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一

　は
じ
め
に

　本
論
は
、
平
成
二
九
年
の
比
較
思
想
学
会
第
四
四
回
大
会
に
お
け
る
同

題
目
の
報
告
内
容
に
関
す
る
要
訣
で
あ
る
。
報
告
に
お
い
て
は
、
儒
教
を

比
較
思
想
の
対
象
と
し
、
儒
教
に
と
っ
て
の
他
者
に
つ
い
て
二
つ
の
側
面

か
ら
、
す
な
わ
ち
仏
教
、
道
教
、
神
道
な
ど
他
宗
教
と
の
関
わ
り
、
さ
ら

に
個
人
に
と
っ
て
の
他
者
す
な
わ
ち
人
と
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察

し
、
そ
の
根
底
に
は
儒
教
の
人
文
主
義
（
人
間
中
心
主
義
）
が
あ
る
こ
と

を
の
べ
た
。
儒
教
の
宗
教
性
、
人
文
主
義
な
ど
に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い

て
、
報
告
時
間
の
関
係
と
事
の
重
要
度
か
ら
判
断
し
て
報
告
で
は
捨
象
し

た
も
の
の
、
本
論
の
構
成
か
ら
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
諸
要
素
は
加
筆

挿
入
し
た
が
、
全
体
の
主
意
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

二

　儒
教
の
宗
教
性
に
つ
い
て

　本
発
表
に
求
め
ら
れ
る
課
題
に
は
、
儒
教
を
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
諸
宗
教

と
並
列
に
お
い
た
う
え
で
、
比
較
思
想
の
研
究
対
象
と
し
て
こ
れ
を
い
か

に
あ
つ
か
う
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
儒
教
は
宗
教
か
否
か
」

と
い
う
、
こ
の
古
く
て
新
し
い
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

　周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
儒
教
は
た
ん
に
封
建
体
制
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
側
面
と
、
個
々
人
の
倫
理
的
修
養
と
を
旨
と
す
る
教
説

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
い
わ
ば
政
治
と
道
徳
と
に
関
す

る
教
え
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
本
論
の
立
場

は
、
こ
の
「
教
」
が
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
と
「
教
え
」
の
双
方
の
意
味

を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
い
る）

1
（

。

　儒
教
が
、
公
的
に
大
規
模
に
受
容
さ
れ
た
二
つ
の
時
期
す
な
わ
ち
律
令
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期
と
徳
川
期
と
に
お
い
て
、
君
臣
秩
序
、
三
綱
五
常
、
忠
孝
の
徳
、
礼
楽

制
度
な
ど
、
政
治
思
想
や
道
徳
観
念
が
と
か
く
強
調
さ
れ
た
面
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
こ
と
は
日
本
的
な
受
容
と
そ
の
展
開
の
過

程
を
特
徴
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
遡
及
し
て
中
国
儒
教
そ
の
も

の
の
特
質
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
現
代
中
国
の
中
国
思
想

史
研
究
者
と
し
て
は
珍
し
く
儒
教
の
宗
教
性
に
論
及
し
た
任
継
愈
氏
は
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
天
の
観
念
に
象
徴
さ
れ
る
「
儒
教
」
の
宗
教
性
を
、
中
国

封
建
文
化
の
負
の
遺
産
と
し
て
否
定
す
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
逆
説

的
に
で
は
あ
る
が
中
国
儒
教
の
も
つ
宗
教
性
を
高
調
し
た）

2
（

。
近
く
は
、
台

湾
大
学
の
黄
俊
傑
氏
が
著
し
た
『
東
亜
儒
学
史
的
新
視
野
』（
東
ア
ジ
ア

儒
学
史
の
新
た
な
視
角
）
は
、「
儒
教
は
宗
教
か
否
か
」
の
問
題
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
論
争
点
を
、
や
や
詳
細
か
つ
的
確
に
整
理
し
た
論
攷
と
し

て
お
お
い
に
参
考
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
黄
氏
の
結
論
を
ご
く
完
結

に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
儒
教
が
西
欧
の
伝
統
の
な
か
で
い
う
と
こ

