
， ¶

〈
研

究

論

文

２

〉

朱

子

学

的

学

の

考

察

の

比

較

思

想

的

関

心

上

の

意

義

―
西
周
の
哲
学
の
本
賢
―

湯
　
川
　
敬
　
弘

さ
て
西
周
の
哲
学
観
は
明
治
九
年
の
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
”
Ｕ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m
"

の

翻

訳

で

あ

る

『

利

學

』

の

序

文

、

「

譚

利

學

説

」

に

於

て

、

そ

の

定

論

を

観
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

本

譚

中

’
｀

稱

す

る

所

の

哲

學

は

即

ち

欧

州

の

儒

學

な

り

、

今

哲

學

卜

譚

ス
、
以
テ
之
ヲ
東
方
の
儒
學
二
分
ツ
所
な
り
、
此
の
語
原
卜
斐
魯
蘇
非
卜

名
ク
、
希
臘
語
ノ
斐
魯
ハ
求
ノ
義
、
蘇
非
亞
ハ
賢
ノ
義
、
賢
復
ヲ
求
ル
ヲ

謂

ふ

な

り

、

猶

ほ

周

茂

叔

ノ

所

謂

士

（

賢

ヲ

希

フ

の

義

ノ

ご

と

し

、

此

の

語
ヲ
創
稱
ヌ
ル
者
ハ
比
太
克
羅
斯
二
係
ル
。
後
チ
詭
辯
學
の
徒
、
自
ラ
蘇

非

士

多

卜

稱

ス

、

賢

者

ヲ

謂

フ

な

り

、

所

哥

羅

垤

斯

以

テ

其

の

傲

ナ

ル

ヲ

謂
フ
ヤ
、
乃
ち
舊
稱
二
復
ス
ト
云
フ
…
近
日
二
至
リ
、
所
謂
ル
哲
學
ナ

ル

者

、

其

の

區

別

略

ぐ

一

定

ス

ル

者

の

若

シ

、

其

の

申

、

性

理

學

ヲ

簽

シ

テ

、

之

ガ

本

源

卜

爲

ス

、

而

し

て

人

性

の

作

用

、

之

ヲ

區

シ

テ

三

卜

爲

ス

一
二
一
日
ク
智
、
是
れ
致
知
の
學
、
以
テ
之
ヲ
律
ス
ル
所
な
り
、
二
二
日
ク
意
、

は

じ

め

に

私

は

先

に

「

哲

学

者

西

周

及

び

そ

の

学

問

」

と

題

す

る

小

論

に

於

て

、

西

周
の
哲
学
が
単
な
る
、
西
洋
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
翻
訳
紹
介
で
は
な
く
、

独

自

の

思

索

基

盤

の

上

に

緻

密

な

論

理

、

構

想

力

に

よ

っ

て

形

成

せ

も

れ

た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
思
索
基
盤
が
何
よ
り
も
朱
子
学
に
よ
っ

て
養
成
せ
ら
れ
、
終
生
彼
の
思
惟
活
動
を
規
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
指
摘
す
る
だ
け
に
終
っ
た
西
周
の
、

儒
学
と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
内
容
上
の
同
一
復
の
由
来
を
探
り
、
且
つ
終
章

で

の

「

西

周

に

於

け

る

東

西

の

学

の

係

り

」

の

考

察

の

不

備

を

補

い

、

訂

正

す

る

こ

と

に

あ

る

。

一
　

問

題

の

所

在
　



是
れ
道
徳
の
學
ヽ
以
テ
之
ヲ
範
ス
ル
所
な
り
、
三
二
曰
ク
情
、
是
れ
美
妙

の
論
、
以
テ
之
ヲ
悉
ス
所
な
り
、
是
を
以
て
此
の
三
學
、
源
ヲ
性
理
の
一

學

二

取

り

、

而

し

て

流

ヲ

人

事

の

諸

學

二

開

ク

、

以

テ

哲

學

の

全

驅

ヲ

成

す
所
な
り
、
故
二
曰
ク
、
哲
學
（
百
學
の
學
な
り
卜
（
原
文
は
送
り
仮
名

返
り
点
つ
き
漢
文
、
全
集
巻
一
六
二
賢
）

こ

こ

に

ま

ず

気

ず

か

れ

る

こ

と

は

、

「

本

譯

中

将

す

る

所

の

哲

學

は

即

ち

欧

州

の

儒

學

な

り

」

と

哲

学

（

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ー

）

と

儒

學

が

同

一

視

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。
我

々

に

と

っ

て

の

最

初

の

問

題

は

、
こ

の

儒

・

哲

の

同

一

視

か

い

か

な

る

理

由

に

よ

っ

て

為

さ

れ

て

い

る

の

か

と

い

う

事

で

あ

る

。

こ

の

文

か

ら

、

西

は

哲

学

の

概

念

を

そ

の

語

源

か

ら

、

「

フ

ィ

ロ

は

求

の

義
、
ソ
フ
ィ
ア
は
賢
の
儀
」
と
理
解
し
、
更
に
「
賢
徳
を
求
む
る
の
謂
な
り
」

と

し

て

、

周

茂

叔

の

「

所

謂

士

は

賢

を

希

ふ

の

義

の

如

し

」

と

儒

学

に

結

び

つ
け
て
い
る
の
が
看
取
さ
れ
る
。
前
稿
に
己
に
観
た
如
く
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ア

を

、

周

茂

叔

、

即

ち

朱

子

に

よ

り

宋

代

の

道

学

の

祖

と

し

て

表

彰

せ

ら

れ

た

周

濂

渓

（

名

は

敦

頭

、

茂

叔

は

字

）

の

「

士

は

賢

を

希

ふ

」

の

語

に

結

び

つ

け

る

見

解

は

終

生

ほ

ぽ

変

っ

て

お

ら

ず

、

た

だ

フ

ィ

ロ

と

ソ

フ

ィ

ア

の

解

釈
に
多
少
の
変
化
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
を
彼
の
哲
学
理
解
の
跡
に

即

し

て

見

て

み

よ

う

。

文

久

二

年

の

西

洋

哲

学

史

の

講

義

断

片

で

は

、

「

ピ

タ

ゴ

ラ

ス

と

い

う

賢

人
始
め
て
此
ヒ
ロ
ソ
ヒ
を
用
ひ
し
よ
り
創
ま
り
し
名
に
て
、
語
の
意
は
賢
き

こ
と
を
す
き
好
む
と
い
ふ
こ
と
な
り
と
聞
へ
り
…
…
彼
ノ
ソ
コ
ラ
テ
ス
は

謙

遜

し

て

、

ヒ

ロ

ソ

フ

と

と

名

の

り

け

る

と

ぞ

、

語

の

意

は

賢

徳

を

愛

す

る

人
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
所
謂
希
賢
の
意
と
均
し
か
る
べ
し
と
お
も
は
る
、
此
ヒ

