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比
較
思
想
学
会
の
設
立
者
で
あ
る
中
村
元
博
士
は
、
思
想
の
比
較
類
型

学
的
な
方
法
を
推
進
し
、
一
方
で
東
西
の
思
惟
方
法
の
相
違
を
通0

時
的

0

0

に

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
世
界
の
諸
民
族
が
も
つ
思
想
形
態

に
共
通
す
る
発
展
を
共
時
的

0

0

0

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
こ
と
は

夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
比
較
思
想
の
主
な
著
書
に
『
東
洋
人
の
思

惟
方
法
』
が
あ
る
が
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
み
、
新
た
に
比
較
思
想
の
研
究
が
重
要
性
を
増
す
状
況
が
生
じ
て
き

た
。
民
族
紛
争
や
国
際
的
な
テ
ロ
の
拡
大
が
進
む
中
で
、
従
来
の
よ
う
な

欧
米
の
哲
学
思
想
の
優
位
は
完
全
に
崩
壊
し
、
西
洋
中
心
主
義
が
無
効
と

な
っ
た
現
在
、
西
洋
を
基
準
に
し
て
東
洋
を
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
た

め
て
東
洋
的
思
惟
の
深
層
に
せ
ま
っ
て
、
そ
の
独
自
性
を
探
っ
て
ゆ
く
こ

と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
大
会
で
は
、
非
西

洋
的
思
惟
が
も
つ
独
自
性
に
つ
い
て
の
基
調
講
演
の
あ
と
、「
再
考
・
日

本
人
の
思
惟
方
法
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
、
三
名
の
先
生
方
に
、

独
自
の
視
点
か
ら
語
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

基
調
講
演
「
形
而
上
学
と
し
て
の
比
較
哲
学

―
ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
と
井
筒
俊
彦
を
手
引
き
と
し
て
―
」

永
井
晋
（
東
洋
大
学
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
再
考
・
日
本
人
の
思
惟
方
法
」

（
１
）　
共
同
体
と
贈
与
を
め
ぐ
る
日
本
的
思
惟
の
深
層

―
宮
沢
賢
治
の
場
合
― 

岩
野
卓
司
（
明
治
大
学
）

（
２
）　〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
思
考

―
近
代
日
本
哲
学
へ
の
視
座
― 

木
岡
伸
夫
（
関
西
大
学
）

（
３
）　「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」

竹
内
整
一
（
鎌
倉
女
子
大
学
）

〈
特
集
１　

再
考
・
日
本
人
の
思
惟
方
法
〉

井
　
上
　
克
　
人
　

　
趣
旨
説
明



14

　
こ
の
よ
う
に
し
て
現
象
と
し
て
救
い
出
さ
れ
た
中
間
界
、
イ
マ
ジ
ナ
ル

の
純
粋
映
像
の
世
界
は
、
新
た
な
知
の
理
論
を
形
成
す
る
が
、
そ
こ
に
お

い
て
こ
そ
、「
形
而
上
学
と
し
て
の
現
象
学
的
比
較
哲
学
」
が
可
能
に
な

る
と
、
永
井
氏
は
強
調
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
創
造
的
想
像
力
へ
の

還
元
に
よ
っ
て
経
験
的
多
様
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
者
の
象
徴
・
元
型
へ

と
変
容
し
た
諸
伝
統
を
、
超
歴
史
的
な
光
の
交
錯
と
し
て
比
較
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
次
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
と
く
に
日
本
人
の
思
惟
方
法
に
テ
ー
マ
を

特
化
さ
せ
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
ず
岩
野
卓
司
氏
だ
が
、
氏
は
西
欧

の
共
同
体
が
モ
ノ
セ
フ
ァ
ル
（
単
頭
）
志
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
指
摘

か
ら
話
を
始
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
「
神
」、「
王
」、「
父
」
の
よ
う
な
「
頭
」

や
「
中
心
」
に
よ
る
支
配
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
宮
沢
賢
治
の
思
想
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
氏
は
示
唆

す
る
。
賢
治
が
考
え
る
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
共
同
体
で
は
「
頭
」
や
「
中
心
」

