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香
港
中
文
大
学
中
国
哲
学
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
東
洋
哲
学

研
究
所
、
開
設
満
十
年
の
東
洋
哲
学
研
究
所
香
港
セ
ン
タ
ー
の

共
催
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
、
心
か
ら
お
祝
い
申
し

上
げ
ま
す
。

ご
多
忙
の
な
か
、
ご
列
席
い
た
だ
き
ま
し
た
大
学
者
の
諸
先

生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
東
洋
文
化
と
現
代
社
会

―
儒
教
・
仏
教
・
道
教
に
よ
る

哲
学
対
話
」
と
の
テ
ー
マ
の
下
に
、
東
洋
思
想
を
専
門
と
さ
れ

る
各
分
野
の
権
威
で
あ
ら
れ
る
先
生
方
と
と
も
に
、
多
様
な
観

点
か
ら
探
求
の
論
議
を
進
め
ゆ
く
こ
と
は
、
確
か
な
指
標
を
求

め
る
二
十
一
世
紀
を
照
ら
す
英
知
の
火
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
時
と
と
も
に
、
い
や
増
し
て
輝
き
ゆ
く
で
あ
ろ

う
こ
と
を
確
信
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

顧
み
れ
ば
、
私
が
初
め
て
香
港
の
地
を
訪
れ
た
の
は
、
今
か

ら
四
十
五
年
前
の
一
九
六
一
年
一
月
。
恩
師
で
あ
る
戸
田
城
聖

第
二
代
会
長
の
遺
志
を
継
ぎ
、
創
価
学
会
の
第
三
代
会
長
に
就

任
し
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
折
、
私
は
、
香
港

の
地
を
皮
切
り
に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
五
カ
国
を
訪
れ
ま
し
た
。

東
洋
文
明
に
触
れ
る
旅
で
も
あ
っ
た
こ
の
時
、
人
類
の
共
生

メ
ッ
セ
ー
ジ

池
田
大
作

香
港
中
文
大
学
と
の
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り



と
世
界
平
和
の
構
築
を
目
指
し
、「
文
明
間
対
話
」「
宗
教
間
対

話
」
を
推
進
し
ゆ
く
た
め
に
は
、
東
洋
を
は
じ
め
と
す
る
世
界

の
思
想
・
哲
学
・
文
化
を
多
角
的
に
研
究
す
る
機
関
が
必
要
と

な
る
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
釈
尊
成

道
の
地
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
、
東
洋
哲
学
研
究
所
の
設
立
を

決
意
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
香
港
初
訪
問
か
ら
十
三
年
後
の
一
九
七
四
年
一
月
、
創

価
大
学
の
創
立
者
と
し
て
私
は
、
初
め
て
貴
大
学
を
訪
れ
、
当

時
の
李
卓
敏
副
総
長
と
会
見
し
ま
し
た
。
私
は
両
大
学
の
教

員
・
学
生
の
相
互
交
流
を
提
案
い
た
し
ま
し
た
。

創
立
間
も
な
い
創
価
大
学
と
の
交
流
を
、
李
副
総
長
は
快
諾

し
て
下
さ
り
、
翌
年
に
は
貴
大
学
と
の
間
に
正
式
な
学
術
交
流

協
定
が
結
ば
れ
ま
し
た
。

以
来
、
創
価
大
学
は
、
海
外
四
十
四
カ
国
・
地
域
の
百
大
学

と
交
流
を
広
げ
る
に
至
っ
て
お
り
ま
す
が
、
創
価
大
学
が
初
め

て
教
育
交
流
を
結
ん
だ
忘
れ
え
ぬ
原
点
の
大
学
は
、
他
で
も
な

い
貴
大
学
な
の
で
あ
り
ま
す
。

私
自
身
、
一
九
九
二
年
に
貴
大
学
に
お
き
ま
し
て
「
中
国
的

人
間
主
義
の
伝
統
」
と
の
テ
ー
マ
で
講
演
を
行
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
折
、
私
に
対
し
て
最
高
客
員
教
授
の
称
号
を
、