口
ソ
フ
ル
こ
そ
希
哲
學
の
開
基
と
も
謂
へ
き
大
人
に
て
、
彼
邦
に
て
は
我
孔

夫
子
と
竝
へ
稱
す
る
程
な
り
…
…
」
（
一
七
頁
）
、
つ
い
で
明
治
四
年
の
、
彼

の
学
問
大
系
を
提
示
し
た
『
百
學
連
環
』
の
哲
学
の
項
に
「
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
な

る
文
字
は
希
臘
の
■
■
に
し
て
英
の
ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
（
愛
）
な
り
。
又
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
は

■
■
■
■
に
し
て
英
の
w
ｉ
ｓ
ｄ
ｏ
ｍ
（
智
）
な
り
、
其
意
は
賢
な
る
を
愛
し
希
ふ
の

義
な
り
…
…
此
学
を
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
と
呼
ひ
な
せ
し
人
は
Ｐ
ｙ
ｔ
ｈ
ａ
ｇ
ｏ
ｒ
ａ
ｓ

て
、
即
ち
賢
を
愛
し
希
ひ
己
レ
賢
と
な
り
た
き
の
意
を
以
て
名
附
し
所
な

り
。
其
後
ち
此
の
学
を
爲
せ
る
　
Ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
（
僞
學
者
）
の
仲
々
簡
に
於
て
、
自

ら
賢
者
と
な
り
て
之
を
學
ふ
の
意
を
以
て
Ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
と
稱
せ
り
。
然
る
に

希
臘
に
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
な
る
人
あ
り
て
、
始
め
の
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
と
稱
す
る
を
以

て
好
し
と
し
之
に
一
定
せ
り
。
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
の
意
た
る
は
、
周
茂
叔
の
鴕
に

言
ひ
し
如
く
聖
希
天
賢
希
聖
士
希
賢
と
の
意
な
る
か
故
に
、
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
の

直

譯

を

希

賢

學

と

な

す

も

亦

可

な

る

へ

し

…

…

ヒ

ロ

ソ

ヒ

ー

の

定

義

は

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

　
ｉｓ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
ｏ

ｆ
　ｓ

ｃ

ｉｅ
ｎ

ｃ
ｅ
ｓ

と

て

、

諸

學

の

上

た

る

學

な

り

と

言

へ

り

。

凡

そ

事

物

に

於

て

統

轄

の

理

と

い

ふ

も

の

あ

り

て

、

必

す

し

も

萬

事

に

就

て

統

轄

せ

さ

る

へ

か

ら

す

。

故

に

ヒ

ロ

ソ

ヒ

ー

は

諸

學

の

統

轄

に
し
て
…
…
諸
學
皆
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
に
至
り
て
一
致
の
統
轄
に
歸
せ
さ
る
へ
か

ら
す
」
と
あ
り
、
同
じ
頃
に
第
一
稿
が
書
か
れ
、
明
治
六
年
に
発
表
さ
れ
た

主
著
の
一
つ
、
、
『
生
性
發
蘊
』
に
於
て
は
「
哲
學
原
語
…
…
希
臘
ノ
フ
ィ
ロ

愛
す
る
者
、
ソ
フ
ォ
ス
賢
卜
云
義
ヨ
リ
傳
來
シ
、
愛
賢
者
ノ
義
ニ
テ
其
學
ヲ

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ト
云
フ
、
周
茂
叔
ノ
士
希
賢
ノ
意
ナ
リ
、
後
世
ノ
習
用
ニ
テ



専
ラ
理
ヲ
講
ス
ル
學
ヲ
指
ス
ヽ
理
學
理
論
ナ
ト
譯
ス
ル
ヲ
直
譯
ト
ス
シ
モ
、

他

二

紛

ル

「

多

キ

爲

メ

ニ

今

哲

學

卜

譯

シ

東

州

ノ

儒

學

二

分

ツ

」

（

三

一

頁

）

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

西

は

ソ

フ

ィ

ア

を

智

と

訳

し

て

も

い

る

が

、

同
時
に
、
よ
り
好
ん
で
賢
と
解
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

智

と

賢

と

は

決

し

て

同

じ

概

念

で

は

な

い

。

言

葉

に

鋭

敏

な

感

覚

を

も

ち

、

か

つ

言

葉

の

定

義

の

必

要

を

説

い

た

我

国

最

初

の

論

理

学

者

で

も

あ

る

西

が

不

注

意

な

言

い

換

え

を

す

る

事

は

あ

り

え

な

い

。

と

す

れ

ば

そ

れ

は

如

何

な

る

理

由

に

よ

っ

て

で

あ

ろ

う

か

。

賢

徳

と

い

う

言

い

換

え

が

な

さ

れ

て

い

る

の

も

、

一

つ

の

方

向

を

示

唆

し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
賢
徳
は
賢
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
賢
を
成

立

せ

し

め

る

も

の

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

「

希

賢

学

」

が

已

に

文

久

二

年

の

講

義

案

に

見

ら

れ

る

如

く

「

希

哲

学

」

と

も

言

わ

れ

、

後

に

「

哲

学

」

に
な
る
が
、
賢
か
ら
哲
へ
の
変
化
は
、
文
字
の
変
化
自
体
か
ら
観
れ
ば
、
こ

の

賢

徳

と

い

う

言

い

換

え

と

同

じ

思

考

過

程

に

あ

る

に

間

違

い

な

い

。

モ

の

点

に

つ

い

て

は

已

に

前

稿

で

考

察

し

た

。

併

し

問

題

は

更

に

深

い

と

こ

ろ

に

根

ざ

し

て

い

る

よ

う

に

見

う

け

ら

れ

る

。
　
　
　
　
　
　
　

、

と

い

う

の

は

『

百

學

漣

環

』

は

彼

の

学

問

の

大

成

期

の

も

の

で

あ

り

、

そ

こ

に

於

て

「

智

」

の

訳

と

「

賢

」

と

い

う

訳

と

が

並

置

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

彼

が

共

に

認

め

て

い

た

と

賢

け

取

る

の

が

自

然

で

あ

る

。

然

も

西

周
と
い
う
人
は
誠
に
体
系
的
な
論
理
的
思
考
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み

る

と

、

こ

の

二

つ

の

語

の

概

念

が

彼

の

思

考

の

中

で

は

矛

盾

な

く

、

一

賢

の

論
理
の
糸
を
以
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ

れ

は

ど

の

よ

う

な

思

考

の

筋

道

に

よ

っ

て

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

を

明

ら

め

る

最

初

の

手

が

か

り

は

、
や

は

り

、

西

が

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ー

（

以

後

哲

学

と

呼

ぶ

）

に

ふ

れ

た

最

初

か

ら

希

哲

学

と

い

う

語

を

用

い

な

が

ら

も

、

後

年

に

於

て

も

「

ヒ

ロ

ソ

ヒ

ー

の

直

譯

を

希

賢

學

と

な

す

も

亦

可

な

る

へ

し

」

と

し

た

事

実

に

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
希
賢
学
が
『
百
學
連
環
』
に
引
用
さ
れ
た
周

