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を
狭
義
の
「
哲
学
」
に
限
定
せ
ず
、
広
く
「
思
想
」
と
捉
え
る
ほ
う
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。末
木
も
本
誌
第
四
十
号
で
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
思
想
」「
哲
学
」
あ
る
い
はphilosophy

の
意
味
を
検

討
す
る
よ
り
、
こ
こ
で
は
「
比
較
」
の
あ
り
方
に
焦
点
を
し
ぼ
る
ほ
う
が
、

本
学
会
が
問
う
べ
き
比
較
思
想
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
資
す
る
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
比
較
す
る
主
体
の
態
度
を
哲
学
的
に
、
あ
る
い
は

思
想
的
に
反
省
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
我
々
の
学
的
態
度
を
確
認
す
る
こ

と
が
比
較
思
想
の
あ
り
方
を
問
う
必
須
の
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
大
雑
把
に
い
え
ば
、「
比
較
思
想
」
は
関
心
を
寄
せ
る
思
想
的
事
柄
を
、

西
洋
や
東
洋
の
あ
る
地
域
に
限
定
し
た
思
想
史
を
参
照
し
つ
つ
、
地
域
研

究
の
枠
を
超
え
た
世
界
的
思
想
文
脈global context

に
意
味
づ
け
る
作

業
、
あ
る
い
は
世
界
的
視
点w

orld perspective

か
ら
思
想
の
地
域
研

究
の
成
果
を
類
型
的
に
整
理
し
、
そ
の
諸
類
型
の
比
較
を
行
う
こ
と
と
も

い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
学
的
営
み
を
通
じ
て
、
異
文
化
・
諸
思

一
　
比
較
思
想
と
い
う
こ
と

　　
本
誌
第
四
〇
号
で
「
比
較
思
想
の
新
た
な
射
程
」
と
い
う
特
集
が
組
ま

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
比
較
思
想
の
今
日
的
な
あ
り
方
を
提
言
す
る
興
味

深
い
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
比
較
思
想
の
可
能
性
を
問
う
議

論
の
総
括
的
な
一
文
を
筆
者
も
寄
稿
し
た
。
こ
の
東
京
地
区
例
会
の
発
表

も
、そ
の
内
容
と
重
な
る
の
で
前
号
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
、
本
学
会
は
「
比
較
思
想
学
会
」
で
あ
り
、
研
究
成
果
を
公
開
す

る
学
会
誌
（
本
誌
）
の
タ
イ
ト
ル
は
「
比
較
思
想
研
究
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
英
語
訳
はStudies in Com

parative Philosophy

で
あ

る
。
こ
こ
に
「
思
想
」
がphilosophy

と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
中
村
元
はphilosophy

が
日
本
語
で
「
思
想
」
と
い
う
語
で
表

現
す
る
内
実
に
近
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
峰
島
は
指
摘
し
て
い
る
（
峰

島
旭
雄
、『
比
較
思
想
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
九
〇
年
）。Philosophy

〈
特
集
３　

今
、
比
較
思
想
の
方
法
論
を
問
う　

第
一
回
〉

廣
　
澤
　
隆
　
之
　

　
比
較
思
想
の
あ
り
方
を
問
う
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の
、
新
た
な
比
較
思
想
の
射
程
が
見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
、
検
討
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。「
東
と
西
」
と
い
う
区
分
に
お
け
る
思
想
の
類
型
的
対
比
と

い
う
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
を
求
め
る
営
み
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
私
の
関
心
で
い
え
ば
、
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
の
『
西
と
東
の
神
秘

主
義
』
は
古
典
的
名
著
で
あ
る
が
、
学
派
を
形
成
し
な
か
っ
た
オ
ッ
ト
ー

の
思
想
は
今
日
に
お
い
て
も
有
益
な
示
唆
に
富
む
と
思
え
る
。
彼
は
カ
ン

ト
哲
学
で
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
を
フ
リ
ー
ス
の
哲
学
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
い

