
〈

創
立
十
五
周
年
記
念
特
別
講
演
〉

奴

隷

の
学

問

を

の
り

超

え

て

―
―
比
較
思
想
に
お
け
る
挫
折
と
実
現
―
―

中
　
村
　
　
　
元

我

々
の
こ
の
比
較
思

想
学
会

も
い
つ

の
間

に
か
十
五
周
年
を
経
過
す
る
よ

う

に
な
り
ま
し
て
、
本
日
そ

の
十
五
周
年
記
念
の
学
術
大
会

が
開

か
れ
ま
す

こ
と

は
、
ま
こ
と
に
御
同
慶

の
至

り
と
存

じ
ま
す
。

出
発
当
時
は
、
志

を
同
じ
く
さ

れ
た
方

々
が
集
ま
ら
れ
た
だ
け
で
し
て
、

十
数
人
も
集
ま
り
ま
し

た
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
が
、
学
会
と

し
て
発
展
す
る

よ
う
に
な
る
と

は
、
そ

の
時

に
は
夢

に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、

い
つ
の
間

に
か
、
皆
さ
ま

の
ご
熱
意
が
高
ま
り
ま
し
て
、
や

が
て
学
会
が
組

織
さ
れ
、
社
会
的

に
も
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
事
業
が
着
々
と
発
展
し
ま
し
た
。

会
員

も
も

う
千
人
に
な
ん
な
ん
と
し
て
い
る
こ
と

を
聞
き
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
喜

び
に
堪
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

以
前
も
こ
の
学
会
で
私

は
公
開
講
演

を
し

た
こ
と

が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

の
た
び
、
十
五
周
年
と
な
り
ま
し
て
、
ま
た
、
押
し
切
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
が
、
し
か
し
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
あ
あ
、
ま
た
同

じ
よ
う
な
講
演

を
す

る
ん
じ

ゃ
、
皆

さ
ん
は
う
ん
ざ
り
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、

刺
激
的
な

タ
イ
ト
ル
に
変
え
て
頂
き
ま
し
た
。

私
は
、
前

に
こ

の
学
会
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し

た
。

「
こ
の
学
問
の
進
展

は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。
余
程
の
覚
悟
が
い
る
。

だ
か
ら
私

は
一
番

槍
に
な
る
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
。
そ
れ
を
聞

か
れ
た
あ
る
大
学
教
授
（
故
人
）
の
方

が
感
心
さ
れ
ま
し

て
手

紙
を
下

さ
い
ま
し

た
。
「
あ
な
た
の
一
本
槍
宣
言

に
大

い
に
感
動
し
た
」

と
。し
か
し
、
一
番
槍
と
一
本
槍
で
は
大
変
意
味
が
違
う

の
で
あ
り
ま
す
。
一

番
槍
と
申
し
ま
す
の
は
、
昔
の
城
攻

め
の
時
に
、
真

っ
先
に
駆
け

て
行

っ
て

矢
を
集
中
的
に
受
け

ま
し
て
、
一
番
槍
は
必
ず
先

に
死
ぬ
は
ず
な
ん
で
す
。

そ
れ

に
よ
っ
て
、
向
こ
う
の
城

の
陥
落
が
で
き

る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
比
べ
た
場
合
、
一
本
槍
と
い
う
の
は
、
私
が
一
人
た



