
〈
比

較
思
想

学
会
四
〇
周

年
記

念
大
会
　

特
集

「
比

較
思

想
の
新

た
な

る
射
程
」

総
括
〉

「
比
較
思
想
の
新
た
な
る
射
程
」
に

今
年
度
の
記
念
大
会

で
は
統
一
テ
ー
マ
「
比
較
思
想
の
新
た
な
る
射
程
」

を
掲
げ
た
セ
ク

シ
ョ
ン
を
設
け
た
。
そ
の
意
義
を
私
な
り
に
総
括
し
て
み

た
い
。
そ
の
た
め
に
、
そ
も
そ
も
比
較
思
想
と
は
、
何
を
対
象
と
し
、
ど

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
対
象
を
知
ろ
う
と
す
る
研
究
な
の
か
。

そ
し
て
そ
の
研
究
の
思
想
的
営
み
は
何
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問

い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
学
会

が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
設

立
さ
れ
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
を
簡
潔
に

い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

思
想
研
究
の
新
た
な
地
平
を
求
め
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
席
捲
す
る
西
洋
近
代
の
思
惟
を
世
界
史
的
規
模
で
非
西

洋
文
化
圏
の
思
想
と
対
比
す

る
こ
と
で
、
新
た
な
知
を
獲
得
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
学
会
設
立

と
そ
の
後
の
学
会
活
動
を
指
導
し
た
中
村
元
は
、

そ
の
よ
う
な
知

の
獲
得
を
世
界
思
想
史
的
視
野
で
諸
思
想
の
思
惟
構
造
の

比
較
研
究
に
ま
で
及

ぶ
広
大
な
知
の
世
界
を
提
示
し
た
。
今
、
こ
の
学
会

向
け
て

廣
　
澤
　
隆
　

之

が
創
立
四
十
周
年
を
迎
え
「
新
た
な
る
射
程
」
を
求
め
る
こ
と
に
は
、
現

今
の
比
較
思
想
研
究
が
新
た
な
段
階
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
把
握
と

連
関
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
。

そ
の
状
況
は
知
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
表
現
す
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
情
報
の
集
積
と
拡
大
が
地
球
規
模
と
な
り
、
そ

の
情
報
が
研
究
活
動
に
も
大
き
な
変
革
を
促
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
情

報
の
流
れ
は
、
多
く
の
場
合
経
済
活
動
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か

も
そ
の
経
済
は
、
す
で
に
二
十
世
紀
の
資
本
主
義
と
は
機
能
と
構
造
の
様

相
を
一
変
さ
せ
、
そ
の
経
済
に
濳
む
精
神
性
も
劇
的
に
変
容
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
古
代
―
中
世
－

近
世
と
連
綿
と

し
て
人
類
の
倫
理
の
礎
と
な
っ
た
伝
統
的
な
汗
水
流
す
労
働
の
美
徳
は
す

で
に
意
義
を
失

い
つ
つ
あ
る
。
国
家
の
意
思
を
超
え
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
組
み
込
ま
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
世
界
の
金
融
市
場
で
瞬
時
に
多
く
の
開

57



発
途
上
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
超
え
る
巨
大
な
資
本
の
移
助
を
可
能
に
す

る
。
快

適
な
エ
ア
コ
ン
の
そ
な
わ
っ
た
部
屋
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
を
操
作
す

る

こ
と
で
、
あ
る
い
は
自
動
操
作
を
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
込
む
こ
と
で
、

炎
天
下

で
肉
体
労
働
を
す
る
人
々
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
豊
か
さ
を
享
受

で
き
る
。
そ
し
て
金
融
市
場
は
国
家
の
意
思
さ
え
も
超
え
て
世
界
を
席
捲

し
、
多
く
の
知
は
そ
の
よ
う
な
世
界
で
の
勝
者
と
な
る
べ
き
方
向

へ
と
傾

注

さ
れ
て

い
る
。
も
は
や
貧
困
と
富
の
偏
在
が
地
球
規
模
で
進
行
す
る
経

済
活
動
は
圧
倒
的
な
力
で
精
神
世
界
を
制
約
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
質
さ
え
も
変
化
さ
せ
て
い
る
。
最
新
の
Ｓ
Ｔ