茂

叔

の

言

葉

の

脈

絡

に

於

て

把

握

さ

れ

て

い

た

か

ら

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

故

、

希

賢

学

の

意

味

を

周

茂

叔

の

言

葉

と

の

関

連

に

尋

ね

よ

う

。

こ

の

周

茂

叔

の

言

は

彼

の

著

で

あ

る

『

通

書

』

の

志

学

の

章

の

冒

頭

に

見

ら

れ

る

。

『

通

書

』

に

は

朱

子

の

注

解

が

あ

り

、

西

周

の

通

書

解

釈

の

基

準

も

こ

れ

に

置

か

れ

て

い

た

の

は

間

違

い

な

い

。

そ

れ

故

、

希

賢

学

の

意

も

、

こ

の

書

の

本

文

と

朱

注

に

求

め

る

の

が

自

然

で

あ

る

。

さ

て

、

志

学

章

で

は

こ

の

語

に

つ

づ

き

「

伊

尹

顔

淵

は

大

賢

な

り

、

伊

尹

は

其

の

君

の

堯

舜

と

爲

ら

ざ

る

を

耻

ぢ

、

一

夫

も

其

の

所

を

得

ざ

れ

ば

市

に

撻

た

る

る

が

若

し

、

顔

淵

は

怒

を

遷

さ

ず

、

過

を

貳

せ

ず

、

三

月

仁

に

違

は

ず

、

伊

尹

の

志

せ

し

所

を

志

し

、

顔

子

の

學

び

し

所

を

學

ぶ

」

と

学

の

標

準

が

立

て

ら

れ

、

そ

し

て

こ

の

条

の

朱

注

に

「

此

れ

士

は

賢

を

希

ふ

を

言

ふ

な

り

」

と

あ

る

。

士

と

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

、

庶

民

と

は

異

な

る

為

政

者

階

級

に

属

す

る

士

大

夫

で

あ

り

、

賢

と

は

同

書

の

誠

幾

徳

章

の

朱

注

に

「

才

徳

、

人

に

過

ぐ

る

の

稱

、

此

れ

誠

を

思

ひ

、

幾

を

研

き

て

以

・ て

其

の

徳

を

成

し

、

以

て

之

を

守

る

有

名

者

な

り

」

と

あ

る

。

又

、

同

章

に

聖

と

は

「

學

問

勉

強

を

待

た

ず

し

て

、

誠

、

立

た

ざ

る

無

く

、

幾

、

明

ら

か

な

ら

ざ

る

無

く

、

、:４



徳
、
備
は
ら
ざ
る
無
き
者
な
り
」
と
注
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
志
学
章

は
「
過
ぐ
れ
ば
則
ち
聖
、
及
ば
ぽ
則
ち
賢
、
及
ば
ざ
る
も
則
ち
令
名
を
失
は

ず
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
前
提
と
し
て
、
『
通
書
』
は

そ
の
聖
学
の
章
で
「
聖
は
學
ぷ
可
き
か
、
曰
く
可
な
り
と
し
て
、
聖
人

は

学

ん

で

至

り

得

る

と

す

る

。

従

っ

て

こ

こ

に

言

う

学

と

は

伊

尹

の

如

き

理

想
の
為
政
者
と
し
て
の
あ
り
方
と
顔
淵
の
如
き
道
徳
的
に
ほ
ぽ
完
全
な
人
格

を
一
身
に
兼
ね
備
え
る
こ
と
を
ま
ず
現
実
的
な
目
標
と
し
、
ひ
い
て
は
聖
人

に
至
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
学
び
の
学
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
津
田
真
道

も
一
時
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
を
訳
し
て
求
聖
学
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合

希
賢
学
と
希
哲
学
と
の
間
に
は
本
質
的
な
差
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
両

者
に
於
て
語
義
の
重
点
は
共
に
希
に
お
る
の
で
あ
っ
て
、
賢
と
哲
と
の
語
義

の
差
は
賢
哲
と
熟
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
し
て
重
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
学
が
こ
の
う
う
な
目
的
を
も
っ
た
学
び
の
学
ど
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
時
、
希
賢
学
あ
る
い
は
希
哲
学
か
ら
の
希
の
字
の
脱
落
も
亦
大
き

な
意
味
を
も
た
ぬ
。
学
と
い
う
語
そ
の
も
の
の
中
に
希
は
含
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
で
希
賢
学
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
併
し
西
は
フ
ィ

ト
ロ
ソ
フ
ィ
ア
、
哲
学
の
背
景
に
横
わ
る
、
学
(
s
c
i
e
n
c
e
)
の
精
神
を
理
解

て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
『
百
學
連
環
』
に
見
ら
れ
る
「
ヒ
ロ

ソ
ヒ
ー
」
の
定
義
で
あ
り
、
且
つ
、
「
生
性
發
蘊
」
の
下
敷
と
な
り
、
又
西

の
西
洋
哲
学
史
に
つ
い
て
の
知
識
の
有
力
な
源
泉
で
あ
っ
た
Ｇ

．

Ｈ

．

Ｌ

ｅ
w

ｅ

ｓ

の
"
T
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
 
o
ｆ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
”
　
（
１
８
５
７
）
の
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
の
章
に
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
が
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ァ
ー
と
称
し
た
意
味
を
説
明

し
て
「
P
ｙ
ｔ
ｈ
ａ
ｇ
ｏ
ｒ
ａ
ｓ
　
ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
ｄ
　
w
ｉ
ｓ
ｄ
ｏ
ｍ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
ｉ
ｔ
ｓ
　
o
w
n
 
s
a
k
e
.
 
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ａ
 

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
w
ａ
ｓ
　
ｔ
ｏ
　
ｈ
ｉ
ｍ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｈ
ｉ
ｇ
ｈ
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｒ
c
i
ｓ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
ｈ
ｕ
m
a
n
i
t
y
…
…
」
と

述
べ
、
更
に
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
何
ら
か
の
智
そ
の
も
の
以
外
の
目
的
の
為
め
に

智
を
求
め
た
人
々
と
自
ら
を
区
別
し
た
と
明
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
、
西
は
明
治
七
年
の
「
知
説
」
と
い
う
知
識
論
に
於
て
、

学
術
（
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ａ
ｎ
ａ
　
ａ
ｒ
ｔ
ｓ
）
を
「
事
實
ヲ
一
貫
ノ
眞
理
二
歸
納
シ
、
又
此
眞
理

ヲ
序
テ
前
後
本
末
ヲ
掲
ケ
、
著
ハ
シ
テ
一
ノ
模
範
ト
ナ
シ
タ
ル
者
を
學
ト
云

フ
、
既
ニ
學
ニ
因
テ
眞
理
瞭
然
然
タ
ル
時
ハ
之
ヲ
活
用
シ
テ
人
間
萬
眞
ノ
事
物

ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
ヲ
術
ト
云
フ
、
故
二
學
ノ
旨
趣
ハ
唯
専
ラ
眞
理
ヲ
講
究
ス