ろ
の
「
宗
教
」（religion

）
と
は
完
全
に
一
致
す
る
と
は
い
え
な
い
ま
で

も

│
聖
と
俗
と
の
間
の
緊
張
関
係
が
鮮
明
で
な
い
と
い
う
。
い
い
か
え

れ
ば
、
現
実
か
ら
の
超
越
性
に
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
私

は
み
る

│
、
そ
れ
で
も
儒
教
に
は
た
と
え
ば
「
礼
教
」
に
溶
け
込
ん
で

い
る
強
烈
な
「
宗
教
性
」（religiosity

）、
そ
し
て
「
宗
教
感
」（sense of 

religiosity

）
が
存
在
す
る
と
い
う
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る）

3
（

。

　こ
こ
で
い
う
儒
教
の
宗
教
性
（
宗
教
感
）
を
、
私
な
り
に
別
の
観
点
か

ら
補
足
し
よ
う
と
思
う
。
儒
教
的
規
範
と
し
て
最
重
視
さ
れ
る
と
こ
ろ

は
、
個
人
の
自
律
に
期
待
す
る
「
礼
」
の
秩
序
す
な
わ
ち
道
徳
規
範
で
あ

る
。
こ
の
ば
あ
い
の
「
礼
」
は
、
一
義
的
に
は
、
人
間
関
係
を
規
定
す
る

人
倫
の
規
範
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
倫
を
超
え
て
彼
岸
に

設
定
さ
れ
た
対
象
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
儀
礼
を
も
含
む
も
の
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
礼
の
制
度
は
そ
の
淵
源
ま
で
た
ど
れ

ば
ま
ぎ
れ
も
な
く
宗
教
儀
礼
に
い
き
つ
く
。
殷
周
革
命
（
前
一
一
世
紀
あ

た
り
）
の
頃
に
成
立
し
た
民
族
信
仰
と
し
て
の
「
天
の
観
念
」
は
、
も
と

も
と
有
意
志
的
（
人
格
神
的
）
な
恵
み
の
神
と
荒
ぶ
る
神
と
い
う
二
つ
の

風
貌
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
天
に
対
す
る
祭
祀
の
諸
形
式
が
宗
教
儀
礼
と

し
て
の
礼
制
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
民
族
信
仰
と
し
て
の
天
の
観
念
が
、

後
の
中
国
思
想
史
の
展
開
の
な
か
で
、
次
第
に
理
法
的
性
格
を
鮮
明
に
し

て
天
道
（
宇
宙
の
摂
理
）
と
な
り
、
同
時
に
そ
の
天
道
が
、
社
会
共
同
体

の
規
範
す
な
わ
ち
人
道
と
し
て
観
念
さ
れ
る
と
と
も
に
、
人
の
「
性
」（
本

性
）
と
し
て
個
人
に
内
在
化
す
る
方
向
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
天
道
は
す
な
わ
ち
人
道
と
し
て
も
思
議
さ
れ
、
つ
ね
に
倫
理
道
徳
教
説

の
中
心
に
お
か
れ
て
き
た
。

　こ
の
天
道
の
背
景
に
は
、
な
お
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
時
代
か
ら
連
綿
と
続

く
天
の
観
念
が
措
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
本
論
の
立
場
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
漢
王
朝
に
よ
る
統
一
が
実
現
し
た
前
漢
初
期
に
成
書
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
『
周
礼
』
春
官
宗
伯
篇
の
「
大
宗
伯
之
職
」
に
、
天
神
・
人

鬼
・
地
祇
に
対
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
。
そ
れ
は
、
礼
の

制
度
が
、
い
わ
ゆ
る
儒
教
の
国
教
化
に
よ
っ
て
王
朝
支
配
の
教
導
原
理

（
政
治
思
想
）
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
た
史
科
で
あ
る
と
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の
は
じ
ま
り
を
四
二
〇
年
と
み
る
）
に
か
け
て
中
国
化
し
、
来
る
隋
唐
の

中
国
仏
教
全
盛
時
代
を
準
備
し
た
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る）

4
（

。

　そ
の
中
国
仏
教
が
、『
老
子
』、『
周
易
』
な
ど
の
中
国
伝
統
思
想
と
の

相
関
に
お
い
て
、
ひ
と
び
と
に
理
解
さ
れ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
。
仔
細
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
を
端
的
に
示
す
一
例
が
、
菩
提
達
摩
（
五

世
紀
？
〜
六
世
紀
？
）
の
禅
宗
の
形
成
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
玉
城
康
四

郎
氏
は
、
原
始
仏
教
で
い
う
戒
定
慧
の
三
学
か
ら
、
定
す
な
わ
ち
禅
定
が

禅
宗
と
い
う
独
立
し
た
一
宗
派
を
形
成
し
た
こ
と
に
言
及
し
、
こ
れ
を
中

国
仏
教
の
特
質
と
と
ら
え
、
そ
の
背
景
に
は
、「
中
国
伝
統
の
老
荘
と
仏

教
の
禅
定
・
智
慧
と
が
き
わ
め
て
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た）

