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は
じ
め
に

私
の
今
日
の
講
演
原
稿
は
、
中
国
哲
学
研
究
の
苦
境
を
テ
ー

マ
に
し
て
い
る
。「
再
認
識
」
と
い
う
字
句
を
用
い
た
こ
と
か
ら
、

メ
タ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
的
思
考
が
頭
に
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
の
短
い
時
間
の
な
か
で
、
従
来
の
中
国

哲
学
の
研
究
手
法
や
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
理
論
的
言
語

の
枠
組
み
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
く
、
苦
境
に
焦
点
を
絞
っ
て

講
演
の
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
二
部
分
に
分

け
て
私
の
論
点
を
提
起
し
た
い
。
第
一
部
と
し
て
、
ま
ず
こ
の

よ
う
な
苦
境
に
つ
い
て
の
考
察
を
述
べ
た
あ
と
、
第
二
部
と
し

て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
苦
境
を
脱
却
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
考
え
を
提
起
し
、
私
の
提
案
と
し
た

い
。以

下
、
考
察
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
Ⅰ
）
苦
境
に
つ
い
て
の
考
察

も
し
、
伝
統
的
な
中
国
歴
史
上
の
中
国
哲
学
研
究
だ
け
に
つ

い
て
言
え
ば
、
理
論
の
発
展
の
変
遷
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

挫
折
や
困
難
に
遭
遇
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
真
の
苦
境
と
な
る
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こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
苦
境
」
と
は
、
将
来
へ
の
展

望
を
見
失
う
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
努
力
の
方
向
性
が
漠
然
と

化
し
て
し
ま
う
状
態
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
中
国
哲
学

研
究
に
現
れ
た
の
は
、
中
国
が
近
代
化
へ
の
圧
力
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
に
始
ま
っ
た
中
国
近
代
化
運
動
の
冗
長
な

い
き
さ
つ
を
こ
こ
で
は
重
複
し
な
い
が
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
源
と
す
る
近
代
文
化
が
、
次
第
に
世
界
を
変
え

つ
つ
あ
る
と
き
、
中
国
の
知
識
人
は
、
理
念
、
制
度
、
お
よ
び

生
き
方
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
面
で
、
大
困
惑
の
状
態
に
陥
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
化
へ
の
要
請
に
つ
い
て
、
五
・
四
運

動
以
降
、
表
面
的
に
は
、
人
々
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
知
っ
て
は
い
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て

変
わ
る
の
か
、
ど
の
方
向
へ
向
か
っ
て
変
わ
る
の
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
、
答
え
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
見
い
だ
せ
な

い
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
中
国

哲
学
研
究
の
苦
境
も
ま
た
逐
次
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
形
成
の
過
程
に
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
結
局
、
関
係
し

て
く
る
の
は
次
の
二
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
外
か

ら
の
衝
撃
」（external

im
pact

）
と
「
内
在
的
緊
張
」（internal

tension

）
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
次
に
こ
の
二
つ
の
面
か
ら
考
察

を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
Ａ
）
外
か
ら
の
衝
撃

外
来
文
化
の
衝
撃
を
考
察
す
る
場
合
、
蒙
昧
な
認
識
と
い
う

先
人
の
誤
り
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
五
・
四
運
動
以
降
、
中
国
の
多
く
の
知
識
人
は
、

自
分
た
ち
が
近
代
化
を
推
し
進
め
て
き
た
と
思
い
込
ん
で
い
る

が
、
彼
ら
に
は
、
啓
蒙
運
動
以
降
の
近
代
文
芸
思
潮
と
、
十
九

世
紀
か
ら
現
れ
た
近
代
文
芸
を
批
判
す
る
思
潮
と
を
、
区
別
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
浅
は
か
に
も
広
く
説
か
れ
て
い
た
近
代
思