わ

ご
と

を
言

っ
て
い
る
と
、
誰

も
聞
く
人

も
い
な
け
れ
ば

、
つ
い
て
く
る
人

も

い
な

い
と
、
そ
れ
で
も
一
本

、
槍
を
持

っ
て

進
ん
で
行
く
と
、
そ
う
い
う

意
味

に
取

ら
れ
た
ら
し
い
ん
で

す
ね
。
そ
れ
が
或
い
は
当
時
の
情
勢
を
あ
り

の
ま
ま

に
伝
え
て
い
た
か
と
思

う
ん
で

す
が
…
…
。

と
こ
ろ

が
、
皆

さ
ま
の
ご
協
力

に
よ
り

ま
し
て

、
学
会

が
こ
れ
だ
け
発
展

い

た
し

ま
す
と
、
も
う
一
本
槍
で

は
な
く
て

、
私

は
一
番

槍
の
名
誉
を
讃
え

て
頂
き
、

立
派
な
槍
持
ち
だ
け
で

も
千
人
近

く
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
大
変

な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

特
に
今
回

は
記
念
す
べ
き
大
会
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で

、
私

は
、
老
人
と
し

て

今
は
亡
き
先
輩
に
対

す
る
感
謝

を
述

べ
、
そ

れ
か
ら
私

だ
け
が
知
っ
て

い

る
こ
と
で
も
、
こ
の
際
、
お
伝
え
し
て

お
く
方

が
将
来
何

か
の
お
役
に
立
つ

こ
と
で
も
あ
れ
ば
と
思

っ
て
、
そ

う
い
う
点
を
中
心

に
し
て
述
べ
さ
せ
て
頂

こ
う
か
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ま

の
眠
気
覚
ま
し
の
た
め
に
こ

の
よ
う
な
刺
激
的

な
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
ま
し

た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
決
し
て
理

由
の
無

い
こ
と
で

は
な
い
ん
で
す
ね
。

例
え
ば

、
韓
国
の
学
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
所
で

、
た
ま
た
ま
日
本
の
学
問

の
こ
と

に
触

れ
ま
す
と
、
「
う
わ
あ
っ
、
日
本

の
学

問

は
注

釈
・
注
釈
だ
な

あ
」

つ
て
言
う

ん
で
す
よ
。
と

い
う
の
は
日
本

の
学
者

は
何
を
し
て
い
る
か

と

い
う
と

。
注
釈
ば
か
り
や
っ
て

い
る
ん
で

す
。
と
こ
ろ

が
、
韓
国
の
学
者

は
と

に
か
く
自
分

の
実
に
な
る
よ
う
な
学
問
を
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
そ

こ

に
大

き
な
食

い
違
い
が
あ
る
。

海
を
遠
く
越
え

ま
し
て
ア

メ
リ
カ
へ
行

き
ま
す
と
、
ア

メ
リ

カ
の
哲
学
者

た
ち
は
、
日
本
に
来
て
み
る
と
「
わ
あ
、
驚
い
た
ね
え
、
へ
ー
ゲ
ル
の
フ
ォ

ッ

シ

ル

（
化

石

）

が

ま

だ

い

る

よ

」

と

言

う

ん

で

す

ね

。

な

る

ほ

ど

、

向

こ

う

で

は

遠

く

越

え

て

し

ま

っ

た

の

に

、

こ

っ

ち

で

は

ま

だ

そ

こ

に

拘

わ

っ

て

い

る

、

と

い

う

意

味

で

ご

ざ

い

ま

す

。

い
ろ
い
ろ
思
い
出
し
ま
す
が
、
感
謝
と
追
憶
の
気
持
を
込
め
て
思
い
出
す

ま

ま

に

申

し

上

げ

ま

す

。

歴

史

家

に

亀

井

高

孝

と

い

う

第

一

高

等

学

校

の

先

生

が

い

ら

っ

し

ゃ

い

ま

し

た

。

こ

の

先

生

は

東

西

の

文

化

交

流

を

研

究

な

さ

い

ま

し

て

、

専

門

は

西

洋

史

だ

っ

た

の

で

、

例

え

ば

、

平

家

物

語

の

キ

リ

シ

タ

ン

天

草

本

と

い

う

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

文

字

で

書

か

れ

た

も

の

を

日

本

の

文

字

に

直

す

と

か

、

大

黒

屋

光

太

夫

の

ロ

シ

ア

放

浪

の

経

過

と

か

、

実

に

特

異

な

研

究

成

果

を

出

さ

れ

た

方

で

あ

り

ま

す

。

〔
東

西

文

化

交

流

に

関

す

る

亀

井

先

生

の
業

績

と

し
て

は

『
キ

リ

シ

タ

ン
版

天

草
本
平
家
物
語
』
（
Ｆ
ｅ
ｉ
ｑ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｏ
ｇ
ａ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
）
を
写
真
版
で
刊
行
さ
れ
、
ま
た
『
ハ

ピ

ヤ

ン
抄
　

キ
リ

シ

タ
ン

版

平

家

物

語

』

を
令

嬢

阪

田

雪

子

さ

ん

と

の
協

力

に

よ
り

翻

字

出

版

さ

れ

た
（
再
刊

、
吉
川

弘
文

館

、
昭

和

四

一
年

）
。

十

八

世
紀

の

末

に

ロ

シ

ア

に
漂

流

し

た

光

太

夫

に

関

す

る

研

究

と

し

て

は

『
北
槎

聞

略
』

（
吉

川

弘

文

館

。
昭

和

四

〇

年

）
を

主

資

料

と

し

て

、
東

西

の

諸

資

料

を

渉

猟

し

て

『
大

黒

屋

光

太

夫

』
（
吉
川

弘
文

館

、

昭

和

三
九

年

）

を

ま

と

め

ら

れ

、

ま

た

『
光

太

夫

の
悲

恋

』
（

吉
川

弘
文

館

、
昭

和

四

二

年

）
の
よ

う

な

書

も

も

の

さ

れ

た

。
研

究

の
完

成

の

た

め
に

は

、

昭

和

四
〇

年

に

は
齢

八

十

余

歳

に

し

て

口

シ

ア

の

モ

ス

ク

ワ

へ
旅

を

し

て

お

ら

れ

る

。
東

西

を
兼

ね
て

熟

知

し

て

い

る
人

で

な

け

れ

ば

で

き

な

い
研

究

で

あ

る

。
〕

私

も

個

人

的

に

大

層

お

世

話

に

な

り

、

ご

指

導

に

預

か

っ

た

方

で

ご

ざ

い



ま
し
た
が
、
そ
の
先

生
の
と
こ

ろ
に
、
私

が
大
学
に
入
り
ま
し
て

ま
も
な
く

ご
挨
拶

に
伺

い
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
先
生
は
こ
う
お

っ
し
ゃ
る
ん
で

す

ね
。
「
君

、
大

学
の
講
義
を
聞

い
て
み
て
失
望
し
な
か
っ
た
か
い
？
」
。
私
と

し
て

は
先
生

に
お
世
話

に
な
り
大
学
に

入
っ
て

や
っ
て

き
て

い

る

の

に
、

「
失
望
し
ま
し
た
」
と
言
え
な

い
ん
で
す
ね
。
「
い
や
、
そ

ん
な
こ
と

は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
と
反
射
的
に
答
え
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
が
今
か
ら
五
十
年
以

