芳
賀
を
つ
い

で
ド
イ
ツ
文
献
学
を
さ
ら
に
摂
取
し
た
村
岡
典
嗣
は
、
日
本
思
想
史
研
究

の
目
的
は
日
本
の
哲
学
の
構
築
を
め
ざ
す
も
の
だ
が
、
当
面
は
国
学
を
ド

イ
ツ
文
献
学
に
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
近
代
学
問
と
し
て
ま
ず
は
鍛
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
た
。
両
者
と
も
に
日
本
思
想
史
か
ら
、
仏
教
的
あ

る
い
は
儒
教
的
な
傾
向
を
脱
色
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
と
も
に
一
国
的
文

献
学
が
突
き
当
た
る
比
較
お
よ
び
体
系
性
と
い
う
点
で
の
隘
路
を
述

べ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
和
辻
は
い
わ
ば
両
人
の
選
択
な
い
し
、
そ
の
隘
路

を
あ
ら
た
な
比
較
思
想
的
視
点
で
破
っ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
同
時
に
一

国
的
な
方
向
へ
の
傾
き
を
な
お
持
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
普



遍

へ
ひ

ら
く

こ
こ
ろ

み
で

あ

っ
た

と
見

る
こ

と

が
で

き

る
。

四
　

和

辻

か

ら

・

和

辻

の

先

で

比
較

思

想
に

は
、

点
と
点

、
点

と
面

、
面

と
面
、

相
互

の
比

較

の
様
態

が
あ

る

だ
ろ

う
。
和
辻

の
試

み

は
、

点

と
点

の
比
較

、
あ

る

い
は
点

と
面

の
比
較

で

は
あ

っ
て

も
、
根

底

に

は
面

と
面

と

の
比

較
を

と

お
し
た

比
較

思

想

で

あ
っ
た

。
異

な
る
文

化
圏

の
思

想

の
理

解

は
、
そ

の
文
化

的

性
格

の
全

面

的
な

理
解

を

背
景

に

し

な
け

れ

ば

い
け

な

い
と

、
考

え
て

い
た
。

対

象

が
イ

ン

ド
で
あ

れ
、
中

国
で

あ

れ
、
西

洋

で
あ

れ
、

倫
理
思

想

史

と

い
う
視

角
、

す

な
わ

ち
思
想

の
系

譜
、

な

い
し

き
わ

め
て

広
義

の
哲
学

史

を

明

ら

か

に

し
な

い
と

比
較

は
不
可

能

だ

と
見

て

い
た

と

い
え

る
だ

ろ

う

。
中

村
元

は
じ

め
、

比
較

思

想

の
唱

道

的

役
割

を
果

た

し

た
人

々

は
、

比

較
思

想

の
窮
極

的
方
向

と

し
て

比
較

哲
学

が
あ
る

、
と
指
摘

し
て

い
る
。

そ

の
可

能
性

は

ど
の
よ

う
な

方
向

に
あ

る
の
だ

ろ
う

か
。
和

辻

の
比
較

思

想

的
視

点
、

特
殊

と
普
遍

と

の

と
ら
え

か
た

は

、
そ

う
し

た
こ
と

を
考

え

る
に
資

す

る
も

の

が
あ