ず
れ
の
宗
教
も
「
聖
な
る
も
の
」
を
受
け
と
め
る
内
面
的
態
度
と
し
て
捉

え
、
そ
の
「
聖
な
る
も
の
」
は
合
理
と
非
合
理
の
複
合
体
と
考
え
た
。
そ

し
て
そ
の
非
合
理
的
要
素
を
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
い
う
宗
教
感
情
と
理
解
し

た
。
こ
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
類
型
は
多
分
に
旧
約
聖
書
的
色
合
い
が
濃
い
と

し
て
も
、
文
化
的
制
約
を
超
え
て
イ
ン
ド
の
宗
教
に
も
、
東
ア
ジ
ア
の
宗

教
に
も
通
底
す
る
と
い
う
確
信
を
懐
い
て
い
た
。

　
す
で
に
彼
は
あ
る
意
味
で
は
井
筒
俊
彦
の
志
向
の
先
駆
と
な
る
方
法
を

提
示
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
が
い
か
ん
な
く
発

揮
さ
れ
た
の
が
『
西
と
東
の
神
秘
主
義
』
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
く
地
理

的
・
時
代
的
に
隔
絶
し
た
思
想
家
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
シ
ャ

ン
カ
ラ
と
の
比
較
研
究
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
思
想
類
型
を
異
に
す
る

両
者
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
。
彼
が
求
め
た
の
は
人
間
が
そ

の
歴
史
的
・
文
化
的
制
約
を
超
え
て
し
ま
う
と
想
定
さ
れ
た
神
秘
体
験
の

思
想
的
表
現
で
あ
る
神
秘
主
義
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ

の
表
現
か
ら
歴
史
的
制
約
を
受
け
な
い
「
共
時
的
構
造
」（
井
筒
俊
彦
）

想
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
的
基
盤
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
己
を
確
認
す
る
作
業
に
お
い
て
、
自
己
に
と
っ
て
の
他

者
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
が
西
欧
文
明
の
世
界
進
出
と
と
も
に
、
西
洋
と

非
西
洋
の
関
係
に
お
け
る
文
化
的
他
者
へ
の
関
心
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

と
り
わ
け
、
近
代
西
洋
に
と
っ
て
古
代
か
ら
高
度
な
文
化
・
思
想
体
系
を

そ
な
え
た
東
洋
は
比
較
対
象
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
東
洋
に
と
っ
て
は
西
洋
近
代
の
文
明
が
世
界
を
席
巻
す
る
過
程

で
、
伝
統
文
化
を
維
持
す
る
の
み
で
は
近
代
化
を
望
め
な
い
現
実
に
直
面

し
、
西
洋
近
代
と
伝
統
と
の
緊
張
し
た
関
係
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
東
洋
に
お
い
て
も
西
洋
と
い
う
他
者
と
自
己
の
存
立
基

盤
と
の
対
比
的
な
比
較
が
要
請
さ
れ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、「
西
と
東
」
と
い
う
比
較
思
想
の
視
点
は
容
易
に
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
東
と
西
と
の
異
文
化
間
に
お
け
る
対
話
を
通

じ
て
、
新
た
な
文
化
創
出
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
、
比
較
思
想
は
東
西
対
話East-W

est D
ialogue

と
も
い

え
る
。
そ
し
て
地
理
的
に
も
東
西
が
出
会
う
ハ
ワ
イ
大
学
でEast-W

est 
Philosophers’ Conferences

が
一
九
二
三
年
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
象

徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
は
積
極
的
に
東
西
の
哲
学
交

流
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
情
報
が
ま
た
た
く
間
に
世
界
に
同
時
発
信
さ
れ
、
世
界
が
同
質

の
情
報
を
共
有
で
き
る
現
代
に
お
い
て
、
東
と
西
の
区
分
は
か
つ
て
の
よ

う
に
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
よ
う
な
学
的
活
動
が
東
│
西
と

い
う
枠
を
地
理
的
な
文
化
伝
統
に
設
定
す
る
限
り
、
現
代
的
な
意
味
で
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二
　
比
較
思
想
は
な
ぜ
求
め
ら
れ
る
の
か

　
さ
て
本
学
会
の
第
四
十
回
大
会
で
は
比
較
思
想
の
営
み
を
「
他
者
理

解
」
と
し
て
と
ら
え
る
軸
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
伊
東
俊
太