Ａ
Ｐ

細
胞
に
関
す
る
一
連
の
動
き
も
、
い
う
な
ら
ば
こ
の
市
場
経
済
の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
再
生
医
療
に
関

す
る
莫
大
な
資
本
の
投
機

と
無
関
係
で

は
な
い
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
研
究
の
傾
向
は
自
然
科

学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
科
学
や
人
文
学
の
世
界
を
も
支
配
し
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
は
大
学
等
の
教
育
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
現
代
を
生
き
る
我
々
の
精
神
活
動
そ
の
も
の
が

経
済
の
先
導
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
新
た
な
探
究
の
対
象

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
学
の
視
点
か
ら
中
谷
巌
が
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
主

義
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
「
文
明
の
転
換
」
を
訴
え
る
の
も
、
こ
の

よ
う
な
「
新
た
な
る
視
点
」
を
確
保
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
か
ら
と
思

え
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
て
、
比
較
思
想
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち

つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
日
本
の
思
想
は
、
西
洋
近
代
を
射
程
に
入
れ
、
自

ら
の
近
代
工

業
社
会
を
形
成
し
、
さ
ら
に
は
欧
米
列
強
に
対
抗
す
る
帝
国
主
義
国
家

の
　
5
8

建
設
に
ま
で
進
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
政
治
・
経
済
の
状
況
の
中
で
、
必
然

的
に
西
洋
思
想
は
近
代
日
本
の
思
想
形
成
に
強
く
刺
激
を
与
え
つ
づ
け

た
。
伝
統
的
な
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
、
儒
教
、
老
荘
思

想
な
ど
の
思
想
系
譜
を
継
承
す
る
日
本
の
思
惟
は
、
新
た
に
西
洋
思
想
を

模
範
と
し
て
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
西
洋
と
対
峙
す
る
独
自
の
思
想
形
成
も

要
請
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
西
田
幾
多
郎
は
西
洋
思
想
に
対
峙
す
る
思
想
を
仏
教
に
求

め
た
。
そ
し
て
和
辻
哲
郎
は
西
洋
思
想
に
対
抗
す
る
倫
理
学
の
基
礎
に
「
人

間
」
を
求

め
る
が
、
そ
れ
は
近
世
の
儒
教
が
い
う
「
人

道
（
人
倫
）
」
の

よ
う
な
伝
統
を
ふ
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
代
日
本
の
思

想
に
は
「
他
者
」
と
し
て
の
西
洋
と
向
か
い
合
う
「
自
己
」
が
常
に
問
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
「
他
者
」
を
知
る
こ
と
で
「
自
己
」
の
位

置
づ
け
を
す
る
と
い
う
思
想
の
営
み
で
あ
っ
た
。

今
回
の
統
一
テ
ー
マ
に
関
す
る
三

つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
前
に
、
伊
東
俊

太
郎
に
よ
る
基
調
講
演
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
比
較
思
想
は
端
的
に

「
他
者
理
解
」
の
営
み
で
あ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
「
他
者
理
解
」

の
あ
り
方

が
比
較
思
想
の
系
譜
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
ま
さ
し
く
「
他
者
」
こ
そ
が
今
回
の
大
会
の
統
一
テ
ー
マ
に

お
け
る
討
論
の
鍵
概
念
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
伊
東
は
西
田
幾
多
郎
、