5
（

」
と
の
べ

て
い
る
。

　さ
ら
に
、
儒
教
倫
理
に
属
目
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
中
国
仏
教
、
道
教
と

儒
教
と
の
交
渉
史
が
想
起
さ
れ
る
。
道
端
良
秀
氏
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
仏

教
は
在
家
中
心
の
大
乗
仏
教
が
そ
の
主
流
で
あ
り
、
そ
の
長
い
歴
史
は
儒

教
と
の
交
渉
史
と
し
て
士
と
庶
と
に
浸
透
し
て
き
た
歴
史
で
あ
っ
た
。
在

家
の
信
者
を
救
済
す
る
こ
と
に
中
国
仏
教
の
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
に
は
、

儒
教
と
妥
協
す
る
こ
と
も
現
実
に
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
は
、

「
孝
」
と
「
戒
」
の
一
致
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
天
台
智
顗
「
今
光

明
文
句
」
巻
一
に
引
く
「
提
謂
経
」
に
、
不
殺
、
不
盗
、
不
淫
、
不
飲
、

不
妄
語
を
、
仁
義
礼
智
信
に
そ
れ
ぞ
れ
配
す
る
と
い
っ
た
こ
と）

6
（

）。
こ
の

点
に
関
連
し
て
、
楠
山
春
樹
氏
が
、「
教
団
と
し
て
の
秩
序
を
維
持
し
、

ま
た
士
庶
人
の
教
化
に
当
た
る
と
い
う
段
に
な
る
と
、
む
し
ろ
儒
教
的
倫

理
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
状
で
あ
っ
た）

7
（

」
と
の
べ
て
い
る
の

い
え
よ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
礼
制
が
歴
代
王

朝
支
配
の
な
か
で
さ
ら
に
改
編
拡
充
さ
れ
、
同
時
に
そ
れ
が
庶
民
の
習
俗

の
な
か
に
次
第
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
「
通
過
儀
礼
」
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
礼
制
」
は
、
た
ん
に
「
道
徳
倫
理
規
範
」

の
み
な
ら
ず
「
宗
教
儀
礼
」、「
通
過
儀
礼
」
を
含
む
そ
の
総
称
と
み
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
個
人
の
心
象
、
社
会
共
同
体

の
基
層
に
お
い
て
、
潜
在
す
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
天
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
は
、
ひ
と
び
と
に
「
礼
」
の
履
行
を
意

欲
さ
せ
て
き
た
内
的
で
根
源
的
な
力
で
あ
っ
た
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

三

　儒
教
と
中
国
仏
教
、
道
教
と
の
関
わ
り

　東
ア
ジ
ア
世
界
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
仏
教
と
並
ん
で
儒
教
も
ま
た
、

こ
の
地
域
に
お
け
る
い
わ
ば
普
遍
宗
教
の
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両

者
の
中
国
文
化
圏
に
お
け
る
邂
逅
に
は
諸
説
あ
る
が
、
通
説
に
従
え
ば
、

す
く
な
く
と
も
前
二
世
紀
の
武
帝
時
代
か
ら
は
じ
ま
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交

易
の
恩
恵
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
紀
元
一
世
紀
に
起
こ
っ
た
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
爾
来
、
ほ
ん
ら
い
出
世
間
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
は
、
庶
民
層

に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
儒
教
的
素
養
を
身
に
つ
け
た
士
階
層
を
も
取
り
込

み
、
そ
の
過
程
で
仏
教
の
出
家
は
孝
の
倫
理
に
反
す
る
の
か
、
神
（
霊
魂
）

は
不
滅
で
あ
る
の
か
な
ど
の
永
く
激
し
い
論
争
に
代
表
さ
れ
る
儒
仏
間
の

拮
抗
反
発
を
繰
り
返
し
、
ま
た
と
き
の
王
朝
と
の
距
離
の
な
か
で
時
代
に

翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
の
文
化
風
土
の
な
か
に
浸
透
し
た
。
仏
教
は
そ

の
初
伝
か
ら
四
〇
〇
年
余
り
の
時
間
を
経
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
（
南
北
朝
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す
る
諸
子
百
家
の
濫
觴
と
な
っ
た
春
秋
戦
国
期
の
時
代
相
を
窺
う
と
い
う

意
味
か
ら
も
、
こ
こ
で
は
儒
教
の
重
要
な
記
録
文
献
で
あ
る
『
春
秋
左
氏

伝
』
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
な
か
の
二
十
例
ほ
ど
の
占
筮
）
9
（

