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蔡
元
培
の
哲
学
観 

 

志
野
 
好
伸
  

   

一
、『
中
国
倫
理
学
史
』
の
立
場 

 

一
九
一
六
年
か
ら
二
七
年
ま
で
北
京
大
学
学
長
を
務
め
、「
兼
容
並
抱
」

の
精
神
に
よ
っ
て
、
辜
鴻
銘
、
劉
師
培
、
梁
漱
溟
、
李
大
釗
、
魯
迅
、
陳

独
秀
、
胡
適
な
ど
、
保
守
派
か
ら
急
進
派
ま
で
す
ぐ
れ
た
知
識
人
を
北
京

大
学
に
招
い
た
蔡
元
培
（
一
八
六
〇
〜
一
九
四
〇
）
も
ま
た
、
哲
学
に
多

大
な
関
心
を
払
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
早
く
か
ら
西
学
に
関
心
を
持
っ
て

い
た
蔡
元
培
は
、
一
九
〇
二
年
に
は
日
本
を
訪
れ
、
一
九
〇
七
年
か
ら
は

ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
、
三
年
余
り
の
間
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に

籍
を
置
き
、
ヴ
ン
ト
の
講
義
を
聴
く
な
ど
、
哲
学
、
心
理
学
や
美
学
を
学

ん
で
い
る
。一
九
一
一
年
辛
亥
革
命
勃
発
に
よ
り
一
時
帰
国
を
果
た
す
が
、

再
び
渡
欧
、
一
九
一
六
年
冬
に
帰
国
し
、
北
京
大
学
学
長
に
就
任
し
て
い

る
。 

 
蔡
元
培
は
一
九
〇
一
年
に
早
く
も
「
哲
学
総
論
」
と
題
さ
れ
た
論
文
を

発
表
し
て
い
る(

1)

。
こ
れ
は
学
問
全
体
の
見
取
り
図
を
提
供
す
る
も
の
で
、

そ
の
内
「
哲
学
」
は
、
有
形
の
も
の
に
関
わ
る
「
理
学
」
と
対
比
さ
れ
、

無
形
の
も
の
に
関
わ
る
総
合
的
な
学
問
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
言
う
「
理
学
」
は
、
物
理
学
、
化
学
、
天
文
学
、
さ
ら
に
は
器
械
学
、

製
造
学
、
航
海
学
を
も
含
む
い
わ
ば
自
然
科
学
で
あ
り
、
厳
復
や
王
国
維

の
よ
う
に
、「
哲
学
」の
訳
語
と
し
て「
理
学
」を
検
討
し
た
形
跡
は
な
い
。

蔡
元
培
は
日
本
の
訳
語
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
哲

学
と
宗
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
蔡
元
培
自
身
が
明
示
し
て
い
る
と
お

り
、
井
上
円
了
の
『
仏
教
活
論
』(

2)

を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
智
力

を
働
か
せ
る
宗
教
は
仏
教
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
仏
教
は
宗
教
で
あ
り

な
が
ら
純
正
哲
学
で
あ
る
と
し
、
宗
教
は
最
終
的
に
は
仏
教
に
包
摂
さ
れ

る
と
説
い
て
い
る
。ま
た
一
九
〇
三
年
に
は
、ケ
ー
ベ
ル
の『
哲
学
要
領
』

を
訳
出
し
て
い
る
。こ
れ
は
日
本
の
お
雇
い
外
国
人
で
あ
る
ケ
ー
ベ
ル
が
、

文
科
大
学
（
後
の
東
京
大
学
）
で
行
っ
た
講
義
を
、
下
田
次
郎
が
翻
訳
出

版
し
た
も
の
で
あ
る
。 
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だ
が
蔡
元
培
の
哲
学
関
連
の
著
作
で
、
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
九
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
倫
理
学
史
』
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統

思
想
の
歴
史
が
近
代
学
術
研
究
の
装
い
を
と
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、

中
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
著
作
が
最
初
で
あ
る
。
た
だ
日
本
で
は
そ
れ
以

前
に
、
内
田
周
平
『
支
那
哲
学
史
』（
一
八
八
八
年
）、
松
本
文
三
郎
『
支

那
哲
学
史
』（
一
八
九
八
年
）、遠
藤
隆
吉『
支
那
哲
学
史
』（
一
九
〇
〇
年
）、

藤
田
豊
八『
支
那
倫
理
史
』（
一
九
〇
〇
年
）な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る(