田
辺
元
、
和
辻
哲
郎
、
井
筒
俊
彦
、
中
村
元
を
基
軸
に
す
る
比
較
思
想
の

系
譜
を
描
く
。

そ
の
中
で
、
伊
東
は
た
と
え
ば
西
田
は
個
人
の
純
粋
経
験
を
射
程
に
入



れ

て

、「

一

般

者

」

に

お

け

る

意

思

統

一

の

力

の

動

的

過

程

に

お

い

て

「

自

己

」

を

確

定

し

よ

う

と

す

る

。

そ

こ

で

は

「

純

粋

経

験

」

と

い

う

術

語

を

ジ

ェ

イ

ム

ス

か

ら

借

用

す

る

が
、

彼

が
対

峙

し

た

西

洋

思

想

は

基

本

的

に

ヘ

ー

ゲ

ル

の

「
精

神

現

象

学

」

に

あ

る

と

伊

東

は

指

摘

す

る

。

そ

し

て

西

田

の

哲

学

に

お

い

て

不

分

明

で

あ

っ

た

実

践

の

課

題

は

田

辺

に

と

っ

て

は

、

自

己

と

他

者

の

関

係

す

る

弁

証

法

と

し

て

「
種

の

論

理

」

へ

と

展

開

し

た

と

み

る

。

そ

の

自

他

関

係

に

お

け

る

実

践

の

最

大

の

テ

ー

マ

は

「
汝

の
死

」

で

あ

り

、

し

か

も

そ

れ

は
（

イ

デ

ガ

ー

の

Ｓ
ｅ
ｉｎ
　ｚ
ｕ
m

　
Ｔｏ
ｄ
ｅ

を

超

え

る

実

践

的

な

「
他

者

」

と

の
関

わ

り

が

あ

る

と

す

る

。

こ

の

よ

う

な

伊

東

の

指

摘

に

お

い

て

も

、

伊

東

が

比

較

思

想

と

み

な

す

西

田

に

し

ろ

田

辺

に

し

ろ

、

そ

れ

は

ヘ

ー

ゲ

ル

や
（

イ

デ

ガ

ー

の

思

想

と

主

体

的

に

あ

る

い

は

実

践

的

に
対

峙

す

る

こ

と

で

自

己

を

確

定

す

る

思

想

的

営

み

で

あ

る

と

い

え

る

。

そ

こ

で

比

較

思

想

は

ヘ

ー

ゲ

ル

や
（

イ

デ

ガ

ー

と

い

っ

た

個

別

の

思

想

を

比

較

の

場

に

引

き

出

す

と

い

う

だ

け

で

は

な

か

っ

た

。

田

辺

に

は

強

く

思

想

の

主

題

と

な

っ

て

い

る

死

は

「
他

者

」

と

し

て

自

己

に

関

係

し

、

そ

の
関

係

に

お

い
て

「
自

己

」

が
問

わ

れ

続

け

て

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

比

較

思

想

の

あ

り

方

は

、

和

辻

を

媒

介

と

し

て

、

中

村

で

は

か

な

り

異

な

っ

て

い

る

。

中

村

は

世

界

の
諸

思

想

の

思

惟

構

造

に

関

心

を

寄

せ

、

世

界

的

な

思

想

展

開

の
歴

史

的

視

野

ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｅ

を

獲

得

す

る

こ

と

を

め

ざ

す

。

た

だ

し

、

伊

東

は

そ

こ

に

科

学

革

命

の

視

点

が
欠

け

て

い

る

こ

と

を

指

摘

す

る

。

こ

こ

で

中

村

が

歴

史

的

視

野

を

も

つ

と

き

、

井

筒

の

よ

う

に

歴

史

の

時

間

軸

を

あ

え

て

外

す

思

想

理

解

が

中

村

に

も

あ

つ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
第
一
セ
ク
シ
ョ
ン
の
若
松
の
問
題
提
起
と
関
連

す
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
界
の
諸
思
想
を
包
括
的
に
視
野
に
お
さ
め

る
比
較
思
想
の
開
拓
は
中
村
の
大
い
な
る
功
績
で
あ
る
。
そ
し
て
中
村
元

に
到
る
い
く
つ
か
の
比
較
思
想
の
系
譜
を
総
括
的
に
理
解
す

る
な
ら
ば
、

伊
東
は
比
較
思
想
の
眼
目
は
「
他
者
理
解
の
試
み
」
に
あ
る
と
す
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
系
譜
は
、
や
や
も
す
る
と
近
代
日
本
の
思