想
を
、
そ
れ
と
相
反
す
る
思
想
学
説
と
同
一
視
し
て
紹
介
し
て

き
た
。
中
国
哲
学
研
究
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

多
く
の
思
想
上
の
大
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
近
代
文
化
に
直

面
し
た
あ
と
、
中
国
哲
学
の
伝
統
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
思

惟
の
方
向
性
と
規
範
は
、
次
第
に
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
る
（
近

代
社
会
に
通
じ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
）
も
の
の
、
完
全
に
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
こ
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れ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
多
く
の
衝
突
が
起
こ
っ
て
い
る
。
今
、

近
代
文
化
を
説
く
人
々
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
正

と
反
の
判
断
が
つ
か
ず
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
観
念
を
並
べ
立

て
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
人
々
に
「
近
代
思
想
」
と
し
て
受
容

さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
知
識
人
の
混

乱
を
増
長
さ
せ
て
き
た
。
彼
ら
は
、
近
代
文
化
、
お
よ
び
近
代

性
の
プ
ラ
ス
の
意
味
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
も
な
く
、
近
代
文

化
の
マ
イ
ナ
ス
の
欠
点
を
知
る
こ
と
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ

こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
批
判
思
想
の
理
論
的
な
効
力
の
限
界
に

つ
い
て
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
知
る
よ
し
も
な
い
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
哲
学
研
究
に
お
い
て
は
、
近
代
世
界
に
お
い
て
果
た
せ

る
中
国
哲
学
の
役
割
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
難
し
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
個
人
感
情
や
習
慣
、

あ
る
い
は
環
境
の
ニ
ー
ズ
に
随
っ
て
選
択
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好

み
に
応
じ
て
い
く
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、

中
国
哲
学
研
究
に
お
い
て
、
新
し
い
伝
統
主
義
者
、
道
具
主
義

者
、
ひ
い
て
は
、
宗
教
化
し
た
疑
似
原
理
主
義
派
（Q

u
asi-

fundam
entalists

）
ま
で
現
れ
た
。
合
理
性
を
そ
な
え
た
中
国
哲
学

研
究
の
道
を
、
真
に
追
い
求
め
る
者
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
沸
き
起
こ
る
と
、
そ
れ
は
、

中
国
哲
学
研
究
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
虚
無
化
の
趨
勢
を
も
た

ら
し
た
が
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。

こ
れ
は
、
中
国
哲
学
研
究
の
苦
境
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
他

方
、
中
国
哲
学
内
部
か
ら
見
る
と
、
ほ
か
に
も
苦
境
を
増
幅
さ

せ
る
要
素
が
あ
る
。
こ
れ
は
別
の
理
論
的
問
題
が
関
係
し
て
く

る
。（

Ｂ
）
内
在
的
緊
張

―
抵
抗
力
と
潜
在
力

こ
こ
で
、
中
国
哲
学
内
部
の
「
緊
張
（tension

）」
に
つ
い
て

論
じ
た
い
。
そ
れ
は
、
中
国
哲
学
研
究
の
別
の
側
面
に
関
係
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
緊
張
」
と
は
、
互
い
に
匹

敵
す
る
よ
う
な
二
種
類
の
相
反
す
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。
近
代

文
化
や
近
代
世
界
の
出
現
と
い
う
事
実
に
直
面
し
た
と
き
、
中

国
哲
学
内
部
に
は
、
こ
の
相
反
す
る
二
種
類
の
力
が
働
い
た
。

こ
れ
ら
の
力
を
、
私
は
と
り
あ
え
ず
「
抵
抗
力
」
と
「
潜
在
力
」

と
呼
ん
で
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
近
代
文
化
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
呼
び
方
で
あ
る
。