は
不
在
で
あ
っ
て
、
人
間
も
中
心
で
は
な
く
、
動
物
、
植
物
、
鉱
物
、
異

界
の
者
が
脱
中
心
的
な
形
で
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
頭
」

や
「
中
心
」
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
そ
の
傲
慢
さ
か
ら
身
を
亡
ぼ
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
賢
治
は
徹
底
的
に
ポ
リ
セ
フ
ァ
ル
（
多
頭
）
あ
る
い

は
ア
セ
フ
ァ
ル
（
無
頭
）
と
み
な
し
え
よ
う
。
彼
の
こ
う
し
た
脱
中
心
的

な
思
想
の
背
景
に
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
も
通
じ
る
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

の
発
想
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
共
同
体
で
は
「
贈
与
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
、
と
岩
野
氏
は
言
う
。
商
取
引
に
よ
る
経
済
、
貨
幣
と
の
交
換
、
貨

　
ま
ず
、
基
調
講
演
を
さ
れ
た
永
井
晋
氏
は
、「
比
較
哲
学
」
と
は
何
か

と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
考
察
を
行
う
。
氏
は
比
較
哲
学

を
形
而
上
学
と
し
て
見
直
し
、
そ
の
方
法
と
し
て
現
象
学
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
比
較
哲
学
」
の
新
た
な
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
試
み
る
。

　
西
洋
の
学
問
に
お
け
る
「
比
較
」
は
、
西
洋
の
優
位
を
確
認
す
る
こ
と

が
主
た
る
動
機
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
根
本
的
に
西
洋
中
心
的
な
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
線
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
弊
か
ら
抜
け
出
る
た

め
、
氏
は
コ
ル
バ
ン
の
現
象
学
的
方
法
に
着
目
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
ル

バ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
「
現
象
」
の
定
義
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
も
し

く
は
秘
教
に
お
け
る
現
象
概
念
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
伝
統
で
は
、「
現
れ
」
と
「
隠
れ
」
の
現
象
に

着
眼
し
、
顕
現
の
元
に
隠
れ
た
も
の
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
開

示
は
解
釈
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
氏
は
語
る
。

　
コ
ル
バ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
を
意
識
し
つ
つ
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘

主
義
を
手
引
き
と
し
て
行
う
現
象
学
的
分
析
は
、
神
を
そ
の
絶
対
内
在

0

0

0

0

に

お
い
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
元
型
的
比
較
哲
学
の
可
能
性
が

見
ら
れ
る
と
氏
は
見
る
。
こ
の
よ
う
に
神
・
一
者
を
超
越
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
の
絶
対
の
内
在
に
お
い
て
、
徹
底
し
て
内
か
ら
経
験
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
内
在
を
想
像
的
・
創
造
的
な
イ
メ
ー
ジ

0

0

0

0

と
し
て
描
き
出
す
こ

と
こ
そ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
課
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
コ
ル
バ
ン

に
よ
れ
ば
、
神
・
一
者
は
、
そ
の
媒
体
次
元
と
し
て
「
想
像
さ
れ
た
多
様

な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
世
界
」
を
通
し
て
自
己
顕
現
（
神
顕
現
）
す
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
（
東
洋
）
の
哲
学
が
現
代
世
界
に
寄
与
し
う

る
点
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
和
辻
哲
郎
は
西
洋
文
明
に
対

す
る
自
己
の
立
ち
位
置
を
見
定
め
る
き
っ
か
け
と
し
て
「
風
土
」
を
発
見

し
、
そ
こ
か
ら
独
自
の
風
土
学
を
う
ち
た
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
の
絶

対
者
を
実
体
化
す
る
西
洋
形
而
上
学
の
呪
縛
か
ら
脱
す
る
道
が
開
か
れ

た
。
さ
ら
に
、
西
田
幾
多
郎
の
「
弁
証
法
的
論
理
」
は
、「
弁
証
法
」
の

装
い
の
下
に
主
体
的
な
無
の
思
想
を
具
体
化
し
、
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」

は
、
西
田
を
批
判
し
つ
つ
、
人
と
人
の
〈
あ
い
だ
〉（
間
柄
）
を
開
く
社

会
哲
学
の
構
想
を
提
示
し
、
三
木
清
の
「
構
想
力
の
論
理
」
は
、
新
し
い

「
形
の
論
理
」
を
追
究
し
た
も
の
の
、
完
成
を
見
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、

