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メ
ン
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フ
・
ゲ
レ
オ
ン

　
今
日
、
比
較
思
想
学
会
の
第
四
三
回
大
会
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
と
し
て
招
待
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
三
月

に
開
催
さ
れ
た
研
究
会
で
は
、
発
表
の
後
と
て
も
面
白
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
比
較
思
想
学
会
は
比
較
哲
学
を
奨
励

す
る
学
会
と
し
て
哲
学
的
学
問
と
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
多
く
寄
与
す
る
の
で

哲
学
世
界
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
今
日
も
岩
野
卓
司
先

生
、
木
岡
伸
夫
先
生
、
そ
し
て
竹
内
整
一
先
生
の
発
表
を
三
つ
拝
聴
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
色
々
勉
強
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
を
創
造
す
る
機

会
に
参
加
し
た
よ
う
に
感
じ
て
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
再
考
・
日
本
人
の
思
惟
方
法
」

で
し
た
。
テ
ー
マ
の
意
味
は
、「
日
本
哲
学
」
あ
る
い
は
「
日
本
人
の
哲
学
」

と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
で
宜
し
い
か
と
思
い
ま

す
。「
日
本
哲
学
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
法
と
場
所
は
何
で
し
ょ

う
か
。
日
本
哲
学
と
他
の
哲
学
的
伝
統
を
分
け
る
何
か
が
有
る
で
し
ょ
う

か
。「
日
本
哲
学
」
と
い
う
概
念
は
決
定
で
き
る
本
質
を
同
定
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。「
日
本
哲
学
」
と
し
て
指
し
示
さ
れ
る
哲
学
は
全
て
共
通
す

る
も
の
が
あ
り
、
他
の
伝
統
か
ら
出
た
哲
学
と
全
然
違
う
も
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
日
本
哲
学
に
於
け
る
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、

本
質
的
な
共
通
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
日
本
哲
学
の
本
質
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
哲
学
者
自
身
が
属
す
る
民
族
性
で
し
ょ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
が
書
か

れ
た
言
語
で
し
ょ
う
か
。
哲
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
法
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
哲
学
を
考
え
る
日
本
人
と
日
本
に
住
む
哲
学
者
に
の
み
な
ら
ず
、

日
本
哲
学
を
研
究
し
た
り
書
い
た
り
す
る
、
外
国
に
住
む
外
国
人
に
も
大

切
な
、
解
決
し
な
く
て
い
け
な
い
質
問
に
な
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
問
題
を
解
決
す
る
の
に
必
要
な
鍵
は
勿
論
「
哲
学
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
で
す
。
皆
様
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
西
周
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ア
メ
リ
カ
か
ら
き
た
哲
学
を
、
近
代
以
前
に
日
本
で
発
展
し
た
思
想
と

識
別
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
概
念
的
区
別
に
よ
っ
て
種
々
の
考
え
方
を
識

別
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
伝
統
と
伝
統
の
間
に
あ
る
区
別

は
本
質
的
だ
と
い
う
主
張
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
伝
統
の
本
質
化

は
維
持
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
他
者
を
理
解
す

る
こ
と
と
、
比
較
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
不
可
能
に
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
本
質
主
義
に
よ
る
と
、
日
本
哲
学
の
中
に
方
法
、
立
場
、

そ
し
て
所
信
の
多
様
性
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
分
析
哲
学
者

の
よ
う
に
、
哲
学
を
「
論
理
と
議
論
の
構
想
を
分
析
す
る
こ
と
」
と
し
て

定
義
す
れ
ば
、
道
元
と
空
海
の
よ
う
な
思
想
者
は
哲
学
者
と
し
て
見
な
さ

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
そ
う
い
う
哲

学
の
基
準
に
至
れ
な
い
と
言
え
ま
す
。
も
し
、「
哲
学
」
と
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
概
念
の
明
確
化
、
西
谷
啓
治
に
よ
る
と
自
己

発
見
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ラ
ル
ド
の
「
文
化
的
な
イ
デ
ィ
オ
ム
の
翻
訳
」
と
し
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ち
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
公
案
は
比
較
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
明
ら
か
に
す
る
比
喩
に
な
り
ま
す
。
比
較
哲
学
は
あ
る
意
味
で
、
会

話
と
し
て
理
解
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
哲
学
者
は
自
分
の
立
場
の

み
に
立
つ
と
会
話
は
不
可
能
で
す
。
し
か
し
、
他
者
の
立
場
を
理
解
す
る

た
め
に
自
分
の
立
場
を
出
る
と
、
ま
え
の
立
場
が
な
く
な
っ
て
変
身
し
ま

す
。
例
え
ば
井
上
円
了
が
仏
教
の
概
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
概
念
を
利

用
し
て
解
釈
し
た
と
き
、
彼
が
使
っ
た
仏
教
の
言
葉
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学

の
言
葉
と
の
意
義
と
意
味
が
変
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
比
較
哲
学
の
目

的
で
す
。

　
だ
か
ら
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
有
り
難
い
で
す
。
今
日

の
テ
ー
マ
に
よ
る
と
、
日
本
哲
学
の
特
徴
は
方
法
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、

分
析
哲
学
と
い
わ
ゆ
る
コ
ン
テ
ィ
ネ
ン
タ
ル
（
大
陸
）
哲
学
と
の
区
別
は
、

言
語
と
哲
学
者
の
民
族
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
哲
学
者
の
方
法
で
す
。
そ