の
記
事
か
ら
、

と
く
に
二
例
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

　第
一
例
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
九
年
（
紀
元
前
五
六
四
年
）
の
伝

に
記
載
の
占
筮
の
事
例
で
あ
る
。
魯
国
の
成
公
の
生
母
で
あ
る
穆
姜
が
魯

国
の
三
卿
の
一
人
で
あ
る
叔
孫
僑
如
と
密
通
し
、
複
数
の
公
子
の
な
か
か

ら
公
子
偃
を
擁
立
し
て
政
権
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
そ
の
計
画
は

半
ば
で
失
敗
し
た
。
僑
如
は
斉
国
に
逃
れ
、
み
ず
か
ら
は
東
宮
に
幽
閉
さ

れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
前
五
七
五
年
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
穆

姜
は
前
五
六
四
年
に
死
去
す
る
ま
で
の
一
一
年
間
に
わ
た
っ
て
幽
閉
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
は
、
幽
閉
さ
れ
た
当
初
、
史
官
に
占
わ
せ
た

結
果
が
「
艮
の
随
に
い
く
」
で
あ
っ
た
。

　艮
卦
は
本
卦
で
あ
り
現
在
の
状
況
、
随
卦
は
之
卦
で
あ
る
か
ら
、
未
来

に
向
か
っ
て
事
態
が
推
移
す
る
方
向
で
あ
る
。
艮
卦
は
、「
と
ど
ま
る
」

の
意
味
で
、
そ
の
場
合
に
は
こ
の
筮
占
は
不
吉
と
な
る
。
史
官
は
お
そ
ら

く
随
卦
の
卦
辞
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
よ
い
結
果
で
あ
る
こ
と
を
告

げ
て
穆
姜
を
慰
撫
し
た
。
し
か
し
穆
姜
は
こ
の
占
断
を
拒
ん
だ
。
そ
の
理

由
は
、
随
卦
に
「
咎
め
が
な
い
」
と
あ
る
の
は
徳
を
有
す
る
人
に
お
い
て

で
あ
り
、
わ
が
身
に
徳
が
そ
な
わ
ら
な
い
か
ら
に
は
、
随
卦
を
得
た
と
こ

ろ
で
咎
が
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　穆
姜
の
姿
勢
は
、
宿
命
論
に
覆
わ
れ
て
み
ず
か
ら
の
主
体
性
を
没
却
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
穆
姜
が
筮
史
官
の
占
断
を
退
け
る
と

は
、
直
接
に
は
「
道
教
教
団
」
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
教
団
に
も
妥
当
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
念
の
た

め
に
確
認
し
て
お
く
と
、
道
教
は
、
道
家
思
想
、
儒
教
の
宗
教
儀
礼
と
倫

理
思
想
、
仏
教
の
輪
廻
・
解
脱
や
度
世
救
済
思
想
、
陰
陽
五
行
論
、
天
文

暦
数
、
易
と
讖
緯
、
中
国
医
学
な
ど
、
歴
史
的
、
土
着
的
な
要
素
を
重
層

的
に
包
摂
す
る）

8
（

。
そ
の
道
教
は
、
仏
教
教
団
の
影
響
に
よ
っ
て
教
団
と
し

て
の
形
成
が
促
さ
れ
た
（
五
世
紀
以
降
）。
ま
た
、
理
論
体
系
の
書
（
道

教
経
典
）
と
も
い
う
べ
き
現
行
の
『
道
蔵
』（
明
代
正
統
年
間
に
編
纂
の

「
正
統
道
蔵
」
お
よ
び
そ
の
続
編
「
万
暦
続
道
蔵
」）
か
ら
知
ら
れ
る
道
教

の
教
理
、
儀
礼
の
お
お
く
は
、
や
は
り
中
国
仏
教
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て

成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　で
は
、
道
仏
は
、
な
ぜ
儒
教
的
倫
理
を
も
っ
て
、
内
に
向
か
っ
て
は
教

団
と
し
て
の
秩
序
を
維
持
し
、
外
に
向
か
っ
て
は
士
庶
人
の
教
化
を
遂
行

す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
究
明
は
い
ま
だ
充

分
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
中
国
と
い
う
文
明
圏
の
な
か

で
た
ま
た
ま
三
者
が
邂
逅
し
た
と
い
っ
た
理
由
に
よ
っ
て
は
説
明
し
き
れ

な
い
も
の
が
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
中
国
仏
教
、
道
教
に
対
す
る
儒

