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初
期
の
比
較
思
想
学
会
に
お
い
て
活
躍
し
た
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
、
玉

城
康
四
郎
・
三
枝
充
悳
・
末
木
剛
博
・
峰
島
旭
雄
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

玉
城
は
瞑
想
論
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
近
代
イ
ン
ド
思
想
・
ド
イ
ツ
観

念
論
な
ど
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
独
自
の
世
界
を
切
り
拓
い
た
。
三
枝
は

自
覚
的
に
比
較
思
想
の
方
法
論
の
確
立
を
目
指
し
、
末
木
は
、
記
号
論
理

学
の
方
法
を
用
い
て
、
東
洋
思
想
の
合
理
性
を
解
明
し
た
。
峰
島
は
、
中

村
を
助
け
て
比
較
思
想
学
会
の
基
盤
を
固
め
た
。
こ
の
よ
う
な
初
期
の
成

果
を
集
約
す
る
も
の
が
、『
比
較
思
想
辞
典
）
3
（

』
で
あ
る
。

　
比
較
思
想
学
会
が
、
東
京
を
中
心
と
し
た
研
究
者
を
集
め
た
の
に
対
し

て
、
京
都
を
中
心
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
を
継
承
す
る
研
究
が
、

戦
後
も
進
め
ら
れ
た
。
大
御
所
的
な
位
置
に
立
っ
た
の
は
西
谷
啓
治
で
あ

り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
翻
訳
に
禅
的
な
用
語
を
取
り
入
れ
た
辻
村
公
一
、
キ

リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
仏
教
と
の
比
較
研
究
を
進
め
た
滝
澤
克
己
、
仏
教

の
論
理
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
山
内
得
立
、
禅
と
神
秘
主
義
を
中
心

一
　
草
創
期
の
比
較
思
想

　　
比
較
思
想
学
会
は
一
九
七
四
年
に
創
設
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
に
創
立
四

〇
周
年
記
念
大
会
を
開
催
し
た
。
中
村
元
会
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
比
較

思
想
に
か
け
る
当
時
の
熱
気
と
期
待
は
、
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
比
較
思
想
・
比
較
哲
学
が
方
法
論
的
自
覚
を
伴

っ
て
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
川
田
熊
太
郎
に
始
ま
る
。
川
田
は
ギ

リ
シ
ア
哲
学
の
研
究
か
ら
出
発
し
た
が
、
イ
ン
ド
仏
教
文
献
へ
と
進
み
、

「
諸
哲
学
の
哲
学
」
と
し
て
「
比
較
哲
学
」
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た）

1
（

。

　
中
村
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
学
び
な
が
ら
、
思
想
の
比
較
類
型
学
的

な
方
法
を
推
し
進
め
、
一
方
で
東
洋
の
諸
民
族
の
思
惟
方
法
の
相
違
を
共

時
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
世
界
の
諸
文
化
圏
の
思
想

に
共
通
す
る
発
展
を
通
時
的
に
捉
え
る
世
界
思
想
史
の
構
想
を
展
開
し
、

き
わ
め
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
比
較
思
想
の
体
系
を
完
成
さ
せ
た）

2
（

。

〈
特
集
３　

今
、
比
較
思
想
の
方
法
論
を
問
う　

第
一
回
〉

末
　
木
　
文
美
士
　

　
今
、
比
較
思
想
を
問
う
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議
論
を
詰
め
て
い
く
段
階
に
な
る
と
、
ど
れ
だ
け
学
的
な
厳
密
さ
を
持
っ

て
研
究
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
ポ
ス
ト
植
民
地
的
、
ポ
ス
ト
近
代
的
な
状
況
の
中

で
、
固
定
的
な
東
西
対
抗
の
図
式
が
崩
壊
し
、
西
洋
近
代
の
優
位
が
揺
ら

ぐ
よ
う
に
な
る
と
、
何
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
不
確
か
に
な
る
。
思

想
・
哲
学
の
普
遍
性
が
疑
問
視
さ
れ
、
そ
も
そ
も
比
較
が
何
を
目
的
と
す

る
の
か
も
曖
昧
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
比
較
思
想
の
衰
退
に
つ
な
が
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
草
創
期
の
古
典
的
な
比
較
思
想

の
成
果
が
無
意
味
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
西
洋
の
優
位
に
疑
問

を
突
き
付
け
、
東
洋
思
想
が
新
し
い
目
で
発
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
比
較
思