上
前
の
こ
と
で

す
ね
。
そ
れ

か
ら
自
分
で
考
え

た
ん
で
す
が
ね
。
こ
れ
は
昔
の
話
で
は
な
い
。
私

は
東
大

の
教
壇
で
講
座
を

汚

し
て

お
り
ま
し
た
が
、
「
あ
あ
、
こ

の
私

の
講
義
を
聞

い

た
人

に

も
、
先

輩
が
同

じ
よ
う
な
質
問

を
向
け

た
ん
で

は
な
い
か
。
－

あ
の
中
村
と
い
う

教
師
が
い
る
そ
う

だ
け

れ
ど
も

、
失
望
し
な
か

っ
た
か
い
？
」
と

。
そ
う
思

い
ま
す
と

、
私

は
冷
汗

が
出
ま
し
て
ね
、
ど
う
も
皆
さ
ま
の
前
に
立
っ
て

い

る
と

い
う

の
が
、
何

か
晒
し
者

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
或
い
は
学
者
の
間

の
人
民
裁
判

に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
思

い
も
す
る
わ
け
で

ご
ざ

い
ま
す
。

日
本

に
お
け
る
学
界
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
既

に
反
省

す
べ
き
で

あ
る
と

い
う
声

は
、
や

は
り
五
十
年
位
前
か
ら
私
は
耳

に
し
て

い
た
の
で
あ

り
ま
す
。

こ

の
こ
と
を
お
伝
え
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
私

は
ち

ょ
っ
と
こ
の
瞬
間
ま
で

躊
躇
し
て
い
た
の
で
す
が
、
敢
え

て
申
し
上

げ
ま
す
。

私
は
イ
ン
ド
哲
学
を
専
攻
致
し
ま
し
た
が
、
そ
の
方
面

の
特
に
屹
立
す
る

立
派
な
指

導
者
で

あ
ら
れ
ま
し
た
宇
井
伯
寿
先
生
や
金
倉
円
照
先

生
な
ど
に
、

私

は
公
私
と

も
大
変

ご
指
導

ご
厚

誼
に
預
か
り
、
何
と
か
そ
の
先

蹤
に
あ
や

か

り

た
い

、

と

思

っ
て

い

た

の

で

ご

ざ
い

ま

す

。

ま

た

。
金

倉

博

士

は

イ

ン

ド

哲

学

の
研

究

者

の

中

で

は
比

較
思

想

研

究

に

特

に

理
解

を
持

っ
て

お

ら

れ

た

方

じ

ゃ

な

い

か

と

思

い

ま

す

。
そ

う

い

う
意

味

で

も

私

は
尊

敬

申

し

上

げ

て

い

た

。

〔
比
較
思
想

の
方
面

で
金
倉
博
士
の
注
目
す
べ
き
論
文

は
「
イ
ン
ド
の
哲
学
と

西
洋
の
思
想
」
（
金
倉
円
照
著

『
イ

ン
ド
哲
学
仏
教
学
研

究
』
〔
Ⅲ
〕
、
春
秋
社
、

昭

和
五
一
年
三
月

、
三
七
五
－

三
九
四

ペ
ー
ジ
）
で
あ

る
。
〕

と

こ

ろ
で

、

わ

が
国

の
イ

ン
ド

哲

学
研

究

の

正

統

派

の

態
度

に

つ
い

て

も

批

評

が
な

さ

れ

て

い

ま
し

た

。

博

士

に
一

番

近

い

ご
親

戚

の
方

で

江

上

利

生

師
と

い

う

方

が

い

ら

っ
し

ゃ
い

ま

し

た

〔
浄

土

真

宗

本
願

寺

派

の
住

職

〕
。

ご

親

戚

の

仲

の

良

い

こ

と

は
羨

ま
し

い

ば

か

り

で

あ

り

ま
し

た
が

、
こ

の
方

は
東

大

の

倫

理

学

を

出

ら

れ

、
鹿

児

島

県

の
教

育
委

員

も

な

さ

っ
た

。

お

元

気

で
活

動

し

て

い

ら

っ
し

ゃ

っ
た

と
き

に

、
一

言

イ

ン
ド

哲

学

の
研

究

の

あ

り
方

に

つ

い

て

私

に
こ

う

い

う

こ

と

を

お

っ
し

ゃ

っ
た

ん

で

す

。

「
金

倉

の

よ

う

な

イ

ン

ド
哲

学

の
研

究

を
し

な

い

で

、

も

っ
と

生
き

た
研

究

を

し

て

く

だ

さ

い

よ
」

と

。
何

か
耳

に
し

て

は
な

ら

な

い
こ

と

を
耳

に
し

た

よ

う

な

気

が
し

ま
し

て

、
そ

れ
で

敢

え
て

江

上

さ

ん
に

詳

し

く

お
尋

ね

す

る

だ

け

の

勇
気

が
な

か

っ
た

の
で

す

。

そ

れ

っ
き

り

に

な

り

ま
し

た
。

日

本

に

お
け

る
イ

ン

ド
哲

学

の
研

究

の

主
流

に

対
す

る
反

省

、

批

判

が

、

同
じ
時
代
の
ほ
ぼ
同
年
齢
の
方
の
間
か
ら
も
現
わ
れ
て
い
た
。

考

え

て

み

ま

す

と

、

私

は
昔

の
大

先

輩

の
指

導

に
応

え

る
だ

け

の
研

究

を



し

て

は

い

な

い

し

、

ま

た

、
批

判

の
意

志

表

示

を

さ

れ
た

方

の

趣

旨

も

ど

う

も

充

分

に

生

か

せ

な

か

っ

た

。
老

残

の
身

を
晒

し

、
ま

こ

と

に

我

な

が

ら

残

念

だ

と

思

う

の

で

あ

り

ま

す

。

〔
恐
ら
く
宇
井
博
士
、
金
倉
博
士
な
ど
諸
先
学
の
研

究
は
、
全
部

生
か
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
ど
う
い
う
か
た
ち
で
生
か
す
か
、
と