る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

比
較

思
想

と

は
一
見
見

え

な

い
和
辻

の
自

体
性

へ

の
沈

潜

と

い
う
姿

勢

は

、
比

較
思

想

と
し
て

ふ

さ
わ
し

い
だ

ろ

う
か

。
戦
後

に
あ

ら
た

に
稿

を

な

し
た

『
ホ
メ

ー
ロ
ス
批

判
』

で

は
文

献
学

へ
の
あ

ら
た

め
て

の
立
ち

返

り

を
表

明

す

る
こ

と

は
す

で

に

ふ
れ

た
。
「
具

体
的

普

遍
」

が
立

ち
現

れ

る
場

所

を
特

定

の
共

同
体

的

生
に

置

き
、

そ
こ
で

の

「
表
現

」
の

解
釈

か

ら
「

こ
と
」
の
わ

け
を
取

り
出

し
、「
人

と
人

と
の
間

」
の
間

主

体
的

な
「
行

為

連
関

」
を
問

う
和

辻

の
方
法

は

、
人
間

存

在

を
、
文
化

の
現
象

と
し

て

と

ら
え

よ

う
と
す

る
も

の
で

あ

る
。
し

か
し
今
私

た

ち
は
、
大

き

な
文
化

の
変
容

の
前

に
立

っ
て

い
る
。
和
辻

の
時

代
と
異

な
り

、
文
化

自
体

が
相

対
化

さ
れ
、「
こ
と
」

の

わ
け

を
破
壊

す

る

「
も

の
」
自
体

の

い
わ

ば

〈
具

体

的
普

遍

〉

の
中

に
置

か

れ

て

い
る
よ

う
に

見

え

る
。

和
辻

は

「

も
の
」

が
立
ち
現

れ
る
根
源

の

「
こ

と
」

を
間

う
こ
と

を
倫
理
学

的
思

索

の
課
題

と

す

る
が
、
和

辻
を
批

判

的

に
生
か

す
に

は
、「
具
体

的
普
遍

」

と

「
特
殊
」

の
間

に
主

体

の
あ
り

か
を
置

く
そ

の
方
法

を

、
「

も
の
」

化

す

る
文
化

の

変

容

を
踏

ま

え

て
、

ど
う

あ

ら

た

め
て
再

構

成

す

る

か

が
問
題

と

な
ろ

う
。和

辻
に

は
、

そ

の
時

代

の
近

代
日
本

の
達

成
し

た
知

や
教

養

の
長

短
両

所
を
私

た

ち
は
見

る
こ
と

が
で

き

る
。
私

自
身

、
ま

た
中
村
元

の
啓
蒙

的

立
場

は
な

お
意
味

が
あ
る

と
考

え
て

い
る
。

思
想
研
究

を
助

的
で

生
気

あ

る

も
の
と

す
る

こ
と
、

あ

ら
た

な
人
間

の
世
界

の
展
開

に

む
け
、

国
際

的

視
野

に
よ

る
思
想

の
比

較
的

研
究

の
意

味
を
十

二
分

に
認

め
た

い
し
、

そ

れ

が
日

本

の
近
代

の
知

の
良

き
部
分

を
つ
ぐ

も
の
で

あ

る
、
と
考

え
て

い

る
こ

と
を
述

べ
て

、
本

稿

を
閉

じ
た

い
。

（
１
）
　
比
較
文
学
の
立
場

か
ら
は
、
一
八
八
九
・
九
〇
年

の
坪
内
逍
遙

の
「
比
較
文

学
」

の
講
義
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
（
亀
井
俊
介
『
比
較
文
学
の
展
望
』
『
講
座
比
較