想
圏
内
で
は
西
洋
思
想
を
「
他
者
」
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
。
末
木
は
、

今
回
の
テ
ー
マ
設
定
の
趣
旨
説
明
に
お
い
て
、
西
洋
哲
学
に
関
心
が
局
限

化
さ
れ
る
状
況

へ
の
問
題
提
起
を
し
、
「
新
た
な
る
射
程
」
に
お
い
て
比

較
思
想
の
可
能
性
を
試
み
る
。
「
哲
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
の
状
況
を

振
り
返
り
つ
つ
、
日
本
思
想
を
見
直
す
グ
ロ
ー
バ
ル
な
研
究
を
念
頭
に
お

い
て
、
新
た
な
試
み
の
一
端
を
示
す
。
そ
れ
は
西
田

や
田
辺
に
も
通
底
す

る
死
・
死
者
を
「
他
者
」
と
し
て
受
け
と
め
る
「
射
程
」
か
ら
の
日
本
思

想
の
見
直
し

へ
と
向
か
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
承
け
て
、
「
他
者
」
を
比
較
思
想
の
「
射
程
」

に
お
い
て
問
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
比
較
思
想
学
会
に
お
い
て
さ
ら
に

深
化
し
た
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
新
た
な
問
題
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
か
つ

て
の
比
較
思
想
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
「
東
洋
思
想
と
西
洋

思
想
」
の
枠
組
み
を
比
較
思
想
と
す
る
傾
向
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
道
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
「
親
鸞
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」
と
い
っ
た
比
較

思
想
の
テ
ー
マ
設
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
洋
と
西
洋
の
個
別
思
想
を
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比
較
す

る
こ
と
は
、
近
代
に
な
っ
て
地
理
的
・
歴
史
的
に
は
相
互
に
「
他

者
」
で
あ
る
西
洋
と
東
洋
が
政
治
・
経
済
に
お
い
て
も
直
接
向
か
い
合
い
、

密
接
な
交
流
が
な
さ
れ
る
状
況
に
お
け
る
「
他
者
理
解
」
の
欲
求
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
西
洋
近
代
を
自
ら
の
教
育
や
社
会
思
想
の
範
と
し
て
、
精
神

活
動

を
錬
磨
し
て
き
た
近
代
日
本
は
す
で
に
百
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
。

我
々
の
受
け
た
教
育
は
、
た
し
か
に
東
ア
ジ
ア
に
伝
統
的
な
儒
教
の
影
響

も
あ
る
が
、
大
枠
は
西
洋
近
代
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

近
世
の
先
駆
的
な
思
想
家
で
あ
る
安
藤
昌
益
の
評
価
が
高
ま
る
の
も
、
そ

れ
は
西
洋
近
代
の
社
会
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
を
媒
介
と
し
、
そ
の
西
洋

の
眼
差
し
で
自
国
の
思
想
史
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
体
制
を
補
強
す
る
近
世
の
倫
理
観
は
批
判

さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
西
洋
近
代
の
自
然
法
に
由
来
す
る
平
等
・

自
由
な
ど
の
観
念
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
家
父
長
制
社
会
の
産

物
で
あ
る
男
女
観
な
ど
一
蹴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
理
解
の
視
点
の
と
り
か
た
は
、
仏
教
思
想
史
に
お
い

て
も
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
も
そ

も
が
西
洋
近
代
の
生
み
出
し
た
イ
ン
ド
学
や
仏
教
学
に
内
在
す

る
学
問
の
成
立
根
拠
と
な
る
思
想
を
問
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
西
洋
近
代

の
思
想
課
題
が
投
影
し
た
仏
教
学
の
視
点
で
日
本
仏
教
思
想
史
は
あ
る
常

識
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
典
型
は
鎌
倉
仏
教
を
西
洋
思
想
と
対
比
さ
せ
、

そ
こ
に
近
代
思
想
と
無
媒
介
に
結
び
つ
く
思
想
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
傾