3)

。

蔡
元
培
の
『
中
国
倫
理
学
史
』
も
、
日
本
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
た
著
作

で
あ
り
、
蔡
元
培
自
身
が
序
文
で
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
藍
本
と
し

て
利
用
さ
れ
た
の
は
、
木
村
鷹
太
郎
『
東
洋
西
洋
倫
理
学
史
』
（
一
八
九

八
年
）
と
久
保
得
二
（
天
随
『
東
洋
倫
理
史
要
』
一
九
〇
四
年
）
で
あ

る(

4)

。
で
は
、
な
ぜ
「
哲
学
史
」
で
は
な
く
「
倫
理
学
史
」
だ
っ
た
の
か
。

既
述
の
と
お
り
、
参
考
に
し
う
る
「
哲
学
史
」
の
書
物
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

倫
理
学
史
」
を
選
ん
だ
の
は
、
蔡

自
身
が
該
書
の
「
緒
論
」
で
述
べ
る
と
お
り

倫
理
学
は
我
が
国
で
唯
一

発
達
し
た
学
術
」
で
あ
り
、
西
洋
の
思
想
に
対
抗
で
き
る
唯
一
の
思
想
資

源
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蔡
元
培
は
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
序

例
」
で
、
学
問
の
進
歩
に
は
学
術
史
が
必
要
で
あ
り
、
中
で
も
精
神
科
学

史
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
倫
理
学
史
の
必
要
性
と
儒
家
伝
統
の
重

要
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

吾
が
国
は
早
く
か
ら
倫
理
学
を
重
ん
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
な
の
に
今

に
至
る
ま
で
倫
理
学
史
は
存
在
し
て
い
な
い
。
倫
理
界
に
お
い
て
懐

疑
の
時
代
が
は
じ
ま
る
と
、異
国
の
学
説
が
個
別
に
導
入
さ
れ
た
が
、

太
陽
に
つ
い
て
あ
る
人
が
金
盥
の
よ
う
だ
と
言
い
、
あ
る
人
が
ろ
う

そ
く
の
よ
う
だ
と
言
う
よ
う
に(

5)

、
ほ
と
ん
ど
互
い
に
衝
突
し
合
う

あ
り
さ
ま
で
、吾
が
民
族
固
有
の
思
想
体
系
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
、

ま
す
ま
す
岐
路
に
迷
い
込
む
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

 
こ
こ
に
言
う
「
吾
が
民
族
固
有
の
思
想
体
系
（「
吾
族
固
有
之
思
想
系

統
」）」
と
は
、
儒
家
の
伝
統
に
他
な
ら
な
い
。
蔡
元
培
は
『
中
国
倫
理
学

史
』
緒
論
に
お
い
て

倫
理
学
は
我
が
国
で
唯
一
発
達
し
た
学
術
と
言
え

る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
の
ち
、
中
国
の
倫
理
学
説
の
沿
革
を
次
の
よ
う
に

記
述
す
る
。
漢
の
武
帝
が
儒
術
だ
け
を
尊
ぶ
体
制
を
作
る
に
至
っ
て
「
儒

家
の
言
説
が
我
が
国
唯
一
の
倫
理
学
と
な
っ
た
。
魏
晋
以
降
仏
教
が
輸
入

さ
れ
、
哲
学
界
は
そ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
が
、
倫
理
学
を
震
撼
さ
せ

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

そ
し
て
最
近
二
十
年
に
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ル

ソ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
の
学
説
が
紹
介
さ
れ
、
新
旧
の
学
説
の
衝
突
が
起
こ
っ

た
が
、
こ
れ
は
「
倫
理
界
に
お
け
る
き
わ
め
て
小
さ
な
変
化
に
す
ぎ
ず
、

倫
理
学
説
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
（
「
緒
論

こ
う
し
て
孔

子
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
儒
家
の
言
説
こ
そ
が
、
「
我
が
民
族
の
根
本
理