教
的
倫
理
の
浸
透
力
の
源
を
、
私
は
儒
教
の
人
文
主
義
に
み
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

四

　儒
教
の
人
文
主
義

　本
論
に
い
う
「
人
文
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た

め
の
史
料
と
な
る
べ
き
文
献
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
儒
教
を
は
じ
め
と
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　恵
伯
に
よ
れ
ば
、
私
が
か
ね
て
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
、
人
が
行
動
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
忠
、
信
、
恭
を
も
っ
て
事
を
行
な
う
必
要
が
あ
り
、
人

は
誰
し
も
忠
、
信
、
恭
の
三
徳
を
養
う
べ
き
だ
と
い
う
。
仮
に
三
徳
が
そ

な
わ
ら
な
け
れ
ば
、
た
と
え
占
筮
に
「
大
吉
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
実
際

の
事
の
当
否
は
わ
か
ら
な
い
し
、
ま
し
て
占
筮
と
い
う
も
の
は
謀
反
な
ど

と
い
う
険
悪
の
事
を
占
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
恵
伯
の
言
葉
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
思
惟
の
特
徴
は
、
筮
占
が
そ
の
本
質
に
お
い
て

道
徳
的
で
あ
る
と
す
る
意
味
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　以
上
の
分
析
か
ら
い
い
う
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
個
人
の
意
思
を
超
え

て
個
人
の
う
え
に
は
た
ら
く
と
い
っ
た
重
い
運
命
の
桎
梏
と
い
っ
た
重
圧

を
、
筮
断
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の

意
思
に
と
っ
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
過
酷
な
状
況
が
、
一
寸
先
の
闇
の

な
か
か
ら
い
き
な
り
眼
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
未
来
予
知
は
、
人
智
に
よ
っ
て
対
処
（
理
解
）
す
る
こ
と
が

可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
世
界
そ
の
も

の
が
、
本
質
的
に
人
智
の
対
象
た
る
べ
き
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
と
み
な

く
て
は
な
ら
な
い
（
こ
の
点
は
現
代
の
自
然
科
学
と
さ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
）。
そ
の
構
造
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
易

経
に
も
そ
な
わ
る
と
こ
ろ
の
数
理
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
森
三
樹
三
郎
氏

が
、
未
来
予
知
は
、「
運
命
を
支
配
す
る
神
の
意
志
を
問
う
の
で
は
な
く
、

数
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
理
に
よ
る）
11
（

」
と
の
べ
た
の
も
、
こ
の
あ
た
り
を

視
野
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宇
宙
（
空
間
と
時
間
。

世
界
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
）
は
数
理
的
な
構
造
を
も
つ
か
ら
、
そ
れ
を

い
う
こ
う
し
た
事
態
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
占
筮
そ
の
も
の
が
こ
の
時
代

す
で
に
象
徴
的
存
在
に
転
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。「
象

徴
」
と
い
う
意
味
は
、
卦
象
、
卦
爻
辞
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
占
断
と
の

間
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
優
先
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か

る
事
情
は
、
春
秋
（
前
七
七
〇
〜
四
〇
五
）
か
ら
次
第
に
台
頭
し
て
き
た

合
理
的
、
人
文
主
義
的
思
惟
の
台
頭
と
軌
を
一
に
す
る
。
そ
の
人
文
主
義

の
流
れ
の
な
か
に
孔
子
（
前
五
五
一
〜
四
七
九
）
が
出
現
し
た
、
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う）
10
（

。

　第
二
の
例
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
一
二
年
（
前
五
三
〇
年
）
の
伝

に
記
さ
れ
た
南
蒯
の
謀
反
に
関
す
る
占
筮
事
例
で
あ
る
。
ご
く
簡
潔
に
経

緯
を
示
す
と
、
季
平
子
が
所
領
と
す
る
費
邑
の
宰
領
（
代
官
）
で
あ
っ
た

南
蒯
が
、
自
身
を
礼
遇
し
な
い
主
人
の
季
平
子
に
反
感
を
つ
の
ら
せ
、
昭

公
の
弟
で
あ
る
公
子
憖
と
図
っ
て
季
平
子
の
追
放
を
画
策
し
た
。
南
蒯
が

謀
叛
の
兵
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
際
に
占
筮
を
行
い
、
得
ら
れ
た
卦
が
、
こ

の
「
坤
の
比
に
い
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
坤
卦
の
六
五
（
下
か
ら