れ
に
加
え
て
、
岩
野
卓
司
先
生
、
木
岡
伸
夫
先
生
、
そ
し
て
竹
内
整
一
先

生
は
、
皆
、
比
較
哲
学
の
方
法
と
役
割
を
理
解
す
る
た
め
に
、
哲
学
の
「
贈

与
」、「
あ
い
だ
」、
ま
た
は
「
あ
わ
い
」
と
い
う
必
要
な
概
念
を
分
析
し

て
く
れ
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
、
テ
キ
ス
ト
と
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
、
思

想
者
と
思
想
者
の
あ
い
だ
と
あ
わ
い
の
哲
学
的
な
共
同
体
を
調
べ
る
と
比

較
哲
学
が
生
じ
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
ジ
ョ
ー
ン
・
マ
ラ
ル
ド
が
述
べ

た
よ
う
に
、
哲
学
と
は
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
文
化
的
な
イ
デ
ィ
オ

ム
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
、
三
つ
の
発
表

を
拝
聴
し
た
と
き
、
比
較
哲
学
の
意
味
を
よ
り
深
く
理
解
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

て
定
義
す
れ
ば
、
道
元
も
荻
生
徂
徠
も
哲
学
者
に
な
り
ま
す
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
戻
る
前
に
、
全
然
関
係
が
な
い
話
を
二
つ

伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
話
は
井
上
円
了
に
関
す
る
も
の
で
す
。

日
本
に
は
妖
怪
学
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
井
上
円
了
は
、
実
は

ま
じ
め
な
哲
学
者
と
し
て
「
仏
教
哲
学
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
学
問

と
し
て
考
え
て
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
井
上
円
了
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
主
義
に
従
っ
て
妖
怪
信
仰
を
壊
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
井
上
円
了
は
本
当
に
妖
怪
信
仰
を
批
判
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
妖

怪
信
仰
は
本
当
に
合
理
の
反
対
で
し
ょ
う
か
。
円
了
は
東
洋
大
学
を
退
職

し
た
あ
と
で
、
哲
学
堂
公
園
を
作
り
ま
し
た
。
哲
学
堂
公
園
の
哲
理
門
の

中
に
は
幽
霊
と
天
狗
が
い
ま
す
。
勿
論
、
幽
霊
と
天
狗
は
哲
学
的
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
、
天
狗
と
幽
霊
は
寺
院
の
山
門
に
い
る
仁
王
の

よ
う
に
哲
理
門
に
入
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味

で
し
ょ
う
か
。
哲
学
は
妖
怪
学
や
民
族
宗
教
と
の
関
係
が
有
る
で
し
ょ
う

か
。
哲
理
門
の
中
に
い
る
幽
霊
と
天
狗
は
哲
学
の
中
に
も
哲
学
で
は
な
い

も
の
も
あ
り
、
哲
学
で
は
な
い
文
献
と
思
想
の
中
に
も
哲
学
的
な
も
の
も

有
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
す
。

　
二
つ
目
の
話
は
『
無
門
関
』
か
ら
借
り
ま
す
。『
無
門
関
』
の
第
五
則

に
よ
る
と
、
あ
る
人
は
足
で
も
手
で
も
樹
の
枝
に
触
ら
な
く
て
口
で
枝
に

ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
、
誰
か
が
「
ど
う
し
て
達
磨
が
西
か
ら

来
ま
し
た
か
」
と
聞
き
ま
し
た
。
も
し
樹
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
人
が
答

え
な
い
と
失
礼
に
な
り
ま
す
が
、
答
え
る
と
死
ぬ
と
い
う
問
題
に
な
り
ま

す
。
そ
う
い
う
話
は
禅
宗
の
伝
統
に
お
い
て
、
難
し
い
歴
史
と
意
味
を
持
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最
後
に
先
生
方
に
質
問
が
あ
り
ま
す
。
岩
野
先
生
の
発
表
で
す
が
、
諸

国
、
動
物
、
植
物
、
そ
し
て
生
死
の
六
界
が
含
ま
れ
る
一
つ
の
世
界
、
西

田
の
言
葉
を
使
っ
た
ら
、
世
界
的
世
界
は
哲
学
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て

解
釈
で
き
ま
す
か
。
そ
う
す
る
と
、
比
較
哲
学
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
哲
学
と

い
う
ほ
う
が
宜
し
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
も
う
一
つ
は
、
哲
学
の
役
割

は
贈
与
と
す
れ
ば
、
哲
学
は
商
品
化
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
木
岡
先
生

の
発
表
で
す
が
、
哲
学
の
場
所
は
間
文
化
、
あ
と
は
相
互
主
観
性
の
間
と

す
れ
ば
哲
学
の
方
法
は
、
デ
ィ
ア
ロ
ジ
カ
ル
会
話
的
に
な
り
ま
す
か
。
方

法
も
間
に
あ
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
い
け
な
い
で
す
か
。
竹
内
先
生
の
発

表
の
、「
あ
わ
い
」
と
い
う
の
は
日
本
の
も
の
よ
り
世
界
的
な
現
象
を
解

釈
で
き
る
、
日
本
伝
統
で
発
展
さ
せ
た
概
念
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し

ょ
う
か
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（G
ereon kopf

　
宗
教
学
・
比
較
哲
学
、
ル
タ
ー
大
学
教
授
）