郎
の
基
調
講
演
に
も
明
確
に
語
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
自
己
│
他
者
の
関
係

に
お
い
て
、
両
者
に
共
通
す
る
「
普
遍
的uni-versal

」
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、
自
他
に
通
底
す
るtrans-versal

な
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
課

題
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
求
め
は
自
己
と
他
者
を
相
互
的
に
「
変
換
す
る
」

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
ち
、
未
来
志
向
的
な
「
共
創co-creation

」
で
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
に
遡
及
す
る
思
想
史
解
釈
の
み
な
ら
ず
、

過
去
と
未
来
が
交
差
す
る
「
今
」
に
視
点
を
確
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い

う
示
唆
的
な
提
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
提
言
を
私
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、

他
者
と
関
係
す
る
現
在
の
自
己
の
存
在
了
解
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
思
え
る
。

　
こ
の
自
己
の
存
在
了
解
が
、
い
わ
ば
西
洋
哲
学
的
な
文
脈
の
み
で
、
い

や
西
洋
哲
学
史
の
理
解
の
範
囲
内
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
私
に
と
っ
て
の
「
自
己
」
は
文
化
的
に
規
制
さ
れ
た
枠
に
閉

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
態
の
中
で
自
己
を
問
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
」
を
文
化
的
に
規
制
す
る
「
今
」
の
状
況
を
把
握

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
比
較
思
想
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

「
私
」
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
に
弓
状
に
連
な
る

列
島
の
一
点
に
生
存
し
、
そ
の
列
島
の
自
然
と
い
う
他
者
と
関
係
し
生
を

営
み
、
し
か
も
日
本
近
代
の
知
を
幼
少
の
頃
よ
り
浴
び
続
け
、
し
か
も
身

を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
体
験
の
奥
深
く
に
潜
む
普
遍
を
求
め
る
思
想
的
営
為
は
西

田
幾
多
郎
や
西
谷
啓
治
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ゆ
え
に
東
│
西
の

枠
を
外
し
た
思
想
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
田
も
西
谷
も

東
と
西
の
思
想
を
引
用
し
つ
つ
、
自
ら
が
比
較
思
想
と
し
て
の
方
法
を
適

用
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
必
要
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
、
中
村
元
は
「
普
遍
」
を
世
界
思
想
史
を
俯
瞰
す
る
視
点

か
ら
求
め
る
。
彼
は
和
辻
を
継
承
し
つ
つ
世
界
思
想
史
に
お
け
る
思
想
の

諸
類
型
が
共
有
し
、
人
間
的
理
性
が
要
求
す
る
課
題
を
未
来
志
向
的
に
求

め
る
。
そ
し
て
「
人
類
一
般
の
平
和
と
幸
福
と
い
う
目
的
」
に
資
す
る
も

の
を
探
究
す
る
こ
と
が
比
較
思
想
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の

よ
う
な
理
想
主
義
的
、
そ
し
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
志
向
と
実
証
的
な
文
献

学
と
の
統
合
さ
れ
た
中
村
の
比
較
思
想
の
視
点
は
、
今
日
で
も
世
界
思
想

史
の
複
数
の
類
型
を
切
り
出
し
て
、
そ
れ
ら
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
方
法

と
し
て
本
学
会
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
我
々
は
比
較
思
想
の
自
覚
を
欠
く
西
田
や
西
谷
の
思
想
的
営
み
と
、
強

く
比
較
思
想
を
自
覚
す
る
中
村
の
学
的
営
為
を
模
範
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
も
こ
の
対
極
的
な
両
方
向
を
自
己
の
方
法
の
内
に
取
り
込
む
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
は
そ
れ
な
り
に
意
義
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
我
々
が
何
故
に
比
較
思
想
を
課
題
に
す
る
か
と
い
う
問
い
と
直

結
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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が
精
妙
な
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
。
む
し