五
番
目
に
あ
る
陰
爻
）
の
爻
辞
は
、「
黄
裳
元
吉
」（
黄
色
の
裳
で
あ
れ
ば
、

お
お
い
に
吉
）
と
あ
る
。
黄
色
は
、
五
行
思
想
で
中
央
の
色
、
君
主
を
象

徴
す
る
。
は
か
ま
は
下
半
身
を
覆
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
一

文
は
君
主
が
謙
遜
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
う
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、「
お
お
い
に
吉
」
と
な
る
。
こ
う
解
釈
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
南
蒯
は
当
然
の
よ
う
に
大
吉
を
得
た
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
得

心
に
い
た
ら
な
か
っ
た
の
か
、
念
の
た
め
魯
の
大
夫
で
あ
る
子
服
恵
伯
に

問
う
た
結
果
が
こ
の
筮
断
で
あ
っ
た
。
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わ
る
徳
の
如
何
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
人
物
の
謀
反
の
不
幸

な
結
末
が
あ
ら
か
じ
め
予
想
（
予
知
）
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

　結
語
に
代
え
て

　私
が
占
筮
に
は
そ
れ
に
関
わ
る
当
事
者
の
人
格
的
要
素
（
倫
理
的
・
道

徳
的
涵
養
）
が
深
く
関
与
す
る
と
い
う
解
釈
を
近
年
ま
す
ま
す
強
く
意
識

す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
湯
浅
泰
雄
氏
の
倫
理
と
技
に
関
す
る
論
攷
を

読
み
解
く
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た）
13
（

。

　湯
浅
氏
の
テ
ー
ゼ
を
本
論
の
視
点
か
ら
簡
略
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
氏
は
、「『
占
う
』
と
い
う
こ
と
は
、
心
理
学
的
に
い
え
ば
、

無
意
識
か
ら
の
直
観
に
よ
っ
て
未
来
（
ま
た
は
過
去
）
に
お
け
る
空
間
的

事
物
の
状
態
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る）
14
（

」
と
い

う
。
私
は
従
来
の
中
国
哲
学
と
い
う
枠
組
に
の
み
気
を
取
ら
れ
て
占
筮
と

い
う
も
の
の
本
質
を
、
彼
の
い
う
身
心
論
か
ら
眺
め
た
経
験
が
な
か
っ

た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
湯
浅
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
占
筮
も
一
つ

の
技
で
あ
り
技
術
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
技
の
習
得
に
は
熟
練
を
要

す
る
。
技
そ
の
も
の
は
、
表
面
的
に
は
動
作
で
あ
り
身
体
運
動
で
あ
る
が
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
内
な
る
心
の
熟
達
を
も
要
す
る
。
心
の
熟
達
と

い
う
こ
と
は
、
氏
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
技
の
熟
練
と
い
う
実
践
を
通

し
て
心
の
領
域
の
深
層
部
分
つ
ま
り
無
意
識
の
領
域
を
掘
り
起
こ
す
こ
と

で
あ
る
。
同
氏
が
引
く
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
（Richard 

W
ilhelm

, 1873-1930

）
の
言
葉
で
い
え
ば
、
無
意
識
を
活
性
化
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
を
研
ぎ
澄
ま
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
で
は
、

写
し
た
易
の
構
成
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
数
理
的
で
あ
る）
12
（

。
し
た
が
っ

て
、
占
筮
に
関
わ
る
者
は
、
運
命
を
支
配
す
る
天
の
意
志
を
仰
視
す
る
か

の
よ
う
に
占
い
に
身
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
実
践
す
る
主
体
と
し
て
予

想
さ
れ
る
未
来
に
向
か
っ
て
み
ず
か
ら
の
行
為
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
人
文
主
義
の
萌
芽
を
は
っ
き
り
と
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　第
二
の
事
例
は
、
ど
う
い
っ
た
示
唆
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
筮
占
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
筮

断
と
が
、
占
者
も
し
く
は
占
い
を
要
請
す
る
人
の
「
徳
」
を
媒
介
と
し
て

結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
引
用
箇
所
の
前
段
に
は
南
蒯

が
枚
筮
し
た
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
南
蒯
は
謀
反
の
目
的
を
隠
し
て
占

者
（
巫
覡
あ
る
い
は
史
官
）
に
占
わ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
子
服
恵
伯
の

い
う
、
易
は
険
悪
を
占
わ
ず
の
意
と
符
合
す
る
。
筮
占
の
結
果
と
し
て
得

ら
れ
た
卦
か
ら
蓋
然
性
（
偶
然
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
）
を
完
全
に
払
拭