ル
ニ
在
リ
テ
、
其
眞
理
ノ
人
間
二
於
ケ
ル
利
害
如
何
タ
ル
ヲ
論
ス
可
ラ
ザ
ル

ナ
リ
、
術
ハ
則
チ
其
眞
理
ノ
在
ル
所
ニ
隨
ヒ
、
活
用
シ
テ
吾
人
ノ
爲
メ
二
害

ヲ
去
テ
利
二
就
キ
、
失
ニ
背
シ
テ
得
二
向
ハ
シ
ム
ル
ル
者
ナ
リ
」
（
四
六
一
頁
）

と
、
又
『
百
學
連
環
』
に
於
て
「
學
に
は
規
模
（
シ
ス
テ
ム
）
た
る
も
の
な
か

る
へ
か
ら
す
…
…
其
規
模
と
は
眞
理
の
目
的
を
取
り
留
め
て
、
其
よ
り
相
通

し
て
条
理
立
ぢ
、
残
る
所
無
く
明
白
に
知
り
、
一
つ
に
纒
リ
し
を
云
ふ
な
り
」

（
三
四
頁
）
と
定
義
し
得
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
「
生
性
發
蘊
」

に
は
「
哲
學
テ
フ
モ
、
廣
ク
言
ヘ
バ
、
學
術
ノ
一
ナ
レ
ハ
」
（
四
七
頁
）
と
も

言
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
我
々
の
問
題
は
、
一
、
何
故
に
希
賢
学
が
、

、

本
質
的
に
異
な
る

指
帰
を
も
っ
た
哲
学
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
た
の
か
、
同
時
に
二
、
哲
学
の
学

が
「
学
術
」
の
学
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
一
体
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
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て
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
　
希
賢
学
と
哲
学
の
一
致
の
理
由

今
迄
に
見
た
所
で
は
、
西
は
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
を
そ
の
原
義
よ
り
理
解
し

た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
へ
の
言
及
に
知
ら
れ
る
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
哲
学
が
徳

論
で
あ
っ
た
事
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
L
ａ
Ｓ
ａ
の
哲
学
史
が
洋
説
し
て
い
る
）

も
あ
り
、
賢
徳
を
求
む
る
学
↓
賢
人
た
る
た
め
の
学
↓
周
茂
叔
の
希
賢
の
学

と

考

え

た

の

で

あ

ろ

う

と

推

察

さ

れ

る

。

併

し

真

の

問

題

は

そ

う

し

た

思

考

を

成

り

立

た

し

め

て

い

る

も

の

に

あ

る

。

そ

れ

は

希

賢

学

が

成

立

す

る

世

界

で

あ

り

、

そ

の

世

界

の

伝

統

の

中

に

西

が

生

き

、

思

考

し

て

い

た

か

ら

こ

そ

、

彼
の
哲
学
理
解
も
亦
こ
の
中
に
於
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の

世

界

は

ど

う

い

う

世

界

な

の

で

あ

ろ

う

か

。
　
　
　

希
賢
学
の
成
立
す
る
世
界
と
は
、
儒
教
の
世
界
で
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る

が
換
言
す
れ
ば
教
学
的
世
界
で
あ
る
。
で
は
教
学
的
世
界
と
は
ど
ん
な
世

界

で

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

西

順

蔵

氏

の

周

濂

渓

の

学

を

考

察

さ

れ

た

論

稿

「

教

学

の

世

界

」

と

「

周

濂
渓
の
聖
人
説
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
を
成
る
（
あ
る
い
は
成
す
）
世
界

と
在
る
世
界
と
に
別
け
る
な
ら
ば
、
儒
教
的
世
界
は
そ
の
第
一
前
提
と
し
て
、

一

元

気

の

万

物

生

々

の

成

る

世

界

を

考

え

て

い

る

。

そ

し

て

「

人

の

世

界

に

主

は

必

然

」

と

い

う

事

実

か

ら

、

世

界

の

主

を

た

て

て

、

聖

人

が

立

教

し

た

と
す
る
。
即
ち
儒
教
の
聖
人
は
万
民
生
育
の
立
教
者
で
あ
り
、
万
物
の
「
生

生
を
参
賛
す
べ
く
立
教
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
成
る
世
界
は
主
た
る

ぞ

||

者
の
規
範
」
そ
の
も
の
の
世
界
、
従
。
て
静
止
的
調
和
的
世
界
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
即
ち
聖
人
の
教
の
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
を
真
に
把
握
す
る
に

は
、
こ
の
世
界
に
人
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
教
を
学
ぶ
者
は
こ
れ
を
躬
行
せ
ね
ば

な

ら

ぬ

。

こ

れ

が

「

教

学

的

な

学

問

」

で

あ

る

と

さ

れ

る

。

で
は
西
周
自
身
は
そ
の
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

我

邦

に

於

て

「

哲

学

」

な

る

語

の

、

公

刊

さ

れ

た

書

に

用

い

ら

れ

た

最

初

で

あ
る
『
百
一
新
論
』
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
ぎ
る

こ
の
書
は
従
来
儒
学
に
於
て
混
同
さ
れ
て
い
た
法
（
政
）
と
教
と
の
概
念

を
弁
別
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
西
は
教
を
「
人
ノ
人

タ

ル

道

ヲ

教

フ

ル

ヲ

指

シ

テ

云

フ

」

（

二

三

五

頁

）

と

し

、

「

同

ジ

ク

人

ノ

人

タ

ル

道

ヲ

明

サ

レ

タ

ト

ハ

去

フ

モ

’
ノ

ノ

、

釋

迦

ヤ

耶

蘇

卜

ハ

譯

が

違

ツ

テ

齋

ル
所
デ
ゴ
ザ
ツ
テ
、
矢
張
西
洋
ノ
古
デ
比
較
ジ
タ
ラ
バ
希
臘
ノ
古
哲
シ
ョ
コ

ラ

テ

ス

、

プ

ラ

ト

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

ナ

ド

ニ

コ

ソ

比

ス

ベ

ク

存

ズ

レ

」
（

二

四

五

頁

）

と

儒

学

と

哲

学

と

の

親

近

性

を

指

摘

し

、

教

の

及

ぶ

範

囲

を

「

人

間
ノ
百
行
ニ
渉
リ
、
君
臣
父
子
ナ
ド
云
フ
所
ハ
勿
論
人
筒
ノ
死
ス
ル
終
リ

ニ
亘
リ
、
己
レ
［
身
ヲ
行
フ
ニ
モ
ヌ
其
所
處
デ
ハ
ナ
ク
、
禽
獣
ヨ
リ
草
木
土
石

ノ
無
情
ナ
物
二
處
ス
ル
ニ
モ
又
裏
ノ
極
々
ノ
洞
底
マ
デ
モ
至
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
ク
、

關
渉
シ
ナ
イ
「
ハ
ゴ
ザ
ラ
ヌ
」
(
一
六
五
頁
｝
と
述
べ
て
い
る
。
周
濂
渓
の
所

謂

「

誠

は

五

常

の

本

、

百

行

の

源

」

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

法

と

教

と

の

共

有
す
る
目
的
を
「
其
ノ
歸
ス
ル
處
ノ
一
致
ノ
目
的
卜
申
ス
ハ
、
洋
語
デ
ハ
ル

モ
ニ
ー
ト
申
ス
」
と
し
て
い
る
。
’
　
　