ま
た
二
〇
〇
〇
年
に
は
名
誉
社
会
科
学
博
士
の
栄
誉
を
授
与
し

て
下
さ
っ
た
貴
大
学
の
ご
厚
情
は
、
今
も
私
の
胸
中
深
く
刻
ま

れ
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
ま
た
、
貴
大
学
と
の
交
流
の
歴
史

に
新
た
な
る
一
頁
を
刻
む
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り

ま
す
。

さ
て
、
中
国
学
術
界
を
代
表
す
る
碩
学
で
あ
り
、
貴
大
学
の

終
身
主
任
教
授
で
あ
ら
れ
る
饒

じ
ょ
う

宗そ
う

い�
先
生
は
、
私
の
著
書
で
あ

る
『
私
の
釈
尊
観
』
の
中
国
語
版
に
「
序
」
を
寄
せ
て
下
さ
い

ま
し
た
。

そ
の
「
序
」
の
中
で
、
未
来
、
来
世
に
理
に
か
な
っ
た
安
穏

な
生
活
を
お
く
る
こ
と
を
生
き
が
い
と
す
る
イ
ン
ド
人
と
、
孝

道
を
重
ん
じ
、
現
実
を
重
視
す
る
中
国
人
の
思
考
を
対
比
さ
せ

つ
つ
、
両
者
を
融
合
さ
せ
た
も
の
こ
そ
仏
教
の
中
道
精
神
で
あ

る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
中
国
と
イ
ン
ド
両
文
化
は
そ
の
基
盤
か
ら
大
き
な
懸
隔
が
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あ
っ
て
、
本
来
交
流
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
難
し
い
が
、
仏
教

の
中
道
精
神
が
図
ら
ず
も
こ
の
二
者
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。
東
伝
し
た
仏
教
が
大
乗
と
し
て
花
開
き
、
多
大
な
成
果

を
残
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
」
と
。

仏
教
の
「
中
道
」
と
は
、
快
楽
と
苦
行
、
有
と
無
な
ど
の
両

極
端
に
執
着
し
な
い
、
中
正
の
道
を
い
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
快

楽
主
義
、
苦
行
主
義
の
何
れ
に
も
偏
る
こ
と
な
く
、
偏
見
や
極

端
を
廃
し
た
生
き
方
の
な
か
に
、
正
し
い
道
で
あ
る
中
道
を
求

め
た
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
思
想
の
も
つ
「
中
道
」
へ
の
志
向
性
は
、
中
国
に
入
っ

て
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

吉
蔵
は
「
中
」
に
つ
い
て
、「
中
は
実
を
以
て
義
と
為
し
、
中

は
正
を
以
て
義
と
為
す
」
と
述
べ
、
真
実
の
正
し
い
道
を
さ
す

と
定
義
し
ま
し
た
。

ま
た
、
天
台
は
、「
中
道
」
思
想
を
、
空
・
仮
・
中
の
「
三
諦

さ
ん
た
い

論
」
と
し
て
論
じ
ま
し
た
。

こ
こ
に
「
空
」
と
は
、
人
間
を
は
じ
め
万
物
の
内
面
世
界
を

さ
し
、「
仮
」
と
は
、
万
物
の
現
象
面
、
顕
在
化
し
た
側
面
を
さ

し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
「
中
」
と
は
、
内
在
面
と
し
て
の

香港中文大学でのシンポジウム（2006年11月23日、同大・祖堯堂で）
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「
空
」
と
、
現
象
面
と
し
て
の
「
仮
」
の
双
方
を
貫
き
つ
つ
、
止

揚
し
ゆ
く
根
源
的
で
真
正
・
不
変
の
道
理
を
さ
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
中
道
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
私
が
二
年
前
、
饒
宗
�
先

生
か
ら
賜
り
ま
し
た
「
中
庸
致
中
和
」（
中
庸
は
中
和
に
到
る
）
と

の
書
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
、
古
来
、
中
国
思
想
に
流
れ
る

「
中
庸
」「
中
和
」
の
思
想
こ
そ
、
仏
教
の
「
中
道
」
思
想
と
通

底
す
る
思
考
法
で
あ
り
ま
す
。
と
も
に
人
間
の
「
中
の
徳
」
の

表
現
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

四
書
の
一
つ
で
あ
る
『
中
庸
』
の
表
題
に
つ
い
て
は
、「
偏
ら

ざ
る
を
こ
れ
中
と
謂
い
、
易か

わ
ら
ざ
る
を
こ
れ
庸
と
謂
う
」
と

言
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
も
偏
ら
な
い
天
下
の
道
理
が
「
中
」、