い
う
こ
と

は
、

後

学
に
課

せ
ら
れ
た
〈

公
案
〉
で
あ

ろ
う
。
〕

そ
こ

で

自
分

は
自

分

な

り

に
い

ろ

い
ろ

考

え

る

の

で

ご

ざ

い
ま

す

。
じ

ゃ

あ

、
外

国

の

人

は

ど

う
評

価

し

た

か
。

ハ

ワ

イ
大

学

の

チ

ャ

ー

ル

ズ

・
Ａ

・

ム

ー

ア
教

授

を
中

心

と

し

て

「
東

西

哲

学

者

会

議

」

が
開

か

れ
ま

し

た
。

欧

米

か

ら

も

ア

ジ

ア

の
諸

国

か

ら
も

盛

ん

に
招

待

を

受

け

て

向
こ

う

へ
行

っ
て

研

究

発

表

を
大

勢

の
学

者

が

さ
れ

た

の
で

ご
ざ

い

ま

す

が

、

そ

の
時

に

ア

メ

リ

カ

の

二

、

三

の
学

者

、

殊

に

シ

ド

ニ

ー

・

フ

ッ

ク
と

い

う

鋭

い
学

者

は
こ

う

批

評

を
下

し

た

の
で

す

。

「
日

本

の

学

者

の
研

究

発

表

は
大

変

い

い

。
そ

れ

は
イ

ン
フ

ォ

ー
マ

テ

ィ

ブ

で

あ

る
」

こ

れ

は
褒

め

た

つ

も

り

で

言

わ

れ

た
言

葉

で

あ

り

ま
す

。

し

か

し

、

考

え

て

み

ま

す
と

、

私

は
胸

を

突

き

剌

さ

れ

た

気
持

に

な

り
ま

し

た

ね

。

と

い

う

の

は
、

中

華
民

国

か

ら

来

た

学

者

は
頭

は
古

い

か
も

し

れ

な

い

が

、

ひ

と

つ

の

伝
統

を
持

っ
て

い

る

ん
で

す

よ

。

そ

れ

で

、

ア

メ

リ

カ
の

真

ん

中

へ
出

か
け

て
も

、
「

フ

ィ
リ

ア

ル
・

パ
イ

ア

テ

ィ

ー

（
孝
）
」

と

い

う

こ

と

を

盛

ん

に

言

う

ん
で

す
ね

。

イ
ン
ド
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
学
者
が
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
マ
ハ
ー
デ
ー

ヴ
ァ
ン
と

い
う
学
者

は
、
ま
る
で
今
か
ら
千
三
百
年
前
の

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
時

代
の
生
ま
れ
変

わ
り
み
た
い
な
学
者
で

し
て

、
イ

ン
ド
の
精

神
的
伝
統
と
い

う
も
の
に
絶
大
な
自
信
を
持

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で

、
そ

れ
ば
か
り

言
う
ん
で

す
。

い
く
ら
ア

メ
リ

カ
人
か
ら
叩

か
れ
て
も
、
び
く
と

も
し
な
い
。

〔

特

に

第

三

回

の

東

西

哲

学

者

会

議

に

つ

い

て

は

、

尨

大

な

報

告

書

が

刊

行

さ

れ
て
い
る
。
Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｌ
ｅ
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Ａ
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ｉ
ｉ
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２
．
　
そ
れ
は
四
十
四
人

の

学

者

の

発

表

の

全

文

を

掲

載

し

。

大

版

で

八

三

一

ペ

ー

ジ

に

達

す

る

。
〕

と

こ

ろ

が

ね

、

日

本

の

学

者

は

、

ま

こ

と

に

謙

虚

で

す

ね

。

「

ど

う

か

、

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
差
し
上
げ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
よ
ろ
し
く
こ
な
し

て

く

だ

さ

い

」

と

い

う

態

度

で

す

。

私

自

身

も

そ

う

で

し

た

。

日

本

の

学

者

は

ど

こ

ま

で

も

資

料

を

提

供

す

る

。

そ

れ

を

こ

な

し

て

体

系

化

し

て

世

界

観

を

つ

く

る

と

い

う

の

は

、

こ

れ

は

向

こ

う

の

人

に

任

せ

る

。

そ

う

い

う

態

度

で

す

ね

。

だ

か

ら

こ

こ

に

あ

げ

た

「

奴

隷

の

学

問

」

と

言

わ

れ

て

も

仕

方

が

な

い

。

つ

ま

り

、

日

本

の

学

者

に

は

自

信

が

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

ね

。

で

は

、

日

本

人

が

す

べ

て

自

信

が

な

か

っ

た

か

。

決

し

て

そ

う

じ

ゃ

な

い

。

い

わ

ゆ

る

知

識

人

と

呼

ば

れ

て

い

る

人

々

が

自

信

が

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

民

衆

に

根

ざ

し

て

生

き

て

い

た

人

、

迫

害

に

も

抗

し

た

人

と

い

う

の

は

、

も

の

す

ご

い

自

信

を

持

っ

て

い

た

。

時

に

は

頑

迷

な

ま

で

。

西

洋

思

想

に

対

し

て

批

判

的

で

あ

っ

た

一

つ

の

例

と

し

て

私

が

感

じ

ま

す



の
は
、
牧

口
常
三
郎
で
す
。
創
価
学
会
の
教
義

を
つ
く
っ
た
人
で
す
ね
。
実

は
な
ぜ
私

が
注
意
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
と
申

し
ま
す
と

、
私

の
学
生
時
代

か
ら
、
哲
学
と

は
新

カ
ン
ト
派
の
「
真
善
美
」
、
或
い

は
「
聖
」
を
付
け
加

え

て
で
す
ね
、
価
値
の
体
系
を
立
て
る
。
ど
の
哲
学
者
も
そ

の
通
り
講
義
し
て

い
て
異
論
を
挟
む
者
が
い
な
か

っ
た
。

で
、
私

は
密

か
に
考

え
て
み

た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
ら
の
諸
々
の
価
値
は
矛

盾
す
る
こ
と

が
あ

る
。
日
本

の
古
典
を
見
ま
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
価
値
が
矛

盾

す
る
と

い
う
よ
う
な
場
合

は
い
く
ら
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
学
の
哲
学
の
先

生
は
、
そ

う
い

う
こ
と

に
は
全
然
関
係
な

く
、
た
だ
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
か
リ
ッ
ケ
ル
ト
と
か
の
言
わ
れ
た
こ
と
を