と
木
岡
氏
は
言
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
哲
学
は
、
戦
後
、
山
内
得
立
（
一

八
九
〇
〜
一
九
八
二
）
に
よ
っ
て
、「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」
と
い
う
形

で
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
本
領
は
、
大
乗
仏
教
に
由
来
す
る
レ
ン
マ
的
な

「
即
の
論
理
」
を
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
的
な
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
と

統
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
山
内
は
、
西
田
以
後
の
誰
も
明
確
に
自
覚
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」
を
課
題
と
し
て
引
き
受

け
、
そ
の
実
現
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
山
内
は
、
西
洋
中
世
の
「
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
に
お
け
る
「
存
在
の

根
拠
」
を
、
神
か
ら
「
絶
対
無
」
に
置
き
換
え
た
が
、
そ
の
真
意
は
、「
存

在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
を
換
骨
奪
胎
し
た
〈
無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
〉
を
う
ち
だ

す
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
形
而
上
学
の
ロ
ゴ
ス
的
論
理
構
造

に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ゴ
ス
（
西
）
と
レ
ン
マ

幣
に
よ
る
価
値
の
決
定
、
さ
ら
に
は
他
人
を
犠
牲
に
す
る
競
争
の
社
会
に

対
し
て
賢
治
は
批
判
的
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
が
強
い
る
こ
う
い
っ
た
経

済
と
社
会
の
あ
り
か
た
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
彼
は
〈
贈
与
〉
に
注
目

し
て
い
る
と
氏
は
指
摘
す
る
。「
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
」
で
は
、

蜂
が
花
か
ら
蜜
を
も
ら
い
そ
の
代
わ
り
に
花
粉
を
届
け
る
と
い
う
贈
与
交

換
が
語
ら
れ
、「
狼
森
と
笊
森
、
盗
森
」
で
は
自
然
と
の
贈
与
交
換
が
主

題
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
で
は
、
動

物
に
曲
の
演
奏
を
贈
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
達
す
る
と
い
う
、
利
他
的

な
贈
与
の
も
た
ら
す
恵
み
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
贈
与
は

対
象
を
贈
与
す
る
だ
け
に
は
収
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
自
己
の
贈
与
に
ま
で
エ

ス
カ
レ
ー
ト
し
、
贈
与
者
の
自
己
犠
牲
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
こ

と
、
そ
こ
に
氏
は
着
目
す
る
。
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
は
イ
ー
ハ
ト
ヴ
を
冷
害

か
ら
救
う
た
め
に
自
ら
犠
牲
に
な
っ
た
。
烏
の
大
尉
は
平
和
な
世
界
の
た

め
に
体
が
何
べ
ん
引
き
裂
か
れ
て
も
よ
い
と
祈
っ
た
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は

み
ん
な
の
幸
の
た
め
に
自
分
の
体
が
百
回
灼
か
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
自
然
や
他
者
と
の
贈
与
に
よ
る
関
係
は
あ
る
種
の
恵
み
を
も

た
ら
し
は
す
る
が
、
そ
の
反
面
自
分
の
命
を
も
贈
与
す
る
危
険
を
も
孕
ん

で
い
る
の
だ
。
贈
与
と
供
犠
の
こ
の
結
び
つ
き
は
、「
八
紘
一
宇
」
の
よ

う
な
日
本
の
起
源
に
先
立
つ
古
層
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、

そ
う
岩
野
氏
は
強
調
す
る
。

　
次
に
、
木
岡
伸
夫
氏
は
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
風
土
学
」（
和
辻

哲
郎
）
お
よ
び
「
形
の
論
理
」（
西
田
幾
多
郎
、
三
木
清
）
を
経
て
、
戦

後
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」（
山
内
得
立
）
に
結
実
す
る
過
程
を
通
観
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も
し
が
た
い
」、
他
の
働
き
と
し
て
あ
る
の
だ
と
い
う
説
得
も
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
竹
内
氏
は
指
摘
す
る
。「
お
の
ず
か
ら
」
と
は
、「
み
ず
か

ら
」
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
そ
の
内
に
あ
る
働
き
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
外
、
他
な
る
働
き
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
の
だ
。