向
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
道
元

と
「

イ
デ
ガ
ー
」
「
親
鸞
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」

と

い
っ
た
、

い
さ

さ
か
手
垢

に

ま
み

れ
た
テ

ー
マ
設

定
で

あ

る
。

そ

こ
で

は

、
西

田

や
和
辻

が
試

み
た
、

ま

た
伊

東

が
指
摘

す

る
よ

う
な

「
他
者

理

解
」

の

思
想

的

営

み

が
確
保

さ

れ
て

い
る

の
で

あ

ろ

う
か
。
西

洋
近

代

の
哲

学
と

仏
教

を
無

媒
介

の

「
～

と
～
」

と

い
う
形

で
結

び

つ
け

る
比
較
思

想

に
お

い
て

、

は
た

し
て
「
他
者

」

と
は
何

か

を
、

今
回

の
統

一

テ

ー
マ
の
討

論

を
聴

講

し
つ

つ
、
自

ら
に
問

い
か

け
ざ

る
を
え

な

か
っ

た
。そ

し
て

、
我

々

の
よ

う
な

戦
後
教

育
の
中

で
育

っ
た

者
に

は
、

も
は

や

西

洋

が
「
他

者

」

で
あ

り

続

け
て

は

い
な

い
の
で

は

、
と

思

い
至

っ
た

。

そ
し

て
東

洋

も
け

っ
し

て
単

純
に
「
自
己
」
と
は

い
え
な

い
と
思

え

る
（
井

筒
は

な

ぜ
執

拗

に
プ

ロ
テ

ィ

ノ
ス
を
含

め
た

「
東
洋

」

を
求

め
た

の
で
あ

ろ

う
か
）
。
我

々

の

「
自

己

」

の
内
部

に

は
西

洋
近

代

が
入

り

込
み
、

そ

の
西
洋

近
代

が
我

々

を

「
自
己

」
と

し
て
意

識
さ

せ
て

い
る
。

西
洋

は
外

部
に
措

定

さ

れ
る
「
他

者
」
で
は

な
く
、「
自

己
」
の
内

部

に

も
存
在

す
る
。

し
か

し
そ

の

「
自

己

」

の
内

な

る
西
洋

が
、

純
然

た
る
西

洋
で

あ

る
か
と

い
う

と
、

そ

う
で

も
な

さ
そ

う
で
あ

る
。

そ
の
こ

と
は
具

体
的

に
身

体
を

西

洋
世

界

に
投

げ
込

め

ば
、
簡

単
に
実

感
で

き
る

。

そ

れ
で

は
東
洋

が
「
自

己
」

で
あ

る
か
と

い
え

ば
、

そ
れ

も
あ

や
ふ

や

で
あ

る
。
西

洋
文

明

と
対

峙

し
た
明
治

期
の
知

識
人

た

ち

が
漢

籍
や

仏
典

に
通
暁

し
て

い
た
よ

う
に

、
我

々
は
東

ア
ジ
ア

の
知

を
血

肉
化

し
て

い

る

わ
け
で

は

な

い
。

総

じ
て
、

我
々

に

と

っ
て
東

と
西

は
曖
昧
で

あ
り

、
境

界
線

は
見
失

わ

れ
て

い
る
。
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比
較
思
想
研
究
に
お
い
て
、
し

ば
し
ば
東
と
西

の
対
比
が
さ
れ
る
が
、

そ
の
一
つ
の
典
型
を
私
は
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
の
『
西
と
東
の
神
秘
主
義
』
に

認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
ぐ
れ
た
神
学
者
で
あ
り
ま
た
イ
ン
ド

研
究
を
遂
行
し
た
オ
ッ
ト
ー
の
こ
の
名
著
は
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
（

ル

ト
と
シ
ャ
ン
カ
ラ
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
轡
で
、
オ
ッ
ト
ー