ず
う

っ
と
述
べ
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
反
撃
を
く
ら
わ
し
た
の

が
牧
口
常
三
郎
な
ん
で
す
ね
。

そ
の
こ
と

を
知

っ
た
時

に
私

は
驚
い

た

ん

で

す
。
大

体
、
「
真
善

美
聖
」

と

い
う
価
値

の
領
域

か
ら
で
す
ね
、
彼
は
「
真
」
と

「
聖
」

と
を
除
い
て
、

そ
の
ほ
か
に
「
利
」

を
設
定
し
た
。
「
利
」
と

い
う
と
利

益
を
連

想

さ

れ
ま

す
け

れ
ど
も

、
し
か
し
、
こ
れ
は
で
す
ね

、
案
外

、
東
洋
哲

学
の
核
心
に
迫

る
も

の
だ
と
。
仏
教
で
一
番
大
事

に
す
る
も

の
は
何

だ
と

い
う
と
。
結
局
、

「
人
の
た

め
を
図
る
」
「
人
の
た
め
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
で

す
ね
。

そ
の
「
た
め
に
」
と
い
う
の
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
ア
ル
タ
（
a
r
t
h
a
）
」

と
申
し
ま
す
。
こ

れ
を
「
利
」
と
訳
す
こ
と

も

あ

れ

ば
、
「
義
」
と
訳
す
こ

と
も
あ
る
。
「
利
」
と

「
義
」
じ

ゃ
違
う
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま

せ

ん
け

れ
ど
、両
方

の
意
味

に
関

わ
る
。
人
の
た
め
に
も
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
自
分
の

た
め
に
も
な
る
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
一
つ

の
中
心
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

私

は
牧
口
常
三
郎
の
思
想
を
特
に
研
究
し

た
こ
と
も
な
く
、
ま

た
評

価
す

る
こ
と

も
で
き

ま
せ

ん
が
、
「
人

の
た
め
を
図
る
」

と
い

う
こ

と

は
仏
教

の

基
本
精
神
で
あ

り
、
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

の
西
洋
哲
学
研
究
者

は
、
そ
こ
ま
で
思
い
を
は
せ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

牧

口
常
三
郎
が
何

か
そ
こ
に
自
分

な
り
の
統
一

を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。

そ
れ
は
学
問
的

に
は
決
し
て
深
く

は
な
い
で
し

ょ
う
。
た
だ
そ
う
い
う
努
力

を
し

た
と
い
う
と
こ
ろ

に
は
、
自
分
で
考
え
る
態
度
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す

ね
。

だ
か
ら
、
そ
こ

は
自
主
的
で
、
己
が
主
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
と
こ

ろ
が
、
残
念
な
こ
と
に
は
大
学
の
諸
先

生
は
、
西

洋
哲
学

に
対
し
て

ど
こ
ま

で
も
隷
属
的
な
態
度
を
取

っ
て
い
た
の
で

は
な
い

か
。
そ
こ
ま
で
言

っ
た
ら

言
い
過
ぎ
で
し

ょ
う
か
。

で
、
考
え
て
み

ま
す
と
、
哲
学
の
研
究

、
或
い

は
思
想
の
研
究
と
い
う
の

は
、
わ
が
国
で

は
非
常

に
盛
ん
に
行
な

わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
体
や
っ

て

い
る
こ
と

は
叙
述
的
で
す
。
ど
の
本

に
ど
う
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を

紹

介
す
る

。
そ
う
し
て
、
わ
が
国

の
学
界

は
狭
く
、

セ
ク

シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
で
、

細

か
に
細
分
さ
れ
て
お
り
ま
し

ょ
う
。
そ
の
細
分

さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中

で

だ
け
見
る
。
狭
く
細
分
さ
れ

た
中
で
し
か
も
外
国

の
も
の
を
紹
介
す
る
と

い
う
こ
と
だ
け
に
な
る
と
、
学
問
は
結
局
文
献
学
以

外
に
な
い
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、
イ
ン
ド
哲
学
の
研
究
と
い
っ
て
も

、
実
際

は
イ
ン
ド
哲
学
の
文
献

学
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と

に
な
る
。



さ
て

、
批

判

を
す

る
、

或

い

は
評

定

す

る

、

と

い

う

よ

う

な

こ
と

は

、
狭

い

セ
ク

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の
立

場

か
ら

は
実

現

し

な

い

。

決

し

て

す

べ
て

の
人

が
そ

う

だ

っ

た
と

は
申

し

ま

せ

ん
。

例

え

ば

、

さ

っ

き

の

亀

井
先

生

の
表

現

に

ま

た
戻

り

ま

す
け

れ

ど
も

、

私

の

『
東

洋

人

の
思

惟

方

法

』

は

、

も

ち

ろ

ん
評

判

は
悪

か

っ

た

ん

で

す

が

、
「
誰

そ

れ

と

い

う

大

家

が

こ

う

言

っ
て

お

ら

れ

ま

す
」
「
こ

と

に
専

門

外

に
わ

た

っ

た

の

が

い

け

な

い

」

と

い

う

ふ

う

に

亀

井

先

生

に

申

し
上

げ

ま

し

た

ら

、
「
あ

あ

、
そ

れ

は
誰

そ

れ

の

言

う

こ

と

は
間

違

っ
て

い

る

よ
」

と

言

わ

れ

ま

し

た

。

セ

ク

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム
に

と

ら

わ

れ

な

い

で

、

知
識

を

求

め

、
真

実

を

目
指

す

と

い
う

志

向

は

セ

ク

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム
を

超

え

て
し

ま

う

。
と

こ

ろ

が

、
い

わ

ゆ

る
講

座

と

か

、

学

界

の

垣

根

と

い

う

も

の

で
分

け

ら

れ

て
考

え

る
と

、

そ

う

い
う

こ

と

に
な

っ
て

し

ま

う

ん
で

す

ね

。

明

治
以

降

す

べ
て

そ

う

だ

っ

た
と

は
思

い

ま

せ

ん

。

明

治

の

先

輩

は

、
非

常

に

雄
大

な

ス

ケ

ー
ル

を

も

っ
て

勉

強
し

て

い
た

と

思

い

ま

す

。

そ

の

一

例

と
し
て
、
華
厳
と
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
比
較
研
究
を
し
た
村
上
俊
江
と
い
う
方