文

学
８
　

比
較
文
学
の
理
論
」
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

六
年
、
四
頁

）
。

（
２
）
　
和
辻
の
比
較

と

い
う
用
語
に

つ
い
て
。
夢
殿
観
音
に

つ
い
て
、
モ

ナ
リ

ザ
の

微

笑
と
の
相
違

を
論

じ
た
後
の

「
エ
ジ
プ
ト
の
古
彫
刻

と
の
比
較
も

き
わ
め
て

興
味
あ

る
も
の
で
あ

る

が
」
、
「
ア

ミ
ア
ン
あ

る
い
は
ラ

ン
ス
の

ゴ
シ
ッ
ク
像
と

の
比
較
は
非
常
に
興
味
深
い
。
…
…
」
（
『
古
寺
巡
礼
』
以
下
原
則
と
し
て
改
訂

版

よ
り
）
（
全
二
、
一
八
五
－

八
六
頁
）

が
見
え

る
。
事

象
（

仏
像
）

を
「

諸
文



化

融

合

の

鎔

炉

」
（

全

二

、
四

四

頁

）
、
「
世

界

宗

教

を

取

り
入

れ

た

若

い

民

族

の

宗

教

的

心

情

の

問

題

」

全

二

、
一

八

六

頁

）

と

と

ら

え

る

視

点

か

ら

の

比

較

で

あ

る
。

（
３

）
　

「
先

生

の

学

問

は

つ

ね

に

本

質

を

つ

く

も

の

で

あ

っ
た

。

本

質

を

つ

く

と

い

う

こ

と

は

、

そ

れ

と

異

質

な

も

の

と

の

対

決

、

限

定

を

明

確

に

す

る

こ

と

に

お

い
て

成

立

す

る
。

だ

か

ら

先

生

の

東

洋

研

究

は

つ

ね

に

東

洋

の

文

明

に

つ

い
て

の

広

汎

に

し

て

深

い
知

識

が

前

提

と

な

っ
て

い

る

。

現

象

学

に

つ

い

て

の

洞

察

な

く

し

て

は
、

あ

の

ユ

ニ

ー

ク

な

「
原

始

仏

教

の
実

践

哲

学

」

は

成

立

し

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

論

語

、

原

始

仏

教

聖

典

、

ミ

リ

ン

ダ

王

の

問

い
、

法

華

経

な

ど

に

つ

い

て

の

鋭

い

み

と

お

し

を

も

っ
た

原

典

成

立

史

的

研

究

は

、

先

生

が
若

い

と
き

に

ヴ

ィ

ラ

モ

イ

ツ

ツ
・
メ

ー

レ

ン

ド

ル

フ

な

ど

の

ホ

メ

ー

ロ

ス

研

究

を

愛

読
さ
れ
た
こ
と
（
―
―
の
ち
に
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
批
判
」
と
し
て
結
実
し
た
―
―
）
が

影

響

し

て

い

る

こ

と

に

ち

が

い

な

い

。
『
日

本

精

神

史

研

究

』
（
正

統

）

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

、

仏

教

が
日

本

文

化

を
形

成

し

た

過

程

の

考

察

は

、

西

洋

に

お

け

る

キ

リ

ス

ト

教

の

伝

播

に

つ

い
て

の

見

と

お

し

の

故

に

生

き

生

き

し

た

も

の

と

な

っ

て

い

る
。

ま

た

反

対

に

先

生

の
西

洋

思

想

研

究

に

は
、

東

洋

思

想

の

素

養

が
も

の

を

い

っ
て

い

る
。
カ

ン
ト

哲

学

を

論

じ

る

に
当

た

っ
て

本

来

の

自

己
（
ｄａ
ｓ

ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｌｉｃ
ｈ
ｅ
　ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
）

の

問

題

を
取

り

出

さ

れ

た

こ
と

は
、

イ

ン
ド

哲

学

へ

の
関

心
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
倫
理
学
』
三
巻
の
巨
大
な
体
系
の
基
調
が

多
分
に
仏
教
、
殊
に
中
観
哲
学
の
そ
れ
に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
す
で
に
諸
学
者

が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
」
（
中
村
元
「
和
辻
哲
郎
先
生
」
『
図
書
』
一
四
六
号
、