　
竹
内
氏
は
、
こ
う
し
た
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
関
わ

り
を
〈
あ
わ
い
〉
と
い
う
言
葉
で
考
え
て
お
ら
れ
、「
あ
は
ひ
」
と
は
、「
ア

ヒ
（
合
）
ア
ヒ
（
合
）
の
約
。
相
向
う
物
と
物
と
の
間
の
空
間
。
転
じ
て
、

二
つ
の
も
の
の
関
係
」
が
原
義
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し

た
検
討
を
、「
み
ず
か
ら
」
と
他
の
「
み
ず
か
ら
」
と
の
〈
あ
わ
い
〉
の

あ
り
方
（
倫
理
）
と
繋
げ
て
、
日
本
人
の
思
惟
方
法
を
考
え
よ
う
と
さ
れ

た
。

　
基
調
講
演
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
あ
と
、
フ
ロ
ア
か
ら
は
多
く
の

様
々
な
質
問
が
提
出
さ
れ
、
ま
た
貴
重
な
指
摘
も
あ
り
、
提
題
者
の
先
生

方
か
ら
は
詳
し
い
補
足
説
明
が
あ
っ
て
、
大
会
は
大
変
充
実
し
た
も
の
と

な
っ
た
。

（
い
の
う
え
・
か
つ
ひ
と
、
宗
教
哲
学
・
東
西
比
較
思
想
・
日
本
思
想
、

関
西
大
学
教
授
）

（
東
）
の
あ
い
だ
に
聳
え
る
壁
を
ど
う
越
え
る
の
か
。
木
岡
氏
は
構
想
中

の
「
邂
逅
の
論
理
」
を
、
そ
の
た
め
の
企
て
と
し
て
紹
介
す
る
。〈
邂
逅
〉

は
、
絶
対
者
と
の
垂
直
的
な
〈
あ
い
だ
〉
と
、
人
々
の
水
平
的
な
〈
あ
い

だ
〉
を
同
時
に
開
く
出
来
事
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
親
し
い
「
縁
」
が
、

そ
れ
を
表
し
て
い
る
と
、
木
岡
氏
は
主
張
さ
れ
る
。

　
最
後
に
竹
内
整
一
氏
の
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ

い
」
に
つ
い
て
の
論
考
だ
が
、
日
本
語
で
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
も
「
み

ず
か
ら
」
も
「
自
（
ず
か
）
ら
」
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、「
み
ず
か
ら
」

為
し
た
こ
と
と
「
お
の
ず
か
ら
」
成
っ
た
こ
と
と
が
別
事
で
は
な
い
と
い

う
理
解
が
あ
る
。｢

自
発
」
と
い
う
言
葉
は
、「
み
ず
か
ら
進
ん
で
行
う
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、（「
れ
る
・
ら
れ
る
」
を
「
自
発
の
助
動

詞
」
と
言
う
よ
う
に
）「
お
の
ず
か
ら
発
す
る
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
に
お
い
て
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず

か
ら
」
は
、
必
ず
し
も
未
分
な
い
し
同
一
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
両

者
は
重
な
り
つ
つ
異
な
り
、
異
な
り
つ
つ
重
な
っ
て
い
る
、
そ
う
竹
内
氏

は
指
摘
さ
れ
る
。

　「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
語
で
は
、
自
然
の
成
り
行
き
の

ま
ま
で
、
と
い
う
用
法
と
同
時
に
、
万
一
・
偶
然
に
、
と
い
う
意
味
で
も

使
わ
れ
て
い
た
。「
お
の
づ
か
ら
の
こ
と
あ
ら
ば
」
と
は
、
も
し
万
一
死

ん
だ
な
ら
ば
、
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
自
分
の
側
か
ら
す
れ
ば

万
一
・
偶
然
と
思
わ
れ
る
事
態
も
、
自
然
・
宇
宙
の
側
か
ら
見
れ
ば
当
然
・

必
然
の
成
り
行
き
な
の
だ
と
い
う
説
得
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
、

「
お
の
ず
か
ら
」
の
出
来
事
は
「
み
ず
か
ら
」
の
営
み
に
は
「
い
か
ん
と