ろ
西
田
幾
多
郎
に
な
ら
え
ば
、
寄
せ
木
細
工
の
一
片
が
表
面
に
見
え
る
限

り
、
そ
の
一
片
の
「
自
己
」
は
「
歴
史
的
表
現
点
」
で
あ
り
、
一
片
が
他

の
要
素
と
複
雑
に
関
係
し
合
い
寄
せ
木
細
工
を
成
り
立
た
せ
る
（
構
造
化

す
る
）
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
「
場
所
的
論
理
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
西
田
の
「
場
所
的
論
理
」
は
壮
大
な
世
界
の
中
に
自
己
を
了
解
す
る
と

い
う
意
味
で
、
華
厳
思
想
に
近
接
し
て
い
る
。
し
か
し
西
田
は
そ
の
こ
と

を
自
覚
的
に
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
存
在
了
解
に
お
い
て

見
落
と
さ
れ
て
い
た
の
は
は
た
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
Ｒ
・
オ
ッ
ト
ー
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
、
西
田
に
し
ろ
西
谷
に

し
ろ
、
神
秘
主
義
に
大
き
く
傾
き
つ
つ
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
人
類
が
共

有
す
る
非
合
理
な
情
念
（
狂
気
や
呪
術
）
が
な
ぜ
視
野
に
入
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
懐
く
と
、
西
田
の
影
響
が
顕
著
な

木
村
敏
の
精
神
病
理
学
や
岩
田
慶
治
の
文
化
人
類
学
の
展
開
が
き
わ
め
て

示
唆
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
類
が
共
有
す
る
非
合
理
な
情
念
を
自
己
の
存

在
了
解
に
組
み
込
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
か
ら
の
比
較
思
想
は
、
い
わ
ゆ
る
西
洋

哲
学
主
導
の
立
場
か
ら
離
れ
、
さ
ら
に
視
野
を
広
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
近
代
の
知
を
問
う
こ
と
は
、
近
代
知
が
見
失
っ
た
も
の
を
も

う
一
度
自
己
の
内
に
確
認
す
る
作
業
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
の
西
洋

哲
学
を
核
と
す
る
比
較
思
想
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
も
う
一
度
、
東
│
西
の
思
想
を
比
較

す
る
こ
と
の
意
義
を
反
省
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

体
的
に
は
日
本
的
エ
ー
ト
ス
が
染
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
自
己
」
を
突
き
放
し
て
眺
め
れ
ば
、
そ
の
正
体
は
漠
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
少
な
く
と
も
思
想
的
に
は
、
日
本
の
近
代

知
の
あ
り
方
が
総
体
と
し
て
問
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
言
説
に
お
い
て

「
自
己
」
を
定
位
す
る
近
代
知
的
傾
向
が
問
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
近
代
の
知
を
日
本
の
文
化
的
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
は
至
難

で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
近
代
を
照
射
す
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ

こ
に
は
種
々
の
要
素
が
、
ま
る
で
寄
せ
木
細
工
的
に
、
微
妙
な
組
み
合
わ

せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
明
治
期
か
ら
の
近
代
の
教
養
人
の
知
の
あ
り
方
を
眺
め
る
と
、
我
々
が

受
け
た
教
育
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
見
事
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
分

か
る
。
ま
ず
近
世
的
素
養
が
歴
然
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
明
治
期
の
知

識
人
は
近
世
的
な
教
養
と
し
て
の
漢
籍
に
対
す
る
膨
大
な
知
識
を
集
積
し

て
い
た
。
そ
れ
は
夏
目
漱
石
の
文
章
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て

儒
教
的
道
徳
観
念
は
拭
い
が
た
く
あ
る
。
し
か
も
神
道
的
な
世
界
観
や
習

俗
も
組
み
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
仏
教
的
な
人
生
観
も
強
く
支
配
す
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
的
風
土
に
、
西
洋
近
代
が
内
包
す
る
合
理
│
非

合
理
の
桎
梏
（
啓
蒙
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
な
ど
）
が
東
と
西
の
対
比
的
な

自
覚
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
近
代
知
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
見
事
な
知
の
寄
せ
木
細
工
が
で
き