想
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
今
日
で
も
常
に
参
照
さ
れ
る

価
値
が
高
い
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
今

日
の
問
題
が
あ
る
。

二
　
新
し
い
比
較
思
想
へ

　　
世
界
の
冷
戦
構
造
の
崩
壊
に
伴
い
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
、
新
た
に
比

較
思
想
が
重
要
性
を
増
す
状
況
が
生
じ
て
き
た
。「
文
明
の
衝
突
」
と
い

う
合
言
葉
が
政
治
戦
略
的
な
言
説
だ
と
し
て
も
、
民
族
紛
争
や
国
際
的
な

テ
ロ
の
拡
大
、
そ
し
て
「
帝
国
」
ア
メ
リ
カ
の
強
引
な
「
正
義
」
の
主
張

は
、
従
来
の
枠
組
み
の
思
想
・
哲
学
の
無
力
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
は
や

西
洋
哲
学
の
優
位
は
完
全
に
崩
壊
し
、
そ
れ
と
と
も
に
理
性
に
よ
る
普
遍

性
へ
の
到
達
と
い
う
目
標
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

と
し
た
上
田
閑
照
な
ど
が
輩
出
し
た
。
東
京
系
の
研
究
が
、
比
較
的
客
観

的
に
思
想
の
類
型
比
較
を
行
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
京
都
系
の
研
究
は
主

体
的
な
立
場
か
ら
宗
教
哲
学
的
な
考
察
を
深
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る）

4
（

。

　
比
較
思
想
的
な
研
究
は
、
一
九
七
〇
―
八
〇
年
代
頃
ま
で
は
活
気
に
満

ち
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
停
滞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
比
較
思

想
は
、
西
洋
哲
学
が
絶
対
視
さ
れ
る
中
で
、
東
洋
に
も
そ
れ
に
対
応
す
る

思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
動
機

が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
東
西
対
抗
と
い
う
図
式
が
根
底
に
あ
り
、
東
西
の

区
画
は
明
瞭
で
あ
っ
た
。
西
洋
と
言
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ

ギ
リ
ス
の
近
代
哲
学
が
典
型
と
さ
れ
、
そ
れ
と
の
距
離
に
よ
っ
て
東
洋
を

測
る
と
い
う
形
を
取
っ
た
。「
東
洋
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
中
に
、
イ
ン

ド
・
中
国
・
日
本
な
ど
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
基
本
的
な
概
念
構
造

の
モ
デ
ル
は
西
洋
に
採
ら
れ
、
い
わ
ば
そ
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
東
洋
に

よ
っ
て
補
う
こ
と
で
、
両
者
の
相
互
理
解
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
際
、
比
較
を
行
な
う
主
体
は
、
い
わ
ば
西
洋
と
東
洋
を
同
等
に
見

較
べ
る
高
み
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
主
体
の
持

つ
制
約
に
関
し
て
は
十
分
な
反
省
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
普
遍
性

を
持
つ
特
殊
な
理
性
的
空
間
に
お
い
て
比
較
が
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
比

較
を
進
め
る
こ
と
で
、
東
西
を
融
合
さ
せ
た
普
遍
的
な
真
理
に
到
達
し
得

る
か
の
よ
う
な
楽
観
的
な
展
望
が
持
た
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
比
較
は
、
大
枠
的
な
見
通
し
を
立
て
る
と
い
う
点
で
は
、

あ
る
程
度
の
有
効
性
を
持
つ
が
、
次
第
に
研
究
が
細
分
化
さ
れ
、
詳
細
に
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と
せ
ず
に
、
ど
の
よ
う
に
日
本
や
他
地
域
の
思
想
・
哲
学
を
見
直
し
、
そ

れ
を
新
た
に
再
構
築
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
西
洋
哲
学
を
モ
デ
ル
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
哲

学
を
参
照
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
西
洋
を

唯
一
の
基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
合
せ
て
他
の
文
化
圏
の
思
想
を
評
価
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ブ
リ
ク