は
西
と
東

の
思
想
家
を
比
較
で
き
る
根
拠
を
「
人
間
精
神
の
最
深
部
分
」

か
ら
現
れ
出
る
神
秘
主
義
に
お
け
る
「
内
的
親
和
性
」
に
求
め
た
。
そ
れ

は
、
今
回
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
討
論
さ
れ
た
井
筒
俊
彦
に
も
み
ら
れ

る
傾
向
で
あ
る
。
井
筒
は
神
秘
主
義
の
思
想
表
現
を
歴
史
か
ら
い
っ
た
ん

は
切
り
離
し
、
そ
の
共
時
的
構
造
を
求
め
る
が
、
基
本
的
に
は
オ
ッ
ト
ー

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
オ
ッ
ト
ー
の
「
西
と
東
の
神
秘
主
義
」
は
、
そ
の
冒
頭
に

お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ラ
ジ
ャ
ー
ド

ー
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
「
東
は
東
、

西
は
西
、
こ
の
二
つ
が
出
会
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
す
る

こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
地
理
的
・
歴
史
的
に
設
定
さ
れ
た

東

と
西
の
境
界
線
を
精
神
の
深
み
へ
と
超

え
出
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は

シ

ャ
ン
カ
ラ
も
エ
ッ
ク
（

ル
ト
も
形
而
上
学
で
変
装
し
つ
つ
、
思
弁
は
常
に

「
存
在
」
に
向
か
っ
て

い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
西

も
東
も
な
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
比
較
思
想
は
成
り
立
つ
と
い
う
の
で
あ

る
。す

な
わ
ち
「
他
者
」
と
は
東
や
西
に
見

い
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
で

あ
る
。
西
洋
が
私
に
と
っ
て
の
「
自
己
」
で
も
あ
る
し
、
東
洋
が
「
自
己
」

で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
意
識

さ
れ
る
「
自
己
」
に
お
い
て
は
、

オ
ッ
ト
ー
や
井
筒
の
提
示
す
る
比
較
思
想
の
よ
う
に
「
存
在
」
や
「
本
質
」

を
意
識
に
も
た
ら
す
精
神
の
最
深
部
へ
の
視
点
を
確
保
で
き
な
い
。

末
木
は
趣
旨
説
明
に
お
い
て
「
他
者
」
を
死
・
死
者
と
し
、
そ
こ
に
思

想
的
に
か
か
わ
る
日
本
思
想
史
の
見
直
し
に
比
較
思
想
の
可
能
性
を
提
示

し
た
。
ま
さ
に
「
存
在
」
へ
の
問
い
と
し
て
、
「
他
者
理
解
」
の
比
較
思

想
の
「
新
た
な
る
射
程
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
直
接
的
に
第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
森
岡
正
博
の
「
ペ

ル
ソ
ナ
論
の
現
代
的
意
義
」
の
問
題
に
結
び
つ
く
。
森
岡
は
独
自
の
ペ
ル

ソ
ナ
論
の
展
開
に
お
い
て
「
他
者
」
で
あ
る
死
者

が
自
己
に
リ
ア
リ
テ

ィ

を
も
っ
て
顕
現
を
す
る
事
態
を
問
題
に
す
る
。
現
代
哲
学
と
し
て
き
わ
め

て
示
唆
に
富
む
森
岡

の
提
言
に
対
し
て
、
氣
多
雅
子
は
死
者
の
身
体
の
問

題
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
を
参
照
し
つ
つ
、
「
他
者
理
解
」
は

「
他
者
」

が
身
体
的
に
実
存
す
る
こ
と
を
根
柢
と
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
現
代
医
療
の
現
実
は
、
そ
の
身
体
が
す
で
に
管
理

さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
氣
多
の
提
示
す
る
問
題
は
現
代
医
学
や
医
療
に

よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
身
体

へ
の
理
解
と
し
て
充
分
に
説
得
力
を
も
つ
。

し
か
し
、
死
体
の
腐
乱
す
る
過
程
を
仔
細
に
見
続
け
る
仏
教
の
不

浄
観
な

ど
の
身
体
論
の
問
題
が
組
み
込

め
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
氣
多
に
刺
激
さ

れ
た
が
た
め
に
疑
問
が
残
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
森
岡
の
ペ
ル
ソ
ナ
論
は
死