中
国
哲
学
は
長
い
歴
史
を
有
し
、
そ
れ
は
、
中
国
文
化
圏
に



お
い
て
、
社
会
秩
序
や
生
き
方
に
確
実
に
根
付
い
て
い
る
。
ゆ

え
に
、
近
代
文
化
が
世
界
を
変
え
て
い
っ
た
と
き
、
中
国
哲
学

の
影
響
下
に
あ
る
人
々
は
、
こ
の
変
化
を
完
全
に
拒
絶
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
あ
る
一
定
の
抵
抗

力
を
示
し
た
。
も
し
表
面
的
で
、
浅
薄
な
考
察
だ
け
に
終
始
す

れ
ば
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
近
代
文
化
と
伝
統
哲
学
と
の
間
の
衝

突
を
、
消
滅
し
つ
つ
あ
る
残
存
力
と
し
て
、
簡
単
に
片
づ
け
て

し
ま
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
一
歩
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
衝
突
を
与
え
る
要
素
は
、
な
お
も
強
い
力

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、

私
が
強
調
す
る
「
伝
統
的
潜
在
力
」
で
あ
る
。

「
伝
統
的
抵
抗
力
」
だ
け
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
、「
歴
史

的
惰
性
」
と
い
う
概
念
で
お
お
ざ
っ
ぱ
に
説
明
が
で
き
る
。
伝

統
哲
学
が
歴
史
的
要
請
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
近

代
文
化
と
衝
突
し
た
の
だ
、
と
す
る
説
は
「
合
理
性
」

（rationality

）
に
欠
け
る
面
も
あ
る
が
、
潜
在
力
の
存
在
を
考
察

で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
衝
突
の
問
題
と
は
別
の
様
相
（dim

ention

）

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
惰
性
や
習
慣
と
い
っ

た
概
念
で
は
説
明
で
き
な
い
。

「
伝
統
的
潜
在
力
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ

ら
れ
た
こ
と
の
な
い
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
少
し
離
れ
た

と
こ
ろ
か
ら
説
明
し
て
い
き
た
い
。

我
々
が
、
普
段
、
あ
る
伝
統
思
想
や
哲
学
を
考
察
す
る
場
合
、

そ
の
特
殊
性
や
制
約
条
件
に
注
意
を
集
中
さ
せ
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
間
違
い
だ
と
は
い
え
な
い
が
、
も

し
、
特
定
の
歴
史
や
社
会
の
筋
道
か
ら
哲
学
思
想
を
理
解
し
、

評
価
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
重
要
な
部
分
が
抜
け
落
ち

て
し
ま
う
。
簡
単
に
い
う
と
、
そ
の
中
の
普
遍
性
に
関
係
す
る

部
分
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。
本
来
、
人
間
は
、
思
索
し
、
理
論

構
築
を
す
る
た
び
に
、
あ
る
種
の
普
遍
性
や
長
期
的
意
義
を
含

む
問
題
に
関
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
答
え
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
思
想
の
普

遍
的
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
全
く
異
な
る
思
想
や
哲
学
の
伝

統
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
普
遍
性
を
も
つ
問
題
と
答
え
が
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
方
で
互
い
に
異
な
る
哲
学
思
想
の
間

の
意
思
疎
通
を
図
る
基
礎
を
提
供
し
、
他
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

統
内
部
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
合
理
性
へ
の
自
覚
を
喚
起
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
、
私
が
、
こ
こ
数
年
強
く
主
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張
す
る
「
開
放
的
要
素
」
と
「
閉
鎖
的
要
素
」
と
の
区
別
は
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
今
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
「
伝
統
的
潜
在
力
」
の
源
で
あ
る
。
人
間

は
普
遍
的
問
題
を
思
索
し
、
答
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
、
伝
統
哲
学
の
再
認
識
に
つ
い
て
、
あ
る