（Steven Burik

）
が
「
比
較
哲
学
の
終
焉
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
し
て
い

る
の
は）

6
（

、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や

脱
構
築
に
よ
り
西
洋
中
心
主
義
が
無
効
と
な
っ
た
後
で
、
ど
の
よ
う
に
新

し
い
思
想
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

三
　
新
し
い
比
較
思
想
の
い
く
つ
か
の
例

　　
二
十
一
世
紀
に
入
る
と
、
従
来
の
素
朴
な
東
西
対
抗
図
式
に
替
わ
り
、

新
し
い
比
較
思
想
へ
の
動
き
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

筆
者
は
先
に
、
今
日
の
欧
米
の
新
し
い
比
較
思
想
の
動
向
を
い
く
つ
か
紹

介
し
た
が）

7
（

、
そ
れ
ら
は
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
展
開
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
ト
マ
ス
・
カ
ス
リ
ス
（Thom

as Kasulis

）

に
よ
る
自
己
統
合
性
（integrity

）
と
他
者
親
密
性
（intim

acy

）
と
い
う

思
考
類
型
の
提
示
）
8
（

は
、
応
用
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
エ
リ
ン
・

マ
ッ
カ
ー
シ
ー
（Erin M

cCarthy

）
に
よ
る
ケ
ア
の
倫
理
へ
の
適
用
）
9
（

な
ど
、

注
目
さ
れ
る
成
果
を
生
ん
で
い
る
。
か
つ
て
の
欧
米
の
日
本
哲
学
の
研
究

は
、
一
部
の
奇
特
な
学
者
の
変
わ
っ
た
研
究
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
今
日

　
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
国
際
関
係
の
中
で
、
異
な
る
文
化
・
宗
教
・
民
族

と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
と
い
う
問
題
は
、
世
界
的
に
緊
急
の
課
題
と

な
っ
た
。
か
つ
て
の
よ
う
な
東
西
対
抗
の
図
式
は
あ
ま
り
に
単
純
で
、
現

実
に
通
用
し
な
い
。
異
文
化
は
他
者
と
し
て
の
理
解
不
可
能
性
を
露
わ
に

し
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
の
理
解
不
可
能
な
他
者
と
し
て
の
異
文
化
を

適
切
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
相
互
の
敵
対
性
は
ま
す
ま
す
嵩
じ
る
だ
け
だ

と
い
う
、
き
わ
め
て
困
難
な
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の

場
合
で
言
え
ば
、
西
洋
を
理
解
す
る
以
前
に
、
近
隣
の
中
国
や
韓
国
と
も

相
互
理
解
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
異
文
化
と
し
て
の
中
国
や
韓
国
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
単
に
戦
争
や
植

民
地
と
い
う
限
定
さ
れ
た
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
。

古
典
文
化
の
時
代
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
文
化
・
思
想
が
ど
の
よ
う
に
相
互

に
関
係
し
、
ど
の
よ
う
な
相
違
を
持
ち
、
理
解
と
誤
解
を
生
ん
で
き
た
か

と
い
う
こ
と
を
、
確
認
し
て
い
く
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
翻
っ
て
自
国
の
思
想
・
文
化
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
と
い
う
問
題
と
直
結
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
日
本
の
思
想
に
関
し
て
も
西

洋
哲
学
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
当
て
は

ま
ら
な
い
と
、「
日
本
に
哲
学
な
し
」
と
切
っ
て
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
が

平
然
と
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
西
洋
哲
学
に
該
当
す
る
よ
う
な

「
哲
学
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
木
田
元
が
言
う
よ
う
に
、

「
哲
学
」
が
「
西
洋
と
い
う
文
化
圏
の
特
定
の
時
代
に
成
立
し
た
特
殊
な

知
の
様
式
）
5
（

」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
普
遍
的
な
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
西
洋
哲
学
を
モ
デ
ル
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を
儒
学
に
転
用
し
て
い
く
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
新
た
に
生
か
し
て
い
け
る
か
は
、
今
後
の
課
題
に
属
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
朝
倉
は
、
批
判
仏
教
な
ど
へ
も
視
線
を
向
け
な
が
ら
、

新
儒
家
の
一
つ
の
源
泉
と
な
っ
た
天
台
円
教
の
哲
学
に
可
能
性
を
見
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
や
や
踏
み
込
み
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る

も
の
の
、
従
来
の
よ
う
に
、
京
都
学
派
を
絶
対
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
あ
る
程
度
突
き
放
し
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
視
座
の
中
で
捉
え
直
し

て
い
く
作
業
は
、
今
後
の
比
較
思
想
の
大
き
な
方
向
性
を
示
す
も
の
と
言

え
る
。

　
中
島
や
朝
倉
は
、「
東
ア
ジ
ア
（
日
本
）
に
哲
学
な
し
」
と
か
「
日
本

語
は
哲
学
に
適
さ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
俗
流
の
常
識
が
成
り
立
た
な
い