永
久
に
易
わ
る
こ
と
の
な
い
天
下
の
条
理
が
「
庸
」
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、『
中
庸
』
に
は
、「
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
、

之
を
中
と
謂
う
。
発
し
て
皆
節
に
中あ

た

る
、
之
を
和
と
謂
う
。
中

な
る
者
は
、
天
下
の
大
本
な
り
。
和
な
る
者
は
、
天
下
の
達
道

な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
「
中
」
と
は
、
喜
怒
哀
楽
の
情
と
な
っ
て
現
れ
る
前

の
、
偏
り
の
な
い
内
面
世
界
の
「
大
本
」
を
さ
し
、
そ
の
「
中
」

が
顕
在
化
し
、
物
事
の
節
度
に
合
致
し
て
い
き
、「
達
道
」
と
な

る
と
こ
ろ
が
「
和
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
の
天
台
の
「
三
諦
論
」
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
と
も

に
「
中
」
と
は
、
宇
宙
森
羅
万
象
の
永
遠
な
る
大
道
を
さ
し
て

お
り
ま
す
。『
中
庸
』
で
は
、
そ
の
働
き
が
内
面
世
界
か
ら
顕
在

化
し
て
、
物
事
の
節
度
に
合
致
し
て
い
く
と
表
現
し
て
お
り
ま

す
。一

方
、
天
台
は
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
、「
中
」
な
る
永
遠
の

道
理
が
、
内
面
世
界
（
空
）
か
ら
現
象
面
（
仮
）
へ
と
顕
在
化
し

つ
つ
、
極
端
に
と
ら
わ
れ
な
い
調
和
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
保
ち

な
が
ら
、
万
物
の
真
正
の
あ
り
方
を
さ
し
示
し
て
い
く
と
こ
ろ

を
「
中
道
」
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
中
の
徳
」

―
中
道
、
中
庸
の
思
想
こ
そ
、

人
間
を
は
じ
め
と
す
る
万
物
の
「
内
面
世
界
」
と
「
現
象
世
界
」

を
貫
き
、
止
揚
し
つ
つ
、
�
節
度
の
感
覚
�
を
備
え
た
真
実
の

人
間
の
生
き
方
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
に
お
い
て
、「
中
道
」「
中
庸
」
の
思
想
は
、
西
洋
物
質



文
明
へ
の
偏
重
を
是
正
し
、
東
洋
の
精
神
文
明
と
の
調
和
（「
和
」）

を
な
し
ゆ
く
�
真
正
の
道
�
（「
中
」）
で
あ
り
、
両
者
を
止
揚
し

つ
つ
、
新
た
な
る
人
類
文
明
を
築
き
ゆ
く
「
節
度
の
感
覚
」
に

根
ざ
し
た
�
総
合
智
�
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
故
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
と
の
対
談
の
締
め
く
く
り
に

私
が
、「
二
十
一
世
紀
の
人
類
へ
の
提
言
は
何
か
」
と
問
う
た
と

き
、
博
士
の
答
え
は
次
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
し
た
。

「
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
人
類
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
力
に
酔

い
し
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
環
境
を
毒
し
、
人
類
の
自

滅
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
人
類
は
自
己
を
見
つ
め
、
制
御
す
る

知
恵
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
極
端

な
放
縦
と
極
端
な
禁
欲
を
戒
め
、
中
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
二
十
一
世
紀
の
人
類
の
進
む
べ
き
道
だ
と
思
う
」
と
。

今
回
の
「
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
哲
学
対
話
」
か
ら
、
よ
り

明
ら
か
に
さ
れ
る
�
東
洋
の
智
慧
�
が
、
人
類
の
進
む
べ
き
道

の
第
一
歩
を
明
る
く
照
ら
し
ゆ
く
も
の
と
な
る
こ
と
を
念
願
い

た
し
ま
す
。

結
び
に
、
諸
大
学
か
ら
ご
臨
席
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
の
ま

す
ま
す
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
私

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
い
け
だ
だ
い
さ
く
／
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
）
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