「
合
理
性
」
に
対
す
る
認
定
が
生
じ
る
。
こ
の
認
定
に
よ
っ
て
、

人
々
は
、
そ
の
伝
統
哲
学
に
対
し
て
、
永
遠
に
希
望
と
自
信
を

持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
哲
学
自
体
か
ら
い
う
と
、

こ
の
よ
う
な
普
遍
的
要
素
の
存
在
に
は
、
永
遠
に
発
展
、
あ
る

い
は
再
構
築
す
る
原
動
力
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
原
動
力
と
は
、
ま
さ
し
く
私
が
今
述
べ
て
い
る
「
潜

在
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
伝
統
哲
学
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
お
し
広
げ
た
、

あ
る
文
化
的
伝
統
の
潜
在
力
は
、
ひ
と
た
び
圧
力
や
危
機
に
見

舞
わ
れ
た
と
き
、
ひ
と
き
わ
顕
著
に
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
な
合
理
性
を
求
め
る
努
力
と
い
う
形
で
現
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
努
力
の
内
在
的
基
礎
は
、
普
遍
的
要
素

に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
重
厚
で
、
特
殊
な

抵
抗
力
を
も
つ
現
象
と
と
も
に
、
い
か
に
も
逆
行
す
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
本
来
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
外
の
衝
撃
を
排
斥

し
、
拒
絶
す
る
抵
抗
力
や
、
伝
統
回
帰
を
求
め
る
潜
在
力
は
、

一
見
、
そ
の
伝
統
に
奉
仕
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

こ
の
中
に
は
、
普
遍
性
と
特
殊
性
と
い
う
対
峙
が
あ
り
、
保
存

と
創
生
と
い
う
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
が
同
一
の
歴
史
の

場
面
に
、
同
時
に
現
れ
た
と
き
、
不
可
避
的
に
あ
る
「
緊
張
」

が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

話
を
中
国
哲
学
研
究
に
戻
そ
う
。
近
代
文
化
は
近
代
社
会
を

出
現
さ
せ
、
前
近
代
ま
で
に
成
長
し
た
多
く
の
文
化
に
大
き
な

衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
中
国
哲
学
も
中
国
文
化
の
一
部
と
し
て
、

危
機
的
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

も
し
我
々
が
、
中
国
哲
学
の
発
展
の
展
望
に
つ
い
て
、
共
通
認

識
を
も
っ
て
い
た
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
苦
境
」
は
存
在
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
史
に

お
け
る
大
き
な
変
化
の
中
で
、
展
望
に
つ
い
て
、
共
通
認
識
を

求
め
る
こ
と
は
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
異
な
る
側
面
の
概
念
の
解
明
、
ひ
い
て
は
、
新
し
い

理
論
の
枠
組
み
の
構
築
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
く
る
。
簡

単
に
い
う
と
、
こ
の
中
の
幾
重
も
の
問
題
に
つ
い
て
、
斬
新
か
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つ
深
い
認
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
認
識
が
で
き
あ
が
ら
な
い
う
ち
に
、
中
国
哲
学
研
究

に
つ
い
て
、
軽
率
に
何
か
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に

論
争
と
衝
突
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
苦
境
か
ら
抜
け
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
好
ま
し
く
な
い

こ
と
は
、
投
機
主
義
や
道
具
主
義
的
な
考
え
で
、
中
国
哲
学
研

究
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
苦
境
か
ら
の
脱
却
の
後

押
し
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
中
国
哲
学
研
究
の
置
か
れ
た
状

況
を
、
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
共
通
認
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
準
備
段
階
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
概
念
を
提
起
し
、
講
演
の
結
び
と
し
た
い
。

（
Ⅱ
）
苦
境
脱
却
に
つ
い
て
の
考
え

―
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
概
念

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
哲
学
研
究
の
本
来
あ
る
べ
き
道

と
い
う
問
題
自
体
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り
が
あ
り
、
共

通
認
識
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
一
朝
一
夕
に
で

き
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
少
人
数
で
慌
た
だ
し
く
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
哲
学
界
の
参
考
ま
で
に
、

い
く
つ
か
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
概
念
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
た

い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
要
約
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
系
統
的
な