こ
と
を
き
わ
め
て
明
瞭
に
証
明
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
日
本
語

で
、
日
本
の
伝
統
的
な
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
哲
学
を

成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
日
本
だ
け
で
な

く
、
中
国
や
韓
国
も
同
じ
課
題
に
直
面
し
て
い
る
）。
そ
の
方
向
へ
意
欲

的
な
一
歩
を
進
め
た
の
が
、
竹
内
整
一
で
あ
る
。
日
本
語
の
中
で
も
、
漢

語
が
あ
る
程
度
抽
象
的
な
表
現
を
可
能
に
す
る
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
や
ま
と
言
葉
」
は
、
抽
象
化
し
え
ず
、
も
っ
と
も
「
哲
学
」
に
不
向
き

の
言
葉
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
竹
内
は
、
か
ね
て
よ
り
「
お
の
ず
か
ら
」

と
「
み
ず
か
ら
」
の
微
妙
な
「
あ
わ
い
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
日
本
思

想
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た）
13
（

。
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
、「
あ
り
が

た
い
」「
め
で
た
い
」「
あ
う
」「
あ
い
す
る
」
な
ど
の
「
や
ま
と
言
葉
」（
実

際
に
は
漢
語
由
来
の
言
葉
を
含
む
）
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
西
洋
由
来
で

で
は
、
西
洋
哲
学
に
満
足
で
き
な
い
新
し
い
研
究
者
の
意
欲
的
な
研
究
が

盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る）
10
（

。

　
日
本
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
比
較
思
想
と
銘
打
た
な
い
も
の
の
、
実

際
に
は
新
し
い
比
較
思
想
と
称
す
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
が
続
々
と
現
れ

て
い
る
。
か
つ
て
は
「
哲
学
」
と
言
う
と
、
西
洋
哲
学
の
紹
介
的
な
研
究

に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
日
本
や
ア
ジ
ア
の
哲
学
を
基
盤
と
し
た

創
造
性
に
富
ん
だ
研
究
が
続
出
し
て
い
る
。
そ
の
先
鞭
を
付
け
た
の
は
、

中
島
隆
博
で
あ
ろ
う
。
人
文
系
諸
分
野
の
気
鋭
の
研
究
者
が
執
筆
す
る
岩

波
書
店
の
シ
リ
ー
ズ
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
に
、
中
国
哲
学
を
専
門

と
す
る
中
島
が
「
哲
学
」
を
執
筆
し
た
の
は
、
象
徴
的
な
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
。
中
島
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
、
日
本
な
ど
の
思
想
を
縦
横
に

渉
猟
し
な
が
ら
、「
哲
学
」
を
「
複
数
の
言
語
の
間
に
成
立
す
る
実
践
」

と
し
て
、「
哲
学
者
は
一
種
の
翻
訳
者
だ
）
11
（

」
と
規
定
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
際
の
「
翻
訳
」
は
、
単
に
単
語
を
置
き
換
え
る
よ
う
な
機
械
的
な
作

業
で
は
な
く
、
一
つ
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
異
質
の
他
の
文
化
に
移
せ
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
比
較
思
想
そ
の
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
京
都
学
派
と
新
儒
家
を
比
較
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
中
島
の
著
作
で

も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
朝
倉
友
海
は
こ
の
問
題
を
正
面
に
据
え
な
が

ら
、「
東
ア
ジ
ア
に
哲
学
な
し
」
と
い
う
言
説
（
そ
れ
は
デ
リ
ダ
に
よ
っ

て
増
幅
さ
れ
た
）
へ
の
反
論
を
試
み
て
い
る）
12
（

。
熊
十
力
か
ら
牟
宗
三
へ
の

新
儒
家
の
流
れ
は
、
一
方
で
西
洋
哲
学
の
強
大
な
影
響
下
に
立
ち
な
が

ら
、
他
方
で
そ
れ
に
対
抗
す
る
の
に
仏
教
教
理
の
枠
組
み
を
使
い
、
そ
れ



58

（khora

）
を
提
示
す
る
。
コ
ー
ラ
は
、
も
と
も
と
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
に
出
る
も
の
で
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
世
界