昭
和

三

六

年

）
。
引

用

は

『
近

代

作

家

追
悼

文

集

』

ゆ

ま

に

書

房

、
二

〇

一

一

年

、

八
四
－
八
五
頁
。
そ
の
他
「
和
辻
先
生
と
東
洋
思
想
」
『
心
』
一
四
巻
三
月
号
、

一
九

六

一

年

。

（
４

）
　

全

集

別

巻

一
　
「
国

民

逆

徳

諭

構

想

ノ

ー

ト

」

よ

り

。

昭

和

五

年

頃

は

日

本

倫

理

思
想

史

の

構

想

の

で

き

る

時

期

と

い
え

る
。

（
５

）
　

和

辻

の

国

民

道

徳

治

に

は

い

く

つ

か

の

ヴ

ァ

ー

ジ

ョ

ン

が

あ

る

。

一
九

三

一

年

度

講

義

「
国

民

道

徳

論

」
（

全

八

・

全

二

三

）

な

ど

。

一

九

三

〇

年

前

後

に

集

中

す

る

。

（
６
）
　
中
村
は
さ
ら
に
、
宗
教
の
考
察
は
璽
嬰
だ
が
「
人
間
の
思
想
の
す
べ
て
を
つ

く

す
と
い
う

こ
と
も
で
き

な
い
」
と
し
、
「
宗

教
を
排

斥
す
る
態
度
」
「
宗
教
に

つ
い
て
無
関

心
な
態
度
、
或

い
は
ど
の
宗
教
を

も
承

認
す

る
態
度

」
も
比
較
宗

教
学
か
ら
は
は
ず
れ
る
だ
ろ
う
が
人
間
の
思
想
と
し
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
、

と
し
て

「
比
較
思
想
論
」
と

い
う
呼
称
を
取

る
と
述

べ
て
お
ら
れ

る
点
は
ま
た
、

和
辻

の
態
度
に
も
共
通
す

る
こ
と
で
あ
る
。

（
７

）
　
奇

妙
な
用
語

で

あ
る
が
、

個
性
と
は

い
え
ず
、
事
象
と

も
い
え
な

い
。
個
別

性

も
全
体
性

も
自
性

が
な

い
と
い
う
和
辻
の
見

方
か
ら
は
自

体
性
は
ふ

さ
わ
し

く
な

い
が
、

和
辻
の
最
前

の
用
語
を
使
う

な
ら
、
具
体
的
普

遍

が
「
特
殊
」

の

形

を
取

っ
て

現
れ

た
そ
の

も
の
と

い
う

べ
き
も
の
で
あ

る
。

事
象
と

い
え
る
も

の
は
あ
く
ま
で

「
間
柄
的
人
間
存
在
」
で
あ

る
。

（
８
）
　
和
辻
の
業
績

を
本
稿

に
関
連

し
て
、
分
類

し
て

お
き
た

い
。
『
古
寺
巡
礼

』
の

あ
と
和
辻

は
、
津
田
左
右
吉

の
影
響
な
ど

を
う
け
な

が
ら
、

日
本
の
古
代
文
化

に

む
か

い
、

日
本
文
化
の

淵
源

か
ら
の

〈
自
体

性
〉
の
追
究

に
む
か

い
『
日
本

古
代
文
化
史
』
（
一
九
二
〇
年
）
を
著
す
。
『
日
本
精
神
史
研
究
』
（
一
九
二
六
年
）

も
そ
の
な

が
れ
の
成
果
で

あ

る
。
つ

い
で
同

じ
頃

『
原
始
基

督
教
の
文
化
史
的

意
義
』
（
一
九
二
六
年
）
『
仏
教
倫
理
思
想
史
』
（
一
九
二
五
―
二
六
年
）
『
原
始

仏
教
の
実
践
哲
学
』
（
一
九
二
七
年
）
を
立
て
続
け
に
著
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち

一
九
三
〇
年
前
後

に
は
「
国
民

道
徳
論
」

に
関
心
を
集
中

さ
せ
二
、
三

の
著
作
を

著
し
、
そ
れ
に
つ
づ
き
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
（
一
九
三
四
年
）
、
比

較
思
想
・
比
較
思
想
的
な
代
表
作
で
あ
る
『
風
土
』
、
『
倫
理
学
　
上
』

（
一
九
三
五
。
四
二
年
）
さ
ら
に
『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝
統
』
（
一
九
四
三
年
）
を