要
請
に
応
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
Ａ
）
世
界
の
中
の
中
国

い
わ
ゆ
る
「
世
界
の
中
の
中
国
」（C

hina
in

the
w

orld

）
と
は
、

自
国
と
世
界
を
対
極
と
し
て
見
る
前
近
代
的
概
念
の
言
い
方
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
係
す
る
の
は
、
価
値
の
評
価
で
は
な
く
、
事

実
の
認
識
で
あ
る
。
近
代
文
化
が
も
た
ら
し
た
近
代
世
界
は
、

基
本
的
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
動
い
て
い

る
。
こ
れ
は
既
存
の
事
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
利
害
が
ど
う
あ

れ
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
は
、
こ
の
現
実
に
存
在
す
る
世
界

の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
中
国
哲
学
研
究
の
苦
境
は
、
我
々
が
、

中
国
哲
学
と
は
何
か
、
ま
た
、
中
国
哲
学
に
何
が
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
曖
昧
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
今
、
こ
の
基

本
的
概
念
を
通
し
て
考
え
て
み
る
と
、
中
国
は
も
は
や
世
界
の

中
の
中
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が

中
国
哲
学
が
や
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
や
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
世
界
哲
学
の
中
で
お
の
ず
か
ら
機
能
を

中国哲学研究の再認識43

「東洋学術研究」第46巻第１号



発
揮
さ
せ
、
世
界
哲
学
の
一
部
と
し
て
存
在
さ
せ
、
発
展
さ
せ

て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
世
界
と
対
立
す
る
中
国
」（C

hina

against
the

w
orld

）
と
は
、
最
初
に
避
け
て
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
前
近
代
的
概
念
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
中
国
哲
学
の
前
途
を
見
て
い
く
と
、

そ
れ
は
間
違
い
な
く
我
々
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
に
対
す
る
理

解
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
私
が
述
べ
る
第
二
の

概
念
と
関
わ
っ
て
く
る
。

（
Ｂ
）「
哲
学
」
の
開
放
概
念

い
わ
ゆ
る
「
哲
学
の
開
放
概
念
」（O

pen
conceptof

philosophy

）

と
は
、
私
が
何
年
も
前
か
ら
提
起
し
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
目

的
は
、
異
な
る
伝
統
哲
学
の
間
の
橋
渡
し
を
可
能
に
す
る
基
礎

づ
く
り
に
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
主
張
は
、「
再
認
識
思
考
」

に
よ
っ
て
、「
哲
学
思
考
」
の
境
界
線
を
引
き
、
題
材
の
次
元
か

ら
完
全
に
開
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
哲
学
」
を

「
哲
学
思
考
」
の
成
果
と
見
な
す
こ
と
は
、
全
く
異
な
る
題
材
と

関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
哲
学
思
考
の
特
性
か
ら
、

哲
学
の
特
性
を
確
保
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
、
私
は
過

去
の
論
点
を
重
ね
て
取
り
上
げ
る
つ
も
り
は
な
い
。
今
、
私
が

こ
の
概
念
を
提
起
す
る
の
は
、
中
国
哲
学
研
究
が
こ
の
概
念
を

受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
世
界
哲
学
」
を
、
確
実
に
実
現

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

先
の
二
つ
の
概
念
を
確
立
で
き
れ
ば
、
中
国
哲
学
の
未
来
の

方
向
性
を
決
定
づ
け
る
手
助
け
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る

疑
念
が
浮
か
ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

あ
る
人
々
が
常
に
口
に
す
る
「
文
化
主
権
」
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
疑
念
を
晴
ら
す
た
め
に
も
、
こ
こ
で
、
第
三
の
概
念
を
提