想
を
代
表
す
る
に
足
る

第
一
期
第
一
章
総
論

こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。 

 
中
華
民
族
固
有
の
倫
理
と
し
て
儒
教
倫
理
を
顕
揚
す
る
こ
と
が
『
中
国

倫
理
学
史
』
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
た
だ
し
、
そ

の「
緒
論
」の
一
部
に
は
そ
れ
に
反
す
る
内
容
も
記
さ
れ
て
い
る

緒
論
」



Minerva明治大学文学部哲学専攻論集, vol. 3 

3 
 

の
冒
頭
「
倫
理
学
と
修
身
の
書
の
区
別
」
で
蔡
元
培
は
、
木
村
鷹
太
郎
の

著
作
に
お
お
む
ね
依
拠
し
な
が
ら

民
族
の
道
徳
は
、
民
族
そ
れ
ぞ
れ
の

個
別
の
性
質
、
固
有
の
教
え
に
基
づ
き
、
習
慣
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」

と
定
義
し

修
身
の
書
」
は
そ
の
道
徳
を
実
践
す
る
た
め
の
規
範
を
示
す

も
の
だ
と
述
べ
る(
6)

。
そ
れ
に
対
し
て
「
倫
理
学
」
は

学
理
の
研
究
を

目
的
と
す
る
。
各
民
族
の
特
性
や
教
え
は
す
べ
て
研
究
の
た
め
の
材
料
と

な
り
、
倫
理
学
は
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
一
貫
さ
せ
、
最
高
の
観
念
を
帰
納

す
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か
ら
演
繹
し
、
種
々
の
教
条
と
す
る
も
の
で
あ

る

蔡
元
培

行
為
の
基
準
を
示
す
修
身
の
書
と
知
識
を
提
供
す
る
倫

理
学
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
釘
を
刺
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
倫
理

学
は
「
一
時
の
利
害
、
多
数
者
の
動
向
」
な
ど
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い

と
述
べ
る(

7)

。
木
村
の
著
作
に
も
久
保
の
著
作
に
も
対
応
す
る
文
言
は
な

く
、
蔡
元
培
が
木
村
の
意
を
汲
ん
で
加
筆
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
蔡
元
培

自
身
が
、
倫
理
学
は
個
別
の
民
族
の
修
身
規
則
を
超
越
し
、
そ
れ
ら
を
統

括
す
る
学
問
だ
と
す
る
考
え
を
ひ
と
ま
ず
は
受
け
入
れ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
。 

 
こ
こ
で
同
時
代
の
日
本
の
状
況
を
対
比
の
た
め
に
差
し
挟
む
と
、
日
本

で
は
「
道
徳
」
と
「
倫
理
」
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
区
別
が
問
題
と

さ
れ
て
い
た
。
京
都
帝
国
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
藤
井
健
治
郎
は
、
一
九

〇
九
年
の
修
身
科
教
員
の
採
用
試
験
に
お
い
て

国
民
道
徳
と
倫
理
学

と
の
関
係
に
つ
い
て
」
質
問
し
た
。
藤
井
の
後
の
述
懐
に
拠
れ
ば
、
こ
の

と
き
の
受
験
生
の
多
く
は
、
倫
理
学
と
は
「
西
洋
思
想
若
し
く
は
学
術
に

根
柢
を
有
し
て
い
る
空
理
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
わ
が
国
民
の
実
践
上
に
は

何
等
の
裨
益
す
る
所
が
な
い
。
が
、
之
に
反
し
て
、
国
民
道
徳
は
、
遠
き

わ
が
国
の
歴
史
に
淵
源
し
、
直
接
な
る
国
情
と
始
終
す
る
と
こ
ろ
の
実
理

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
ま
ま
に
我
等
が
実
践
の
準
縄
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
る

藤
井
は
道
徳
と
倫
理
を
日
本
と
西
洋
に
割
り

振
る
こ
う
し
た
見
方
に
反
対
し

国
民
道
徳
と
は
所
与
の
事
実
で
あ
っ

て
、倫
理
学
は
そ
の
事
実
に
即
し
た
る
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

詳
し
く
い
え
ば
、
倫
理
学
は
人
種
な
り
、
民
族
な
り
、
国
民
な
り
、
階
級

な
り
に
行
わ
れ
て
い
る
道
徳
事
実
の
正
確
な
材
料
を
、
な
る
べ
く
多
く
集

め
て
、
之
を
科
学
的
方
法
で
取
扱
っ
て
得
た
る
所
の
智
識
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る(