著
し
、
自

体
性

の
深
化

を
踏
ま

え
て

「
人
間

存
在
の
歴

史
性
風
土
性
」

概
念
を

確
定
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
『
風
土
』
に

お
け

る
中

国
へ
の
あ

る
種
の
偏
見

が

指
摘
さ
れ
、
ま
た
『
風
土
』
に
ア
メ
リ
カ
の
記
述
が
な
い
こ
と
は
。
中
国
、
ア

メ
リ

カ
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
の
淵
源

へ
の
考
察

が
和
辻

に
お

い
て

こ
の
段

階
で
は

な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
和
辻
は
一
九
三
八
年
に

『
孔

子
』
。
一
九
四
四

年
に
『
ア
メ
リ
カ
の
国
民
性
』
を
著
し
て
、
よ
う
や
く
そ
の
欠
損
を
う
め
た
形

に
な

っ
て

い
る
。
戦
後
の
「
諸
国
民
の
業
績
」
（
『
倫
理
学
』
）

へ
の
着
目
、
典
文

化
共

生
へ
の
視

線
は
、
こ
こ
で

う
め
た
考
察
に

よ
っ
て
、
自
体
性

へ
の
一
屑
の

広

が
り

を
深
化

を

へ
た
上

で
の
こ
と
と
い
え
る
。
『
ホ
メ
ロ
ス
批
判
』（
一
九
四
六

｜　具体 的普遍と特殊の間39



年
）
、
『
倫
理
学
　
下
』
（
一
九
四
九
年
）
、
『
鎖
国
』
（
一
九
五
〇
年
）
、
『
歌
舞
伎

と
操
り
浄
瑠
璃
』
（
一
九
五
五
年
）
等
、
戦
後
の
著
作
あ
る
い
は
改
編
は
、
そ
の

政

治
性

へ
の
批
判
は
成

り
立
ち

う

る
と

い
え

る
が
、
そ

れ
を
離

れ
て
、
和
辻

の

成

果
の
質
的

変
化
、
遷

移
を
理
解

す

べ
き
で
あ

る
。
本
稿

は
、
以
上

の
よ

う
な

和
辻
の
視
点
の
遷
移

へ
の
私
の
見

解
を
背
景
に
置

い
て

い
る
。

（
９
）
　
紙
幅
の
限
り
が
あ
る
が
、
室
町
時
代
の
説
話
に
つ
い
て
の
一
例
と
し
て
、
『
日

本
倫
理
思
想
史
』
の
該
当
部
分
を
引
用
し
て
参
考
に
供
し
た
い
。
『
熊
野
の
本
地
』

に
ふ
れ

た
部

分
で
、
物
語

の
主
人

公
で
あ

る
「
観
音

の
熱

心
な
信
者

」
で

あ
る

女

御
の
深
刻

な
苦
難

の
生
活
に

つ

い
て
、

こ
の
女
御

が
熊

野
権
現

の
前
身

と
さ

れ
る
こ
と
を
「
わ
れ
わ
れ
は
特
別
の
意
味
を
見
い
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
苦