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
易
に
か
ぎ
ら
ず
「
う
ら
な
う
」
と
い
う

こ
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
占
者
な
ら
誰
で
も
よ
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
同
時
に
、
筮
占
の
結
果
か
ら
誤
り
の
な
い
筮
断

を
導
く
の
は
、
占
い
を
要
請
す
る
人
に
そ
な
わ
る
徳
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
の
究
極
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が
理
念
的
人
格
と
し
て
の
「
聖
人
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
儒
教
に
お
け
る
聖
人
は
、
理
念
と
は
い
っ
て
も
巷

の
人
々
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。『
荀
子
』
儒
効
篇
に
い

う
「
塗
（
み
ち
）
を
歩
く
人
の
だ
れ
も
が
積
善
を
貫
徹
す
れ
ば
聖
人
に
な

れ
る
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
の
南
蒯
に
そ
な
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　（2
）
「
論
儒
教
的
形
成
」
一
九
七
九
、『
任
継
愈
講
演
集
』（
人
民
日
報
出
版
社
、
二

〇
一
〇
、
所
収
）、
一
二
頁
。

　（3
）
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
、
八
〇
〜
九
一
頁
。

　（4
）
中
国
仏
教
お
よ
び
道
教
、
儒
教
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
主
と

し
て
参
照
し
た
。
範
文
瀾
『
中
国
通
史
』
第
二
冊
（
人
民
出
版
社
、
一
九
四
九
）、

道
端
良
秀
『
仏
教
と
儒
教
倫
理
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
）、
道
端
『
仏
教

と
儒
教
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
七
六
）、
平
川
彰
『
仏
教
通
史
』（
春
秋
社
、
一

九
七
七
）、
木
村
清
孝
『
中
国
仏
教
思
想
史
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七

九
）、
玉
城
康
四
郎
編
『
仏
教
史
Ⅱ
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
）、
福
井
康
順

他
監
修
『
道
教
２
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
三
）、
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史

研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
）、
葛
兆
光
『
道
教
与
中
国
文
化
』（
上
海
人
民

出
版
社
、
一
九
八
七
）、
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
三
）。

　（5
）
『
仏
教
史
Ⅱ
』
一
〇
四
頁
。

　（6
）
『
仏
教
と
儒
教
倫
理
』
一
三
六
〜
一
三
七
頁
、
三
一
七
〜
三
一
八
頁
。

　（7
）
「
道
教
と
儒
教
」、
福
井
康
順
他
監
修
『
道
教
２
』
五
一
頁
。

　（8
）
後
漢
末
の
五
斗
米
道
（
天
師
道
）
は
そ
の
淵
源
と
み
ら
れ
る
が
、
当
時
に
あ

っ
て
は
相
当
に
反
体
制
的
で
あ
っ
た
。
後
の
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
貴
族
社
会
に

浸
透
し
、
隋
唐
五
代
に
か
け
て
は
王
朝
権
力
に
い
っ
そ
う
近
接
し
た
。
そ
し
て
、

北
宋
時
代
に
は
、
真
宗
（
在
位
九
九
七
〜
一
〇
二
二
）
の
勅
命
に
よ
り
道
教
の

重
要
な
経
典
と
目
さ
れ
る
『
雲
笈
七
籤
』（
張
君
房
撰
、
一
二
二
巻
）
が
編
纂
さ

れ
た
（
拙
論
「
道
教
」、
棚
次
・
山
中
編
『
宗
教
学
入
門
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
五
、
一
〇
八
〜
一
一
一
頁
）。

　（9
）
儒
教
の
経
書
中
に
あ
っ
て
前
漢
あ
た
り
か
ら
経
書
の
筆
頭
に
の
ぼ
っ
た
『
周

易
』
は
、
占
い
の
書
と
し
て
の
易
経
と
、
儒
教
的
解
釈
の
書
で
あ
る
易
伝
と
か

ら
な
る
。『
国
語
』、『
左
伝
』
の
占
筮
記
事
を
通
覧
す
る
と
こ
ろ
、
現
行
本
『
周

易
』
の
易
経
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
易
経
は
春
秋
時
代
初

期
ま
で
に
、
そ
の
解
説
書
と
し
て
の
易
伝
は
戦
国
後
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　（10
）
こ
れ
ら
の
占
筮
記
事
の
詳
し
い
分
析
と
関
連
し
て
、
古
代
中
国
に
お
け
る
合