が

あ

り

ま

す

。

華

厳

の
思

想

と

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ
と

は
非

常

に
似

て

い

る

ん
で

す
。
―
―
当
然
そ
の
違
い
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
明
治
二
十
六
年
、
日
清

戦

争

の
前

で

す

ね

。

東

大

の
卒

業

論

文

で

。

〔
村
上
俊
江
の
論
文
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
氏
と
華
厳
宗
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
、
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
。
川
田
熊
太
郎
監
修
・
中

村
元
編
集
『
華
厳
思

想
』
（
法
蔵
館
、
昭
和
三
五
年
二
月
）
四
五
一
―
四
八
三
ペ
ー
ジ
。
い
か
に
も
明

治
の
論
文
ら
し
く
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
氏
」
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み

に
土
田
杏
村
の
卒
業
論
文

は

『
華
厳
哲
学
小

論
攷
』
（
京
都
、
内
外

出
版
株
式
会
社
、
大
正
一
一
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
華
厳
思
想
を

手
が
か
り
に
し
て
独
自
の
思
索
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
再
刊
さ
れ
た
。〕

と
こ
ろ
が
、
哲
学
的
学
問
で

は
、
の
ち

に
細
か
な
縄
張

り
根
性

が
支
配
す

る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
れ
以
後
東
大
で
は
そ

ん
な
卒
業
論

文

は
出
ま
せ

ん
。
私

は
三
十
年
東
大
に
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
見

か
け
な
か

っ
た
。

も
と

は
、
哲
学
的
な
学
問
を
す
る
人
が
お
互
い
に
集
ま

っ
て
、
協
力
す
る

と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
、
―
―
こ
の
学
会
は

別
で
す
よ
―
―
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
私

だ
け
が
知

っ
て
い
る
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
人
に
は
言
わ
な

い
で
墓
場

に
持

っ
て
行
こ

う
か
な
、
と
思

っ
た
の
で
す
が
、
先
年
東
大

の
文

学
部
長

室
で
、
何
か
人
事

に
関

す
る
相
談
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
哲
学
科

の

主
任
教
授
の
岩
崎
武
雄
教
授
と
中

国
哲
学
科
の
赤

塚
忠
教
授
と
私
と
の
三
人

が
い
ま
し
た
。
三
人
と
も
高
等

学
校
か
ら
の
同
期
で
親
し

い
の
で
す
。
昔
は

哲
学
会
と
い
う
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
の
人
が
集
ま
っ
て
論
文
を
出
し

た
り
、
仲
良
く
や

っ
て
い

た
も
の
な
ん
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
こ

の
頃

は
ど
う

も
そ
う
い
う
こ
と

が
無
く
て
、
と
そ
こ

ま
で
話
が
い
き
ま
し
て
。

そ
う
し
た
ら
あ
の
温
厚

な
赤
塚
君
が
突
然
、
岩
崎
教
授
に
向
か
っ
て
こ
う

言
う
ん
で
す
よ
。

「
そ
れ
は
ね
、
あ
な
た
岩
崎

さ
ん
が
我

々
を
追

い
出
し
た
ん
で
す
よ
」

び

っ
く
り
し
ま
し
た
ね
、
あ
の
温
厚
な
学
者

が
、
面
と
向
か

っ
て
そ
ん
な



こ

と

を

言

う

。

岩

崎

教

授

は

「
そ

ん

な
こ

と

は

な

い

よ
」

と

打

ち

消

し

て

い

ま
し
た
が
、
こ
れ
の
判
定
は
皆
さ
ん
に
お
任
せ
し
ま
す
。
〔
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