で

は

哲

学

と

教

と

の

関

係

は

ど

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
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か

。西

は

理

の
分

析

か
ら

始

め

る

。

こ

の
世

界

に

は

二

つ

の

理

、

即

ち
物

理

と

心

理

が

あ

り

、

物

理

と

は

「
ア

プ
リ

オ
リ

ト
云

ツ

テ

先

天

ノ

理
」

即

ち

「
天

然

自
然

ノ

理

ニ

シ
テ

…

…

何

デ

モ
箇

デ

モ
此

性

ヲ

備

へ
此

理

二
外

ナ

ル
「

ハ

出
来
ズ
、
侵
初
ニ
モ
此
理
二
戻
ル
「
ハ
…
…
出
来
ナ
イ
」
（
二
七
七
頁
）
も
の

で

、
「
心

理

ハ
ア

ボ

ス
テ

リ

オ
リ

ト

云

ツ

テ

後

天

ノ

理

デ

、
…

唯

人
間

上

バ

カ
リ
二
行
ハ
レ
ル
理
デ
、
人
間
デ
ナ
ク
テ
ハ
此
理
ヲ
會
ス
ル
「
能
ハ
ズ
…
…

是
レ
二
違
ハ
ン
ト
欲
ス
シ
バ
違
フ
「
モ
戻
ル
「
モ
出
来
ル
」
（
同
頁
）
も
の
で

は
あ
る
が
、
「
後
天
ナ
ガ
ラ
モ
、
天
デ
」
「
動
カ
ス
「
ガ
デ
キ
ヌ
」
と
い
う

そ

れ

は
人

間

に

備

わ

る

「
同

一

ノ

性
」
、
中

庸

に
所

謂

「

性

二
率

フ

之

ヲ

道

ト

云

フ

」

の
性

に

基

い
て

い

る

と

し

、

例

え

て
「
好

悪

」
の

情

の

普

遍

性

に

あ

ら

わ
れ
て
い
る
と
云
う
。
そ
し
て
「
法
ヤ
教
ト
云
フ
モ
ノ
（
皆
此
心
理
上
ノ
モ

ノ
デ
ゴ
ザ
ル
カ
ラ
、
人
ノ
性
情
ヲ
本
ト
シ
テ
説
キ
、
物
理
ノ
事
二
ハ
少
シ
モ

開
係
ゴ
ザ
ラ
ヌ
）
（
二
八
八
頁
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
教
の
「
行
門
」
（
実
牋

面
）
で
あ
っ
て
、
理
論
面
た
る
「
觀
門
」
に
て
は
「
人
間
モ
天
地
間
ノ
一
物

デ
ゴ
ザ
レ
バ
、
物
理
ヲ
参
考
致
サ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
デ
ゴ
ザ
ル
」
、
そ
の
上
に

「
心
理
二
徴
シ
天
道
人
道
ヲ
論
明
シ
テ
、
兼
テ
教
ソ
方
法
ヲ
、
立
ツ
ル
ヲ
ヒ
ロ

ソ
ヒ
ー
、
、
譯
シ
テ
哲
學
ト
名
ケ
…
…
今
百
教
ハ
一
致
ナ
リ
ト
題
目
ヲ
設
ケ
テ
、

教
ノ
「
ヲ
論
ズ
ル
モ
種
類
ヲ
論
ジ
タ
ラ
パ
此
哲
學
ノ
ー
種
ト
モ
云
フ
ベ
ク
シ

テ

」

と

哲

学

を

定

義

す

る

。

か
く
観
れ
ば
、
人
道
た
る
教
は
哲
学
の
一
部
と
な
り
、
教
の
目
的
た
る

「
ハ
ル
モ
ニ
ー
」
は
当
然
、
こ
の
哲
学
の
目
的
の
中
に
入
り
来
る
こ
と
に
な

る

。

そ

し

て

哲

学

に

よ

っ

て

百

教

の

一

致

を

論

明

し

よ

う

と

す

る

志

向

は

、

先
に
述
べ
た
「
生
性
發
蘊
」
に
於
け
る
「
統
一
の
觀
は
哲
學
な
り
」
と
い
う

定

義

に

つ

な

が

っ

て

ゆ

く

の

で

あ

る

。

で

は

何

故

に

哲

学

が

統

一

の

観

で

あ

る

べ

き

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

に

は

「

欧

羅

巴

、

當

今

學

問

ノ

情

状

ハ

、

教

門

ハ

教

門

ト

抗

衡

シ

、

哲

學

ハ

哲

學
ト
對
壘
シ
、
又
教
門
ト
哲
學
ト
ハ
互
二
相
戦
争
シ
テ
…
…
總
テ
ア
混
亂
紛
學

…
…
然
ニ
又
物
理
ノ
諸
學
科
二
於
テ
モ
…
…
心
理
上
ノ
學
科
二
比
ス
レ
ハ
甚

勝
シ
リ
ト
雖
モ
、
然
片
未
夕
此
諸
科
ヲ
一
賢
セ
ル
、
哲
學
ハ
有
ラ
サ
ル
ナ
リ
」

（
四
五
頁
）
と
い
う
現
状
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
。
よ
り
根

本
的
な
理
由
は
「
如
此
ク
學
科
ノ
區
チ
區
チ
ナ
ル
「
ハ
、
諸
部
ノ
爲
二
、
全

體
ヲ
忽
略
ス
ル
ノ
患
タ
ル
ニ
止
ラ
ス
シ
テ
、
又
學
術
上
ニ
、
眞
ノ
障
碍
ヲ
生

ス
ル
「
ナ
リ
、
如
何
ト
ナ
シ
、
統
一
ノ
觀
ナ
ク
シ
テ
ハ
、
之
ヲ
今
日
人
間

二
、
施
ス
可
ラ
サ
レ
ハ
也
」
（
同
頁
）
と
い
う
認
識
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま

り

西

周

に

と

っ

て

は

哲

学

は

、

希

賢

学

の

伝

統

を

つ

ぎ

、

こ

の

人

間

世

界

と

い

う

規

範

の

世

界

に

統

一

の

主

た

る

観

を

立

て

、

ハ

ル

モ

ニ

ー

を

打

ち

建

て

る

と

い

う

理

念

を

も

っ

た

学

で

あ

っ

た

。

西

の

哲

学

に

託

し

た

こ

の

理

念

は

、

明

治

十

五

年

の

「

尚

白

剳

記

」

に

於

て

「

凡

ソ

百

科

の

學

術

に

於

て

は

統

一

の

觀

有

る

事

賢

要

た

る

可

し

、

學

術

上

に

於

て

統

一

の

觀

立

て

は

人
間
の
事
業
も
緒
に
就
き
、
社
会
の
秩
序
も
自
ら
定
ま
る
に
至
る
可
し
、
誠

に
人
間
各
自
の
事
業
も
緒
に
就
き
て
社
会
の
秩
序
も
定
ま
り
、
苟
も
紊
亂
す

る
事
無
れ
は
其
結
果
は
即
ち
康
寧
な
る
可
し
、
是
に
努
力
（
勉
働
）
の
一
元

を
加
ふ
れ
は
其
結
果
は
家
國
天
下
の
冨
強
そ
か
し
、
此
康
寧
と
冨
強
と
の
二



元

流
行
し
て
、
所

謂
生
を
養

ひ
死

を
喪
し
て
人
皆
熈

々
と
し
て
壽
考
の
域

に

躋
る

は
即

ち
禧
祉
に
し
て
、
扁
耻

は
人
道

の
極

功
な
り
」

と
表
明
せ
ら

れ
、

つ
づ
い
て
「
故
に
福
祉
の
極
功
に
達
せ
ん
と
欲
す
れ
は
先
百
科
の
學
術
に
於

て
統
一

の
觀

を
立
て
、
各
自
に
其
精
微

の
極
に
臻
る
事

よ
り
始

ま
る
な
り

、

是
學

者
分
上
の
事
業

な
り
、
其
以
上

は
作
業
者
の
事
業
に
て
學

者
の
事
に
は

非

ら
す

、然

る
に
…
…
統
一
の

觀
を
立
つ
る
と
學
術
の
精
微
を
極
む
る
と
は

、

…

…
一
人
の
能
く
兼
ね
得
る
所

に
非
ら
す
、
故
に
統
一
の
觀
を
立
つ
る

は
哲

學

家
の
論
究
す
可

き
所

と
爲
、
學

術
の
精
微
を
究
む
る

は
各
科
の
學

術
を
専

攻
す
る
者
に
存
す
る
也
」
（
一
六
頁
）
と
哲
学
者
の
仕
事
を
規
定
し
た
の

で
あ
る
。
　

以

上

は
西
周
の
、
哲
学
に
託
し
た
理
念
よ
り
の
、
希
賢
学
が
哲
学
と
同
一

視
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
の
考
察
で
あ
る
が
、
併
し
彼
は
前
稿
に
述
べ
た
如

く
、
理
の

人
で
も
あ
っ

た
。
彼
に

と
っ
て

儒
学
と
哲
学

の
一
致

は
、

哲
学

そ

れ
自
体

の
内

に
根

拠
を
も
っ
て

い
た
の
で

あ
る
。

「
譯
利
學

説
」

の
先
の
定
義

に
於
て

、
哲
学
の
本
源
が
、
性
理
学
と
さ
れ
て

い
る
が
、
元
来
性
理
学
と
は
朱
子

学
の
別
称
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
西

が
英
語
の
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
の
訳
に
同

じ
名
称
を
あ
て
た
の
に
は
理
由
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
こ
の
語
に
注
を
つ
け
て

、「
性
理
學
ハ
英
語
サ
イ
コ

ロ
ジ

佛
語
プ
シ
コ
ロ
ジ
ー
共
二
希
臘
ノ
プ
シ
ケ
ー
魂
并
二
心
ノ
義
、
ロ
ジ
ー
論
ノ

義

ヨ
リ
來
ル

者
ナ
リ
、
只
之
ヲ

東
洲
ノ
性
理
ノ
字
に
比

ス
レ

ハ
彼

ハ
専
ラ
靈

魂
ノ
體
ヲ
論
シ
是
ハ
心
性
ノ
用
ヲ
論
ス
ル
ノ
差
ア
リ
、
然
モ
大
要
相
似
タ
ル

ヲ
以
テ
直
二
性
理
卜
譯
ス
」
（
三
十
頁
）
と
し
て
い
る
。
即
ち
性
理
学
と
は
西

に

と

っ
て

、

已

に
述

べ

た
、

人

間

に
同

一

に
備

わ

る
心

性

の
理

を

尋

ね

る
学

で
あ

っ

た

の
で

あ

る
。

そ

し

て

西

は

「
従

来

儒

哲

ノ
學

二
於

テ

、

性

理

ヲ
以

テ
一
大
要
部
」
（
四
十
頁
）
と
な
す
と
す
る
。
モ
の
理
由
は
、
「
一
見
子
ノ
智

識

ノ

、

日

二
月

二
發

ク

ル

ニ
、

徴

シ
テ

モ

、

只

管

二
見

ル
物

、

聞

ク
物

ヨ

リ
、

知

見

ヲ

開

キ

、

梢
長

ス

ル

ニ
非

レ

ハ
、

己

レ

ニ
反
求

考

索

ス
ル
「

ハ
、

ナ

キ

「

ナ

ル

ガ

、

自

然

ノ

常

理

」

で

あ

る

と

し
て

、

こ

の

人
間

の
精

神

の

発

達

と

同

じ

過

程

を

、

彼

我

の

思

想

の

展
開

の
う

ち

に
認

め
る

の
で

あ

る
。

即

ち

、

「
儒

學

哲

學

ノ

進

歩

」

ハ

「
堯

舜
以

来

、

観

察
上

ノ
彼

観

（
ｏ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
-

ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
訳
）
ヨ
リ
見
解
ヲ
立
テ
タ
ル
「
、
孔
子
二
至
リ
、
一
變
シ
テ

仁

智

ノ

説

二
轉

シ
、

阿

列

斯

ヨ

リ

僞
學

家

ノ
諸

人

二
至

ル

マ
テ

、

天

理

ノ

観

察

ヲ

以

テ

、

主

ト

セ
ル
「

ノ

、
所

哥

羅

垤
斯

二
至

り

、

一
轉

シ
テ

、

心
裏

ヨ

リ
エ

夫

ヲ
起

シ

ケ
リ

」
（
三

九

頁

）
と
東

西

の

思
想

が
同

じ

発

展

経

過

を

た

ど
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
西
に
と
っ
て
、
こ
の
一
致
は
偶
然
の
も
の

で

は

な

く

、
「
彼

ヲ

知

ル

ノ

主

ナ

ル

己

レ
、
己

レ

ノ
主

ナ

ル

心

口
、
心

ロ

ノ
主

ナ
ル
性
理
ヨ
リ
、
見
解
ヲ
立
ル
「
、
自
然
ノ
理
法
卜
見
エ
」
（
三
八
頁
）
、
そ

れ
故
、
「
儒
學
ニ
マ
レ
、
哲
學
ニ
マ
レ
、
始
メ
ハ
天
道
ヨ
リ
、
見
解
ヲ
立
テ

タ

ル
「

ノ
、

到

底

性

理

二
歸

着

セ

サ

ル
ヲ

、

得

サ

ル
所

」
（
四

十

頁

）
と

い

う

必
然
の
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
儒
学
に
於
て
、
こ
の
心
性
の
理
を