創
造
を
す
る
際
に
、
そ
れ
を
受
容
す
る
場
に
当
る
。
デ
リ
ダ
は
『
コ
ー
ラ

プ
ラ
ト
ン
の
場
』
と
い
う
専
著
で
こ
の
問
題
を
扱
い
、「
メ
タ
フ
ォ
リ
カ

ル
な
意
味
／
本
来
的
な
意
味
と
い
う
極
性
の
彼
方
あ
る
い
は
手
前
へ
コ
ー

ラ
が
赴
く
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
コ
ー
ラ
に
つ
い
て
の
思
考
は
ミ
ュ
ト
ス
／
ロ

ゴ
ス
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
類
同
的
な
極
性
を
超
え
出
て
し
ま
う
の
で
あ

る
）
18
（

」
と
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
規
定
を
超
え
て
、
把
握
で
き
な
い
も
の
と

し
て
い
る
。

　
究
極
の
贈
与
＝
啓
示
と
究
極
の
場
と
し
て
の
コ
ー
ラ
と
い
う
二
つ
の
志

向
は
、
こ
の
世
界
を
超
越
し
て
い
く
一
神
教
の
方
向
と
、
こ
の
世
界
の
内

在
的
な
根
底
を
深
化
さ
せ
て
い
く
方
向
と
い
う
、
二
つ
の
思
考
類
型
を
示

す
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
無
の
場

所
」
や
、
井
筒
俊
彦
の
「
東
洋
的
神
秘
主
義
」
な
ど
と
通
底
し
、
イ
ン
ド

や
中
国
の
思
想
、
ま
た
大
乗
仏
教
に
も
類
似
の
思
想
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
言
う
と
、
再
び
東
西
対
抗
図
式
に
逆
戻
り
す
る

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
と
デ
リ
ダ

と
い
う
現
代
哲
学
の
先
端
的
な
議
論
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
で
あ

り
、
東
西
対
抗
図
式
に
還
元
で
き
な
い
、
よ
り
根
源
的
な
思
考
の
類
型
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
代
哲
学
の
問
題
が
、

比
較
思
想
的
な
広
が
り
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く

る
。
今
や
現
代
哲
学
に
と
っ
て
、
比
較
思
想
の
方
法
は
不
可
欠
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
地
平
か
ら
、
新
し
い
比
較
思
想
を
立
ち
上
げ
て
い
か

な
い
日
本
独
自
の
「
哲
学
」
の
可
能
性
を
導
こ
う
と
し
て
い
る）
14
（

。
必
ず
し

も
十
分
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
西
洋
的
な
概

念
を
前
提
と
せ
ず
に
「
哲
学
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
画

期
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
私
自
身
は
、
必
ず
し
も
「
や

ま
と
言
葉
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
伝
統
的
な
日
本
の
思
想
を
基
盤
と
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
「
哲
学
」
と
し
て
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試
み
を
続
け
て
い

る
が）
15
（

、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
必
ず
し
も
比
較
と
い
う
こ
と
を
直
接
の
テ
ー
マ
と
し
な
い

現
代
哲
学
の
議
論
で
も
、
比
較
思
想
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ

オ
ン
（Jean-Luc M

arion

）
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（Jacques D

errida

）

の
論
争
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う）
16
（

。
マ
リ
オ
ン
は
、「
現
象
学
の
神
学
的
転

回
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
哲
学
動
向
を
代
表
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
と
結

び
つ
い
た
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
「
贈
与
」
の

観
念
で
あ
る
。「
贈
与
」
は
現
象
学
に
お
け
る
「
所
与
」
の
問
題
と
関
わ

り
つ
つ
、
究
極
的
に
は
宗
教
へ
と
向
か
い
、
神
に
よ
る
啓
示
の
問
題
と
な

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ
の
批
判
は
、
贈
与
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
に
対
す
る
見
返
り
が
生
じ
、
交
換
と
い
う
経
済
に
帰
着
す
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
施
者
も
な
く
、
施
物
も
な
く
、

受
者
も
な
い
よ
う
な
純
粋
な
贈
与
が
可
能
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ

る
。
そ
れ
が
神
に
よ
る
贈
与
＝
啓
示
と
な
る）
17
（

。

　
デ
リ
ダ
は
、
贈
与
の
根
源
に
「
根
拠
な
き
根
拠
」
と
し
て
の
コ
ー
ラ
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こ
の
論
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し
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岩
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贈
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治
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学
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版
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、
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適
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。
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。
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友
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。
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。
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〇
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。
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。
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