明
治
初
期
か
ら
現
在
に
至

る
『
哲

学
雑
誌
』

の
変
遷

を
検
討
し
て
頂
き
た
い
。
〕

た

だ

明

治

時
代

に

は
非

常

に
研

究

者

が

雄

大

な
広

々
と

し

た
気

持

で

研

究

し

て

い

た

。

い

つ

の
間

に

か

セ

ク

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

が
支
配

す

る

よ

う

に
な

っ

た

、
と

い

う
こ

と

だ
け

は
疑

え

な

い

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

私

の

『
東

洋
人

の
思

惟

方
法

』

と

い

う

本

は

専

門

の

学

者

の
間

で

は
評

判

が
悪

か

っ

た
。

と

こ

ろ

が

共

鳴

し

て

飛

び

込

ん

で

来

た
人

が
い

る
。

そ

の
一

人

は
、

故

・

佐

藤
一

郎

君
で

す

。
北

海

道
大

学

の
中

国

哲

学

の

教

授

で

し

た

ね

。

あ

の
人

は
中

国

哲

学

の
研

究

室

が
面

白

く

な

い

と

い

う

ん

で

辞

め

て

、

イ

ン

ド

哲
学

の
私

の
研

究

室

に
飛

び

込

ん
で

来

た

ん

で

す

ね

。

そ

ん

な

こ
と

を
し

た

も

ん
で

す

か

ら

ね

、

専

門

家

の

間

か

ら
干

さ

れ
て

し

ま

っ
た

。
「
け

し

か

ら

ん
奴

だ

」

と

。

や

く

ざ

の

世

界

で

も

こ

っ
ち

の

組

を

出

て
あ

っ

ち

に
移

る
と

干

さ

れ

ち

ゃ
う

で

し

ょ
う

（
笑

い

）
。

佐
藤

君

は
今

度

北

海

道

大

学

を

定

年

で

辞

め

て

名

誉

教

授

に

な

り

、
東

京

へ
来

ま

し

た
の

で

、

私

ど

も

の

寺
子

屋

で

講

義

を

し

て

も

ら

い
ま

し

た
。

し

か
し

残

念

な
が

ら

突

然

急

逝

さ

れ

ま

し

た

。
私

と

し

て

は
痛

恨

の
至

り

で

す

。

〔

昭
和

六
二
年
三
月
三
日

逝
去
〕

〔
北

海
道
大
学
文

学
部
中
国
哲

学
研

究
室

で
刊
行

さ
れ
て
い

る
『
中
哲
通
信
』

第
９
号
（
昭
和
六
二
年
六
月
）
が
、
「
佐
藤
一
郎
先
生
追
悼
記
念
特
集
」
と
な
っ

て
い
る
。
〕

佐

藤

君

は

、
「
東

洋

哲

学

の
研

究
と

い

う

も

の

が

、

学
界

一
般

の
進

展

と

歯
車

が
合

っ
て
い
な
い
」
と
言
う

ん
で
す
。
戦
後
す
ぐ

の
時
代

の
評
言
と
し

て

は
、
非
常
に
急
進
的
な
も

の
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て

、
佐
藤
君

の

言

わ
れ
た
こ
と
が
、
ま
ん
ざ
ら
現
在
で
も
無
意
義
で

は
な
い
と
思

い
ま
す
。

そ

の
証
拠
に
は
、
日
本
の
東
洋
学
と
い
う
の
は
、
こ
と
に
漢
学
を
主
に
し

た
研
究
で
す
が
、
外

の
世
界
か
ら
隔
絶
し
て
隔

離
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
証

拠

に
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
チ
ャ
イ
ユ
ー
ズ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
と
い

う
の
も
着
々
と
刊
行
さ
れ
、
ま
た
、
今

サ
ン
ジ
ェ
ゴ
の
大
学
の
学
者
が
中
心

に
な
っ
て
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
・
チ

ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
が
機
関
誌
を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
日

本
人

の
名

が
出
て
い
な
い
。
漢
字
の
資
料
を
扱
う
方
で
英
文
で
書

か
れ
る
方

が
非
常

に
少
な
い
ん
で

す
ね
。

「
外
の
学
界

と
途
絶
し
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
も
し
勉
強

し
た
い

ん
な

ら
わ
し
の
と
こ
ろ
へ
来
い
、
教
え
て
つ
か
わ
す
」
と
こ
う
い
う
態
度
の
大
家

も
お

ち
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
態
度
で

ど
こ

ま
で
も
通

し
た
な
ら
ば
、
中
国
思
想
と
い
う
も
の
が
、
か
つ
て
啓
蒙
主
義

の
時
代
に

ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
と
か
ル
ソ
ー
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
あ
あ
い
う

人

々
に
強
烈

な
刺
激
を
与
え
た
と

い
う
感

銘
を
、
今
の
日
本

の
東
洋
学
者
が

与

え
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

も
し
、
感
銘
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
学
者
の
研
究
と
い

う
の
は
た
ぶ
ん
、
紙
屑
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

隔
離

さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
或
る
ア

メ
リ
カ
の
哲
学
教
授

が
私

に

こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
「
日
本
の
哲
学
者

た
ち
は
不
思
議

だ
な

あ
。



あ

れ

だ

け

外

の

世

界

と

交

流

が

あ

り

な

が

ら

、

明

治

以

後

日

本

の

哲

学

を

英

文
で
書
い
た
人
が
一
人
も
い
な
い
」

〔
僅
か
に
例
外
と
し
て
、
土
田
杏
村
が
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
）
に
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｅ
ｍ
ー
　
　

ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ

　
Ｔ

ｈ
ｏ
ｕ
ｇ

ｈ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

　ａ
ｎ

ｄ
　
Ｃ

ｈ
ｉｎ

ａ

を

ロ

ン

ド

ン

か

ら

刊

行

し

て

い

る

。

最

近

は

外

国

文

で

著

作

す

る

人

も

増

え

て

き

た

か

ら

、

将

来

は

異

る

で

あ

ろ

う

。
〕

「
あ
あ
、
そ
う
か
な
」
と
思
っ
て
、
「
な
る
ほ
ど
な
あ
」
と
首
を
か
し
げ

た
ん
で
す
が
。
そ
れ
は
。
英
文
で
書
け
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
独
り
善
が
り