理
主
義
的
思
惟
の
萌
芽
に
つ
い
て
は
、『
古
代
中
国
天
命
思
想
の
展
開
│
先
秦
儒

具
体
的
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
。
湯
浅
氏
の
観
点
を

私
な
り
に
敷
衍
し
て
い
え
ば
、
心
と
身
体
の
一
元
的
向
上
が
こ
の
論
理
の

根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
日
常
的
に
は
生
業
の
職
人
技
を
磨

く
こ
と
と
軽
挙
妄
動
を
慎
み
沈
思
黙
考
す
る
こ
と
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ

る
。
あ
る
い
は
仏
教
の
ヨ
ー
ガ
と
瞑
想
、
禅
宗
の
坐
禅
や
儒
教
で
い
う
と

こ
ろ
の
静
坐
（
坐
禅
に
習
っ
た
修
行
）、
さ
ら
に
は
先
述
の
道
教
に
お
け

る
内
丹
、
日
本
古
来
の
仏
教
や
神
道
に
み
ら
れ
る
荒
行
な
ど
、
い
ず
れ
も

が
心
身
の
一
元
的
な
鍛
練
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
紀
元
前
四
世
紀
の
孟

子
が
説
い
た
不
動
心
、
つ
ま
り
現
世
に
身
を
置
き
な
が
ら
外
的
事
象
に
心

を
動
か
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
一
種
の
修
養
法
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　以
上
を
要
す
る
に
、『
左
伝
』
に
そ
の
濫
觴
と
も
い
う
べ
き
人
文
主
義

の
理
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
高
い
理
念
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
水
が
高
き
か
ら
低
き
に
流
れ
る
よ
う
に
易
々
と
中
国
仏
教

と
道
教
（
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
朝
鮮
仏
教
と
神
仙
、
日
本
に
お
い
て
は

日
本
仏
教
と
神
道
）
に
流
れ
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
倫
理
的
・
道
徳
的
涵
養
す
な
わ
ち
人
格
と
し
て
の

円
熟
と
い
う
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
底
か
ら
さ
さ
え
て
い

た
の
が
、
先
述
の
儒
道
仏
に
通
じ
る
東
洋
的
修
養
法
つ
ま
り
心
身
の
一
元

的
な
鍛
錬
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　（1
）
こ
の
問
題
に
関
す
る
私
見
は
、
拙
論
「
儒
教
の
伝
承
に
つ
い
て
」（『
宗
教
研

究
』
三
六
五
号
、
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
す
で
に
の
べ
た
。
私
の
見
解
は
、
端

的
に
い
う
と
、
儒
教
の
宗
教
的
側
面
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
立
場

で
あ
る
。
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家
思
想
と
易
的
論
理
│
』「
第
五
章
易
伝
の
倫
理
思
想
」（
学
文
社
、
一
九
九
六
）

に
お
い
て
や
や
詳
細
に
私
見
を
の
べ
た
。

　（11
）
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
創
文
社
、
一
九
七
一
、
一
四
七
〜

一
四
八
頁
。

　（12
）
こ
の
場
合
の
「
数
理
」
す
な
わ
ち
「
論
理
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

と
み
る
べ
き
か
。
論
理
学
の
立
場
で
こ
れ
を
分
析
し
た
末
木
剛
博
『
東
洋
の
合

理
思
想
』（
講
談
社
、
一
九
七
〇
）
は
、
稀
少
か
つ
非
常
に
興
味
深
い
研
究
で
あ

る
。
氏
は
、
易
伝
の
論
理
か
ら
読
み
取
れ
る
易
の
本
質
を
、
否
定
を
媒
介
に
し

な
い
「
調
和
の
弁
証
法
」（
二
八
五
頁
）
と
よ
び
、
易
経
を
「
合
理
的
な
占
い
の

書
」（
二
七
二
頁
）
と
も
い
う
。
そ
の
合
理
的
と
は
、「
現
実
に
よ
く
適
合
し
て

い
る
」（
二
七
三
頁
）
こ
と
だ
と
い
う
。

　（13
）Koetsu Sato, “‘Technique’ and ‘Ethics’ of Yasuo Yuasa from

 the Per-
spective of A

sian Studies,” in T. Lennerfors and K. M
urata, eds., 

Tetsugaku C
om
panion to Japanese Ethics and Technology

（Berlin: 
Springer-Verlag, Forthcom

ing

）.

　（14
）
『
共
時
性
の
宇
宙
観
』
人
文
書
院
、
一
九
九
五
、
一
二
八
頁
。

（
さ
と
う
・
こ
う
え
つ
、
東
洋
倫
理
思
想
史
、
筑
波
大
学
教
授
）