し
む
神
、
悩

む
神
、
人

閥
の
苦

し
み
を
お

の
れ
に
背
負

う
神

の
観

念

が
、
は

っ
き
り
と
現

わ
れ
て

い
る

の
で

あ
る
。
十
字
架
上

に
槍
あ

と
の
生

々

し

い
残
酷

な
救

世
主

の
姿
を
知

っ
て

い
る
も
の
は
、

奈
良
絵
本

の
さ
し
絵

で
、

頚

か
ら
血
を
吹

き
出
し

て

い
る
き
さ
き

の
姿

を
な

が
め
て
、

そ
う

い
う
残
酷

な

神

の
姿

が
決
し
て

偶
然

で
な

い
こ
と
を
認
め

る
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ

れ
は
そ

れ

が
キ
リ

シ
タ
ン
渡

来
後

の
も
の
で

な

い
と
確
信

す
る
こ
と

は
で
き
な

い
の
で
あ

る
が
、
し
か
し

い
ろ

い
ろ
な
点
か

ら
考
察
し
て
、

こ
れ
を

キ
リ

シ
タ

ン
の
影
響

に
帰

す

る
こ
と
も
出
来

な

い
と
考

え

る
」
と

い

い
、
キ
リ

シ
タ

ン
が
こ
う
し

た

日
本
人

の
心
を
捕
ら
え

た
こ
と
が
想
像
で

き
る
と
い
う
（
「
室
町

時
代

の
物
語

に

現

わ
れ
た
倫

理
思
想
」
『
日

本
倫
理
思
想
史
』

第
四

章
第

四
篇
）
。

（
1
0
）
　
大
方
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
湯
浅
泰
男
編
「
人
と
思
想
　
和
辻
哲
郎
」

（
三
一
書
房
、

一
九

七
三
年
）
　一
一
頁

の
市
倉
宏
祐
の
発
言

よ
り
引

い
た
。
筆
者

の
〈
自
体
性
〉
と
い
う
用
語
は
、
「
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
」
と
い
う
和
辻
の
方
法
を
含

み
取
り
、
か

つ
文

化
な

い
し
思
想

が
そ
れ
自
体

に
お

い
て
成

り
立

つ
根

拠
を
指

す
も
の
と
し
て
使

っ
て

い
る
。

（
1
1）
　
た
だ
し
芳
賀
矢

一
に

し
て
も
村
岡

典
嗣
に

し
て
も
、

ド
イ
ツ
文
献
学

の
摂
取

自

体

が
比
較

思
想

的
で

あ
る
し
、
芳

賀
は
従
来

の
国
文
学
研
究

が
中
国
文

学
と

の
比
較
と

い
う
点

で
欠

け
る
こ

と
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
り
、
村

岡
は
そ

の
思
想
的
背
景

に
キ
リ

ス
ト
教

へ
の
親
近

が
あ
る
。
比
較
思
想

的
で

あ
る
こ
と

は
、

日
本
の
文
化

・
思
想

の
避
け

が
た

い
歴
史
的

文
化
的
境
位

で
あ

る
こ
と
は

重
要
で
あ

る
。

（
1
2
）
　
「
比
較
哲
学
」
は
、
問
題
か
ら
し
て
「
哲
学
」
に
限
ら
れ
な
い
と
し
て
、
定

着
し

つ
つ
あ

る
「
比
較
思
想

」
を
用

い

る
と
末
木

剛
博
は
述

べ
て

い
る
。
思
想

史
研
究
の
必
要
性
と
し
て
、
思
想
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
、
諸
思
想
の
多
様
性

を
認
め
る
こ
と
、
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
末
木
剛
博
「
比
較
哲
学
」
『
講
座
比
較

文
化
第
八
巻
　
比
較
文
化
へ
の
展
望
』
第
四
章
三
節
、
研
究
社
、
一
九
七
七
年
、

一
四
八
頁

）
。
そ

う
し

た
手
続

き
の
上
で
、
「
諸
々

の
模
型

を
比
較

検
討
す

る
」

（
一
六
二
頁

）
こ
と
で
比

較
思
想
は
比
較

哲
学
的
性

格
を
持
つ
こ
と
に
な

る
だ

ろ

う
と
い
う
。
同
一
の
哲
学
的
問
題
に
つ
い
て
、
思
想
形
態
論
的
研
究
の
必
要
性

を
中
村
は
説
い
て
い
る
（
中
村
、
前
掲
書
、
三
〇
三
頁
）
。

※
　
　
本
論
文
は
、
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
・
「
哲
学
と
日

本
思
想
史
研
究
―
文
献
学
・
解
釈
学
の
方
法
的
摂
取
を
中
心
に
―
』
・
研
究
代
表

者
・
清
水
正
之
・
課
題
番
号
二
三
五
二
〇
〇
三
四
）
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
し
み
ず
・
ま
さ
ゆ
き
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
、聖

学

院

大

学

教

授

）
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