だ

と

い

う

こ

と

は

言

え

る

か

も

し

れ

な

い

け

れ

ど

も

、

し

か

し

、

国

際

会

議

な

ん

て

い

う

の

は

こ

の

頃

み

ん

な

英

語

で

や

ら

れ

て

い

る

と

い

う

時

勢

で

も

あ

り

ま

す

と

、

や

っ

ぱ

り

日

本

の

思

想

的

成

果

と

い

う

も

の

を

英

語

で

知

ら

せ

、

彼

ら

の

批

判

に

堪

え

る

と

い

う

こ

と

だ

っ

て

必

要

じ

ゃ

な

い

で

し

ょ

う

か

。と

こ

ろ

が

、

残

念

な

が

ら

、

そ

の

動

き

は

充

分

で

き

て

い

な

い

。

し

か

し

、

熱

心

に

さ

れ

た

方

も

お

ら

れ

た

の

で

す

。

こ

の

比

較

思

想

学

会

の

会

員

で

あ

り

ま

す

が

、

蓮

見

俊

光

さ

ん

で

す

ね

。

あ

の

方

は

外

国

に

行

っ

た

り

来

た

り

し

て

、

ま

あ

、

放

浪

者

み

た

い

な

生

活

を

し

て

お

ら

れ

た

。

外

国

語

は

、

自

由

自

在

で

し

た

。

著

書

も

あ

っ

た

は

ず

で

す

が

、

晩

年

に

は

結

局

日

本

で

落

ち

着

く

こ

と

を

希

望

し

て

お

ら

れ

た

の

に

、

そ

れ

が

思

う

に

ま

か

せ

な

い

。

最

後

に

は

或

る

大

学

で

教

授

の

地

位

を

得

ら

れ

た

と

思

い

ま

す

が

、

真

冬

の

寒

中

に

入

院

さ

れ

ま

し

て

、

私

に

会

い

た

い

か

ら

来

て

く

れ

と

言

わ

れ

た

の

で

す

が

ね

。

寒

中

に

、

行

っ

た

こ

と

も

な

い

病

院

へ

行

く

と

い

う

こ

と

は

老

人

に

は

耐

え

難

い

も

の

で

す

か

ら

、

ち

ょ

っ

と

用

心

し

て

、

お

見

舞

い

に

手

紙

を

書

い

た

ん

で

す

。

そ

う

し

た

ら

そ

の

手

紙

が

返

っ

て

き

ま

し

て

ね

。

亡

く

な

っ

た

の

で

す

ね

。

「

あ

あ

、

悪

か

っ

た

な

あ

」

と

思

い

ま

し

た

。

が

、

私

は

や

っ

ぱ

り

日

本

の

哲

学

的

な

学

問

領

域

に

お

け

る

セ

ク

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

が

大

変

災

い

を

し

て

い

る

と

思

い

ま

す

。

〔

蓮

見

俊

光

氏

の

著

書

と

し

て

は

、

次

の

も

の

が

あ

る

。

Ｔ
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ｉ
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ｕ

　
Ｈ
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ｕ
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ｉ
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ｌｏ
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ｉｑ

ｕ
ｅ

　

ｄ
ｅ

　

ｌａ
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．
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ｉ
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Ｐ
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ｌ
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．

そ

の

他

の

諸

論

文

は

今

わ

た

く

し

の

手

も

と

に

見

つ

か

ら

な

い

の

で

、

引

用

で

き

な

い

の

が

残

念

で

あ

る

。
〕

だ

っ

て

外

国

の

大

学

の

哲

学

科

が

こ

ん

な

に

分

か

れ

て

い

る

例

は

あ

り

ま

せ

ん

よ

。

哲

学

の

中

に

倫

理

学

が

あ

り

、

美

学

が

あ

り

、

中

国

哲

学

や

イ

ン

ド

哲

学

、

宗

教

学

な

ど

が

あ

り

、

み

ん

な

分

か

れ

て

い

る

。

そ

れ

ら

が

お

互

い

に

お

城

を

築

い

て

、

周

り

に

お

堀

を

造

っ

て

で

す

ね

、

各

々

お

城

に

ご

城

主

が

い

て

、

う

っ

か

り

近

づ

こ

う

と

す

る

と

、

「

寄

ら

ば

斬

る

ぞ

」

と

い

う

態

度

で

、

こ

れ

が

学

問

の

進

展

を

阻

害

し

て

い

る

。

こ

れ

を

打

破

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

せ

め

て

東

京

大

学

で

何

と

か

少

し

で

も

や

り

た

い

と

思

っ

て

、

仲

間

の

教

授

、

志

を

同

じ

く

す

る

人

々

と

や

り

か
け
て
み
た
ん
で
す
が
ね
、
結
局
、
失
敗
し
ま
し
た
―
―
足
を
引
っ
張
ら
れ

て

。



そ
の
時
に
は
こ

う
い
う
比
較
思
想

の
動
き
も
必
要
だ
と
思

っ
て

、
三
枝
充

悳
教
授
に
特
に
お
願

い
し
て
講
義

を
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し

た
ら
学
生
た

ち
が
大
勢
集
ま
っ
た
。
け
れ
ど
私
が
辞
め
た
ら
、
そ
れ
っ
き
り

に
な

っ
た
と

思

い
ま
す
ね
。
じ

ゃ
あ
教
養
学
部
の
方
で
比

較
哲
学
も
な
さ

っ
て
い
る

は
ず

だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私

は
事
情

を
よ
く
知
り
ま
せ
ん
け

れ

ど
も
、
こ
の
比
較
哲
学
と

い
う
の
を
本
気

に
な
さ

っ
た
の
は
、
創
立
当
時

に
お
ら
れ
た
川

田
熊

太
郎
さ
ん
。
そ

れ
か
ら
最
近
で
は
末
木

剛
博
教

授
が
非

常
に
独
創
的
な
研
究

を
発
表

さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
な
ど
ま
さ
に
比
較
哲

学
の

名
に
値
す
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

〔
川
田
熊
太
郎
博
士
の
論
文
集
は
、
三
枝
充
悳
博
士
の
尽
力
で
京
都
の
法
蔵
館

か
ら
刊
行
さ
れ
た
。『
川
田
熊
太
郎
　
比
較
思
想
研
究
』
１
．
２
．
３

（
法
蔵

館
、
昭
和
六
〇
年
三
月
）〕

け
れ
ど
、
そ
れ
以
外

、
ど
う

い
う
研
究

が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
？
　

今

の
世
の
中
で
比
較
研
究
す

る
か
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
や
ら
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
比
較
哲
学
に
関
心
を
持

っ
て
い
る
方
が
さ
れ
た
ら
い
い

ん
だ

け
れ
ど
、
比
較
哲
学
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も

っ
て
な
い
人

が
、
た
だ
教
授

定
員

を
獲
得
す
る
た
め
に
動
い
て
、
や

っ
た

っ
て
効
果

は
上
が
り
ま
せ

ん
よ
。

本
日

は
「
自
主
的
な
学
問
を
進
め
よ
う
」
と

い
う
こ
と
で
、
亡
く
な

っ
た

先
学
の
功
績
を
追
憶
し

つ
つ
、
私

の
講
演

を
終

わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う

も
、
ご
静
聴
頂
き
ま
し
て

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
な
か
む

ら
・

は
じ
め
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教

学
、
名
誉
会
長
）
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