者
の
身
体
を
媒
介
と
す
る
会
話
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
受
す
る
哲
学
の
問
い

か
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
ペ
ル
ソ
ナ
劇
の
典
型
と
も
い
え
る

能
に

お
け

る
死
者

と
の
対
話

が
リ
ア
ル
に
な

る
思
想
を
問
う
こ
と
（

こ

れ
は
免
疫
学
者
で
謡
曲
「
無
明
の
井
」
な
ど
の
作
者
で
も
あ
る
多
田
富
雄
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に

刺
激

さ

れ
た

テ

ー

マ
で

も
あ

る

が
）
、

さ

ら

に

は
日

常
的

な
日

本

の
習

俗

に
組

み
込

ま

れ
た

生
者
－

死
者

の
共
存

（
そ

れ

は
田

辺

の
哲
学

や
日

蓮

解
釈

に

専
念

し

た
上
原

専

録

に
も
通

じ

る

が
）

の

あ
り

方

を

「
人

間
精

神

の
最

深

部
」

に

お

い
て
問

う
比

較
思

想

が
射
程

と

な

る
の

で
は

な
か

ろ
う

か

。さ

て

「
他
者
」

が
政
治

の
中

に
組

み
込

ま

れ

る
と
き

、

そ
の

「
他
者

理

解
」

は

ど

の
よ

う
に

遂
行

さ

れ
る

の
か
。

そ

の
テ

ー

マ
が
第

ニ

セ
ク

シ

ョ

ン
に
お

け

る
高
橋

哲

哉

「
「
赦

し
を
乞

う
」

国
家

に

つ
い
て
」

で

あ

っ
た
。

自
己

と

他
者

が
、
国

家

の

レ
ベ
ル
で

は
ど

の

よ
う

に
関

係

す
る
の

か
。
私

に

は

ど
う

に
も
考

え

る

こ
と

が
で

き
な

い
問

い
を
高

橋

は
問

う
。

彼

は
侵

略

や
戦

争

な

ど
と

い
っ
た

国
家

の
犯

し
た

許

し

が
た

い
過

失

に

対

す

る

［
赦

し

ｆｏ
ｒｇ
ｉｖ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
］

を

ド

イ
ツ

の
事

例

を
示

し

な

が

ら
、
朝

鮮
半

島

に

お
け

る
加

害
国

家
日
本

と

被
害
者

で

あ

る
韓

国
と

の
自

己
と

他

者

の
関

係

を
考

え

る
視
点

を
確

保
し

よ
う

と

す

る
。

し

か
し

、
私

に
は

国

家

が
人

格

的
に

「
赦

し
」

の

主
体

と
な
り

、
ま

た
客

体

と

な
る

と

い
う
構

造

が
理

解

で
き

な

か

っ
た
。

た
だ

し
そ

れ
は
高

橋

の
提

言

に
対

す

る
平

山

洋

の

コ
メ

ン
ト

の
趣

と

は
異

な

っ
た
意
味

で

あ

る
。

平

山

は
中

華

人
民

共
和

国

と
韓
国

に
対

す

る
日

本

の
政
治

決
着

や

ド
イ

ツ

と
日

本

の
戦

争
責

任

は
同

一
視

で
き
な

い
、
な

ど

の
立
場

か

ら
高
橋

を

批
判

し
た

。
し

か
し

、

そ
の

よ
う

な
批
判

は
政

治

学

の
領
域

に
組

み
込

ま

れ
す

ぎ

て

お
り

、
「
他
者

理

解
」

と

い
う

「
新

た

な

る
射
程

」

を
求

め

る

比

較
思

想

に

お

い
て

は

、
そ

の
よ

う
な
政

治
力

学

が
働

く

「
人
間

精
神

の

最

深
部

」

が
問

わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

で

は
あ

る
ま

い
か
。

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
「
許
し
を
乞
う
」
国
家

ド
イ
ツ
の
登
場
が
高
橋
　
6
2

に
と
っ
て
、
「
他
者
」
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
「
他
者
」
を
鏡
に
す
る
こ