あ
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
丸
山
真
男
の
よ
う
に
「
無
構
造
の
伝
統
」
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
複
合
す
る
全
体
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す
べ
て
は
他
者
的
で
あ
り
、
し
か
も
自
己
を
規
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
他

者
理
解
と
い
う
課
題
は
重
い
。
し
か
も
過
去
と
未
来
は
決
定
的
に
他
者
的

で
あ
り
、
死
者
も
そ
う
で
あ
り
、
知
に
と
っ
て
異
常
や
狂
気
と
い
う
情
念

も
他
者
的
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
他
者
こ
そ
が
、
自
己
を
規
定
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
も
は
や
比
較
思
想
に
お
い
て
東
と
西
の

似
た
よ
う
な
思
想
を
比
較
す
る
と
い
う
営
み
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ

か
さ
え
、
不
明
に
な
る
。
そ
も
そ
も
テ
キ
ス
ト
解
読
と
い
う
営
み
が
、
そ

の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
と
い
う
思
想
と
連
動
す
る
な
ら
、
平
面
に
東
と

西
の
思
想
を
類
型
的
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
テ
キ
ス
ト
に
開

か
れ
た
未
知
な
る
他
者
と
の
対
話
を
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
世
界
に
定
位

す
る
こ
と
が
比
較
思
想
の
出
発
点
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
具
体
的
に
は
、
私
の
場
合
、
仏
教
文
献
を
解
釈
す
る
際
に
、
現
代
の
言

説
の
中
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
開
く
営
み
を
通
じ
て
、
近
代
の
知
の
成
果

も
、
そ
し
て
近
代
批
判
の
知
の
営
み
も
複
合
的
に
関
係
す
る
と
思
え
る
。

そ
の
営
み
を
比
較
思
想
と
し
て
自
覚
的
に
遂
行
す
る
こ
と
は
、
東
と
西
の

思
想
を
比
較
す
る
の
で
は
な
い
、新
た
な
比
較
思
想
研
究
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。

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

三
　
東
―
西
の
比
較
は
可
能
か

　
さ
て
「
自
己
」
が
近
代
知
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
状
況
で
、
私
た
ち
に

と
っ
て
東
│
西
の
比
較
思
想
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
東
の
思
想
を
西
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
西
洋
近
代
が

世
界
を
席
巻
し
た
状
況
に
お
け
る
自
己
の
存
在
了
解
を
求
め
る
こ
と
を
動

機
と
し
て
い
た
。
し
か
し
自
己
を
東
に
定
位
す
る
ほ
ど
、
私
は
東
の
思
想

に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
西
の
思
想
が
内
面
を
規
定
し
て
い
る
。

非
西
洋
的
な
エ
ー
ト
ス
の
中
に
生
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
想
的
に
自

己
を
問
う
と
き
に
は
、
東
が
他
者
的
で
あ
り
、
西
が
自
己
と
な
っ
て
い
る

こ
と
さ
え
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
私
」
が
東
か
ら
西
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
東
ア

ジ
ア
と
い
う
地
理
的
・
文
化
的
背
景
が
自
己
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
錯

覚
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
近
世
か
ら
明
治
期
の
教
養
人
の
よ
う
に
東
ア
ジ

ア
の
文
明
を
自
己
の
内
に
肉
化
し
て
い
な
い
。
福
沢
諭
吉
が
「
脱
亜
」
を

い
う
ほ
ど
に
、
脱
す
べ
き
「
亜
」
が
自
己
の
内
に
確
認
で
き
な
い
。
漢
籍

も
読
め
ず
、
儒
教
的
倫
理
も
身
に
つ
い
て
い
な
い
し
、
内
村
鑑
三
た
ち
の

よ
う
に
武
士
道
が
心
の
内
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な

私
に
と
っ
て
東
も
実
は
他
者
的
で
あ
り
、
実
際
に
は
西
も
他
者
的
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
昨
今
い
わ
れ
る
よ
う
に
異
文
化
理
解
と
い
う
よ
り
、
文

化
内
に
存
在
す
る
は
ず
の
自
己
了
解
に
お
い
て
西
と
東
が
他
者
的
に
現
れ

出
る
と
さ
え
思
え
る
。