「
其

ノ
學

ノ

一
大

要

旨

」
（

二

九
頁

）

と

し

た
の

は
、

程
朱

の
学

、

即

ち

朱
子

学
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
上
の
諸
論
究
が
い
か
に
朱
子

学
の
用
語
の
助
け
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
の

理

由

は

こ

こ

に

あ

っ

た

。



さ

て

一

方

、

哲

学

に

つ

い

て

も

亦

「

デ

カ

ー

ル

ト

、

ス

ピ

ノ

デ

等

ノ

諸

人

ハ

意
識
上
二
就
テ
、
所
謂
神
ナ
ル
者
ヲ
體
認
セ
ム
ト
ノ
見
解
ナ
ル
ヲ
、
ロ
ッ
ク
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ト
以
下
ハ
、
観
念
内
外
ノ
論
二
入
リ
夕
リ
」
（
四
〇
頁
）
と
述
べ

る
が
如
く
、
西
の
考
え
で
は
性
の
理
を
究
め
よ
う
と
す
る
学
と
い
う
意
味
で
、

儒
・
哲
は
一
致
し
、
「
哲
學
は
百
篆
の
學
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
第
一
の
、
希
賢
学
が
い
か
に
し
て
哲
学
ど
同
一
視
さ
れ
た
の
か
と

い
う
問
題
は
明
ら
か
に
し
得
た
と
信
ず
る
。
そ
れ
で
は
第
二
の
「
哲
学
の
学

と
学
術
の
学
が
向
じ
も
の
と
さ
れ
た
の
は
何
故
か
」
と
い
う
問
題
は
ど
う
考

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
哲
学
と
学
術
に
於
け
る
学
の
概
念
の
一
致
の
根
拠

已

に

み

た

西

の

学

術

の

定

義

は

正

し

く

現

在

の

我

々

の

そ

れ

で

も

あ

る

。

こ

の

定

義

に

於

て

未

だ

明

ら

か

で

な

い

の

は

、

真

理

の

意

味

で

あ

る

。

そ

れ

故

、

我

々

の

問

題

解

決

は

こ

の

真

理

の

意

味

を

探

る

と

こ

ろ

か

ら

始

じ

ま

る

。

同

じ

「

知

説

」

に

於

て

西

は

「

眞

理

ナ

ル

者

ハ

我

得

テ

事

々

ニ

シ

テ

之

ヲ

知
ラ
ス
ト
雖
モ
、
我
亦
先
天
ヨ
リ
之
ヲ
知
ル
者
ア
リ
、
曰
ク
眞
理
ハ
一
物
一

事
ニ
シ
テ
必
ス
一
ナ
ル
ヲ
知
ル
、
吾
人
一
ヲ
兩
斷
ス
レ
ハ
必
ス
ニ
ト
ナ
ル
ヲ

知
」
ル
…
…
是
数
理
二
就
テ
言
フ
ト
雖
モ
、
之
ヲ
衆
理
二
徼
シ
テ
眞
理
ノ
必
ス

一
二
シ
テ
二
ナ
キ
ハ
、
吾
人
ノ
既
二
先
天
二
於
テ
知
ル
所
ナ
リ
此
先
天
ノ

知
二
因
テ
眞
理
ヲ
知
ル
ヲ
求
ム
ル
ヲ
、
之
ヲ
講
　
究
卜
云
フ
」
(
四
五
九
頁
）
と

定
義
す
る
。
又
、
『
百
學
連
環
』
の
総
論
で
は
「
萬
物
皆
其
眞
理
有
り
。
故

に
此
眞
理
を
求
む
る
か
爲
め
に
物
に
就
て
講
究
し
、
師
に
就
て
見
聞
し
、
心
・

に

信

し

て

動

す

へ

か

ら

さ

る

、

是

其

眞

理

に

し

て

、

是

を

講

究

見

聞

す

る

こ

と

は

是

皆

學

な

り

」

（

旧

二

六

頁

）

と

も

言

っ

て

い

る

。

さ
て
已
に
見
た
よ
う
に
、
哲
学
の
第
一
の
為
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
「
百
科

の
學
術
に
於
て
統
一
の
觀
を
立
て
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
百
科
の
学

術
を
対
象
に
し
て
、
各
々
の
真
理
を
探
り
、
そ
れ
に
次
序
を
与
え
体
系
化
す

る

と

い

う

手

続

き

を

行

う

こ

と

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

正

し

く

こ

の

点

に

於

て

、

哲

学

は

学

（

サ

イ

エ

ン

ス

）

と

一

致

す

る

の

で

あ

る

。

と

す

れ

ば

問

題

は
更
に
進
ん
で
、
果
し
て
万
物
に
各
々
其
の
真
理
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

は

即

ち

、

理

と

は

何

で

あ

る

か

と

い

う

点

に

帰

着

す

る

。

西

は

先

の

「

尚

自

刎

記

」

に

於

て

、

こ

の

理

の

意

味

を

考

え

、

更

に

明

治

二
十
二
年
発
表
の
「
理
の
字
の
説
」
に
於
て
理
に
つ
い
て
最
終
的
な
考
察
を

し

て

い

る

。

「

蓋

し

理

と

い

ふ

者

は

虚

體

に

し

て

、

其

気

稟

性

質

の

一

定

す

る
に
從
て
其
事
物
に
應
す
る
際
に
現
は
る
る
所
の
關
係
に
し
て
、
唯
人
心
の

其
關
係
を
察
す
る
も
の
に
於
て
の
み
觀
る
可
き
者
と
す
、
凡
そ
萬
事
萬
物
苟

も

両

性

相

對

す

れ

は

其

際

に

理

生

せ

さ

る

と

と

莫

し

」

（

六

〇

〇

頁

）

。

又

「

尚

白
■
記
」
で
は
「
苟
も
其
物
た
る
二
つ
有
る
以
上
は
其
際
に
必
理
無
き
事
能

は

す

、

唯

吾

人

之

を

究

め

得

さ

る

所

有

る

の

み

、

所

謂

理

外

の

理

と

云

ふ

者

は

常

理

を

以

て

論

す

可

ら

さ

る

者

た

る

に

外

な

ら

す

、

然

れ

と

も

現

象

有

る

か

若

く

は

作

用

有

れ

は

必

之

を

生

し

、

之

を

起

す

の

源

由

有

ら

さ

る

事

無

し
、
又
理
は
然
な
り
と
雖
へ
と
も
事
實
に
合
は
す
と
云
ふ
も
、
吾
人
未
其
實

に
合
す
る
丈
の
精
密
な
理
を
發
見
し
得
さ
る
か
故
也
、
苟
も
一
且
之
を
發
見



し
得
れ
は
其
理
必
す
其
事
實
に
適
合
す
可
し
」
（
一
七
一
頁
）
と
一
物
一
真
理

の

存

在

を

説

い

て

い

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
よ
う
に
し
て
西
周
の
思
惟
の
世
界
に
於
て
は
、
儒
学
、
特
に
朱
子