と
で
日
本
と
い
う
「
国
家
」
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、

現
に
存
在
す
る
「
私
」

が
「
他
者
」
と
す
る
政
治
権
力
を
も
つ
国
家
と
は

一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
の
誠
実
な
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
に
は
そ
こ
に
比
較
思
想
へ
の
「
新
た
な
る
射
程
」
を
総
括
す
る
立
場
で

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
学
会
に
と
っ
て
井
筒
俊
彦
が
前
面
に
出
る
興
味
深
い
提
言

が
第
一
セ
ク
シ
ョ
ン
の
若
松
英
輔
「
東
洋
論
卜
中
村
元
と
井
筒
俊
彦
」
で

あ
っ
た
。
井
筒
が
「
意
識
と
本
質
」
な
ど
に
お
い
て
示
す
「
共
時
的
構
造

化
」
の
視
点
は
今
日
で
も
み
ず
み
ず
し
い
。
そ
れ
を
鮮
や
か
に
中
村
元

と

結
び
つ
け
て
若
松
は
提
示
し
た
。
私
は
歴
史
的
な
時
間
軸
か
ら
東
洋
の
思

想
を
は
ず
し
、
そ
れ
を
共
時
的
に
構
造
化
す
る
井
筒
の
思
想
を
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
オ
ッ
ト
ー
の
比
較
思
想

と
近
似
し
た
も
の
と
理
解
し
て
き

た
。
そ
し
て
中
村
元
の
思
想
史
理
解
は
そ
れ
と
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
受

け
と
め
て
き
た
。
し
か
し
若
松
は
、
中
村
元

に
お
け
る
思
想
理
解
が
通
時

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
共
時
的
構
造
化
を
求
め
る
明
確
な
意
思
が

あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
中
村
が
世
界
の
諸
思
想
を
「
思
惟
構
造
」
と
し

て
包
括
的
に
考
察
し
た
態
度
を
い
う
の
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
伊
東

は
中
村
に
世
界
史
的
視
野
を
認
め
る
が
、
「
時
間
軸

を
は
ず
す
」
井
筒
の

よ
う
な
明
確
な
思
想
的
視
点

が
中
村
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

井
筒
に
は
、
若
松
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
意
図
的
に
思
想
を
時
間
軸
か

ら
外
し
、
構
造
化
す
る
こ
と
で
思
想
を
生
み
出
す
力

が
働

い
て
い
る
が
、



中
村
の
場
合
に
思
想
史
の
枠
に
お
け
る
思
惟
の
構
造
の
類
型
を
抽
出
す

る

こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
井
筒
と
中
村
が
遺
し
た
比
較
思
想
の
巨
大
な
果
実
を
、

若
松
が
心
地
よ
く
描
き
き
っ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
新
た

に
「
東
洋
」
が
求
め
、
尋
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ

て
の
自
己
理
解
で
も
あ
り
、
他
者
理
解
で
も
あ
る
。

以
上
、
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
末
木
が
趣
旨
説
明
で
提
起
し
、

こ
の
学
会
に
求

め
た
「
比
較
思
想
の
新
た
な
る
射
程
」
は
従
来
の
比
較
思

想
研
究
を
超
え
ゆ
く
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
確
信
す
る
。
そ
し

て
「
他
者
理
解
」
が
比
較
思
想
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
深
化
す
べ
き
な
の

か
を
問

い
つ
つ
、
比
較
思
想
の
地
平
の
遠
方
を
望
む
地
点
に
我
々
は
立

っ

て
い
る
。

（
ひ
ろ
さ
わ
・
た
か
ゆ
き
、
仏
教
学
、
大
正
大
学
教
授
）

63　1 「比較思想の新 たなる射程」に向けて