起
し
て
お
き
た
い
。

（
Ｃ
）
開
放
的
要
素

「
開
放
的
要
素
」（open

elem
ents

）
と
は
、「
閉
鎖
的
要
素
」

（closed
elem

ents

）
と
対
極
の
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
普
段
使

っ
て
い
る
用
法
と
は
異
な
る
。
習
慣
的
に
人
々
が
よ
く
言
う
の

は
、「
開
放
的
シ
ス
テ
ム
」
と
「
閉
鎖
的
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
が
、

私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
系
統
に
は
、
開
放
的
な
面
と
閉
鎖
的

な
面
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
体
験
か
ら
知
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
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二
つ
の
概
念
を
提
起
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
閉
鎖
的
要
素
」
と

は
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
、
特
定
の
歴
史
、
社
会
、

あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
条
件
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
部
分
を
指

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
シ
ス
テ
ム
も
完
全
に
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
、
異
な
る

文
化
的
伝
統
の
中
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
き
わ
め
て
高

い
普
遍
性
を
そ
な
え
た
問
題
を
い
く
つ
か
意
識
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
探
求
は
、
普
遍
性
か
ら
方
向
性
を
求
め

る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
要
素
を
、
私
は
そ
の
シ
ス
テ
ム

の
「
開
放
的
要
素
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
文
化
主
権
」
へ
の
疑
念
は
、
文
化
的
特
性
の
閉

鎖
的
な
側
面
を
過
度
に
強
調
す
る
あ
ま
り
、
起
こ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
私
は
、
今
、
次
の
こ
と
を
真
剣
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
我
々
が
、
異
な
る
伝
統
哲
学
の
も
と
で
、

思
考
成
果
の
融
合
を
言
う
場
合
、
あ
る
い
は
、
中
国
哲
学
を
世

界
哲
学
の
一
構
成
部
分
と
す
る
場
合
、
い
ず
れ
も
、
開
放
的
要

素
に
の
っ
と
っ
て
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
興
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
西
洋
哲
学
」

は
、
開
放
的
要
素
と
閉
鎖
的
要
素
の
両
面
が
あ
り
、
中
国
哲
学

も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
我
々
が
、
中
国
哲
学
と
世
界

哲
学
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
あ
る
特
定
の
文
化
を
放

棄
し
、
別
の
特
定
の
文
化
を
受
容
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

伝
統
を
超
え
、
普
遍
的
意
義
を
そ
な
え
た
要
素
の
結
び
つ
き
だ

け
を
意
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
中
国
文
化
の
開
放
的
要
素
を
抽
出
し
、
そ
れ

を
、
世
界
や
そ
の
他
の
文
化
の
開
放
的
要
素
と
結
び
つ
け
る
こ

と
で
あ
る
。
焦
点
を
哲
学
に
移
す
と
、
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
、

普
遍
性
を
も
つ
思
考
の
成
果
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
受
容
、
あ
る
い
は
選
択
し
た
も
の
が
、
普
遍
的
な
要

素
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
も
は
や
誰
が
主
導
権

を
握
る
か
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。以

上
、
三
点
に
わ
た
っ
て
私
見
を
述
べ
た
が
、
い
ず
れ
も
文

化
や
哲
学
の
前
途
の
鍵
と
な
る
問
題
に
触
れ
て
い
る
と
思
う
。

ゆ
え
に
、
私
は
、
こ
れ
ら
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
概
念
と
呼
ぶ
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
中
国
哲
学
に
対
す
る
私
の
独
自

の
考
え
で
は
な
い
が
、
私
が
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
哲

学
研
究
の
苦
境
は
、
実
は
、
哲
学
と
文
化
の
全
体
的
な
危
機
に
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よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
苦
境
か
ら
脱
却
す
る
望

み
の
大
半
は
、
我
々
が
、
全
体
的
な
問
題
に
対
し
て
、
新
し
い

認
識
を
も
ち
、
新
し
い
解
決
を
図
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
ろ
う
　
し
こ
う
／
台
湾
・
華
梵
大
学
教
授
）

（
訳
・
お
お
え
　
へ
い
わ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）
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