学

と

哲

学

と

は

一

致

し

、

そ

の

哲

学

は

、

各

科

学

間

の

理

を

対

象

と

す

る

点

に
於
て
、
諸
学
が
個
々
の
物
理
、
あ
る
ひ
は
心
理
を
対
象
と
し
て
真
理
を
究

め

る

の

と

異

な

る

だ

け

で

、

そ

の

手

続

き

に

於

て

同

じ

学

で

あ

っ

た

の

で

杏

る
。

四
　

結
　
　

語

以
上
の
よ
う
に
観
て
く
る
と
、
西
周
自
身
の
哲
学
活
動
は
、
何
よ
り
も
人

間
世
界
に
ハ
ル
モ
ニ
ー
を
齎
ら
し
、
’
人
道
の
極
功
を
致
す
と
い
う
理
念
に
導

か

れ

て

い

た

と

言

い

得

る

。

そ

の

意

味

に

於

て

は

フ

ィ

ロ

ソ

フ

ィ

ー

の

本

質

を
誤
解
し
て
い
た
と
言
っ
て
好
い
で
お
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
事
は
、
西
の
哲
入

学

を

真

理

そ

の

も

の

の

為

め

に

す

る

学

で

も

あ

ら

し

め

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

併
し
な
が
ら
、
西
周
を
し
て
こ
う
し
た
目
的
を
哲
学
に
置
か
し
め
、
そ
の
よ

う

な

も

の

と

し

て

哲

学

活

動

を

せ

し

め

た

の

は

、

単

に

彼

が

儒

学

的

伝

統

の

中
に
居
り
、
且
つ
、
常
に
藩
、
幕
府
、
明
治
政
府
と
い
う
公
的
な
場
に
活
動
し

て

い

た

為

め

だ

け

で

あ

ろ

う

か

。

否

、

そ

れ

だ

け

の

こ

と

で

は

な

い

よ

う

に

思
わ
れ
る
。

西
順
蔵
氏
に
従
う
と
、
こ
の
世
界
を
在
る
世
界
と
成
る
世
界
と
に
分
け
れ

ぱ
西
洋
の
学
の
世
界
は
「
在
る
世
界
」
を
基
盤
に
し
た
世
界
、
よ
り
正
確

に
言
え
ば
「
観
る
と
い
う
働
き
に
成
る
世
界
」
で
あ
り
、
「
観
る
と
い
う
働
　
　

き
の
規
範
は
成
す
世
界
の
規
範
と
全
く
別
物
で
は
な
い
が
、
成
す
は
時
空
一

で
あ
る
に
観
は
時
が
な
い
、
成
す
は
理
事
一
で
あ
る
に
観
は
二
で
あ
る
と
い

う

違

い

」

が

あ

る

。

「

つ

ま

り

観

ら

れ

た

、

在

る

世

界

は

実

の

世

界

で

は

な

く

思

想

界

裡

の

世

界

」

で

あ

り

、

「

こ

の

世

界

を

一

貫

す

る

も

の

は

思

惟

の

法

則

で

あ

る

」

。
と

こ

ろ

で

儒

教

的

世

界

は

成

す

（

あ

る

い

は

成

る

）

世

界

で

あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
人
間
の
世
界
が
、
人
間
の
行
為
の
中
に
成
っ
て
行
く

世

界

で

あ

る

こ

と

は

一

つ

の

真

実

で

あ

る

。

中

国

の

諸

思

想

家

は

、

伝

統

的

な

そ

の

現

実

の

人

間

世

界

へ

の

関

心

か

ら

、

こ

れ

を

広

い

意

味

で

の

道

の

学

へ

と

構

成

し

、

把

握

し

た

。

そ

し

て

儒

学

も

亦

そ

の

一

つ

の

有

力

な

思

想

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

西

周

は

真

理

、

換

言

す

れ

ば

実

理

を

尊

び

、

そ

れ

に

生

き
た
人
で
あ
っ
た
。
彼
が
儒
学
的
に
哲
学
を
把
握
し
た
の
は
、
勿
論
そ
の
伝

統
の
裡
に
生
き
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
少
く
と
も
、
儒
学
的
世

界

観

の

基

盤

に

あ

る

、

こ

の

行

為

す

る

人

間

の

成

り

行

べ

世

界

の

把

握

を

真

理
と
し
て
認
め
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
『
百

學
連
環
』
の
中
に
「
文
章
た
る
も
の
は
道
、
即
ち
學
術
に
大
に
關
係
す
る
も

の

な

れ

ば

…

…

」

（

旧

十

七

頁

、

傍

点

筆

者

）

と

い

う

言

葉

も

看

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

ひ
る
が
え
っ
て
、
現
代
の
我
々
の
、
西
周
の
思
索
活
動
か
ら
ひ
き
つ
い
だ

課
題
は
、
こ
の
世
界
が
果
し
て
「
在
る
世
界
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
成
る

世
界
」
な
の
か
、
更
に
少
く
と
も
人
間
の
世
界
が
成
る
世
界
で
あ
る
な
れ
ば

そ
う
し
た
も
の
と
し
て
世
界
を
把
握
し
た
儒
学
、
中
で
も
そ
れ
を
最
も
理
論

的
に
追
求
し
尭
朱
子
学
を
、
我
々
の
目
で
再
検
討
す
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い



（

１
）

『
東

京

大

学
教

養

学

部

紀

要

比

較

文

化

研

究

』

第

十

二

輯

（

昭

和

四

十

七

年

九

月

十

一

日

）

所

収
　

（

２

）
　
同

紀

要

、

二

八

二
頁

を

見

ら

れ

た

い

。

(
ａ
）
『
西
周
全
集
』
（
宗
高
書
房
、
昭
和
三
十
五
年
）
以
後
、
特
に
こ
と
わ
ら
ぬ
限

り

、
本

文

中

の

頁

は

巻

一

の

も

の

で

あ

る

。
　
　

’

（
４
）
『
西
周
全
集
』
第
一
巻
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
十
年
）
、
一
四
六
頁
、
以
後

本

文

中

に

旧

と

略

記

し

て

ペ
ー

ジ

を

示

す

。

（

５

）
　
西

周

の
言

語

・
国

語

学

関

係

の

諸

論

稿

を

見

れ

ば

明

ら

か

で

お

る

。

（

６

『
天

外

獨

語

』
（
『
明

治

文

學

全

集

』
、
’筑

摩

書

房
、

昭

和

四

十

二
年

、

一

一

三

頁

）

（

７

）
　
氏

の

『
中

国

思

想

論
集

』
、

筑

摩

書

房

、

昭

和
四

十
四

年

所

収

。

（

８

）

『
通

書

』

誠
下

章

。
　

（

９

）
　

こ

の
例

証
も

恐
ら

く

『
大

学

章

旬

』
伝

第

六

章

に
よ

っ
て

い

る

の

で

あ

ろ

う

。

（
1
0
）
　
西
順
蔵
氏
の
前
掲
書
、
一
七
七
頁
。

（
1
1
）
　

彼

の
他

の

哲
学

関

係

の

論

稿

を

覩

れ

ぱ

、

朱

子

学

的

な

概

念

が

い

か

に

検

討

し

直

さ

れ
て

い

る

か

が
明

ら

か

で

あ

る

。
　

（

ゆ

が

わ

・

た

か

ひ

ろ

、

比

較

哲

学

論

、

電

気

通

信

大

学

講

師

）
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