8)

。
民
族
道
徳
を
反
映
す
る
修
身
の
書
と
「
倫
理
学
」
と
を
区

別
す
べ
き
だ
と
す
る
蔡
元
培
の
立
場
は
、こ
の
藤
井
の
考
え
と
合
致
す
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
蔡
元
培
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
立
場
を
放
棄
す
る

中
国

倫
理
学
史
』
緒
論
の
第
二
節
「
倫
理
学
史
と
倫
理
学
に
お
け
る
根
本
的
観

念
の
区
別
」
で
は
、
第
一
節
で
謳
わ
れ
て
い
た
倫
理
学
の
普
遍
性
志
向
は

早
く
も
取
り
消
さ
れ

倫
理
学
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
学
派
の

主
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る（「
所
以
発
明
一
家
之
主
義
者
也
」）」

と
言
い
直
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
は
個
別
の
道
徳
を
「
比
較
し
て
一
貫

さ
せ
る
」
と
い
う
立
場
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
倫
理
学
は
「
一
家
」

の「
主
義
」に
限
局
す
る
も
の
と
さ
れ

各
民
族
の
特
性
や
教
え
」を「
比

較
し
て
一
貫
さ
せ
、
最
高
の
観
念
を
帰
納
す
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か
ら

演
繹
し
、
種
々
の
教
条
と
す
る
」
役
割
は
、
倫
理
学
で
は
な
く
倫
理
学
史

が
担
う
も
の
と
さ
れ
る
。
主
観
的
な
倫
理
学
に
対
し
て
、
倫
理
学
史
こ
そ

が
「
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
要
点
を
剔
抉
し
、
そ
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の
源
泉
を
推
定
し
、
そ
の
交
替
変
化
の
跡
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

さ
れ
る
。
倫
理
学
史
の
客
観
性
は
、
倫
理
学
の
普
遍
性
を
要
求
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
倫
理
学
と
道
徳
の
区
別
は
も
は
や
問
題
と
さ
れ

な
く
な
る
。
普
遍
性
に
回
収
さ
れ
な
い
民
族
ご
と
、
学
派
ご
と
の
道
徳
の

多
様
性
が
そ
の
ま
ま
に
認
め
ら
れ
、
『
中
国
倫
理
学
史
』
は
、
そ
の
書
名

の
と
お
り
、「
吾
が
民
族
固
有
の
思
想
体
系

序
例

の
説
明
に
終
始
す

る
の
で
あ
る
。 

 

二
、
儒
家
と
道
家
に
対
す
る
評
価 

  
蔡
元
培
は
該
書
の
中
で
、
多
様
性
が
容
認
さ
れ
る
倫
理
道
徳
を
、
絶
対

を
扱
う
形
而
上
学
と
対
比
し
て
い
る
。
そ
れ
は
儒
家
と
道
家
の
対
比
に
重

ね
ら
れ
る
。
第
一
期
第
七
章
「
老
子
」
で
、
彼
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
『
老
子
』
二
巻
の
う
ち
、
上
巻
は
多
く
道
を
説
き
、
下
巻
は
多
く
徳
を

説
く
。
前
者
は
世
界
観
で
あ
り
、
後
者
は
人
生
観
で
あ
る

そ
し
て
中
国

の
南
北
で
思
想
傾
向
が
異
な
る
こ
と
を
述
べ

老
子
以
降
、
南
方
の
思
想

は
多
く
形
而
上
学
の
探
究
を
好
ん
だ
。
そ
れ
は
当
時
の
北
方
の
儒
者
が
経

験
世
界
を
そ
の
世
界
観
の
基
礎
と
し
」
た
の
に
反
対
し
た
の
だ
と
す
る
。

さ
ら
に
「
北
方
の
学
者
の
言
う
道
は
宇
宙
の
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

老
子
は
宇
宙
の
実
体(

9)

を
道
と
し
て
お
り
、
道
は
宇
宙
全
体
の
抽
象
的
な

記
号
で
あ
る
」
と
両
者
を
対
比
さ
せ
、
も
っ
ぱ
ら
経
験
世
界
の
現
象
や
変

化
の
規
則
を
扱
う
儒
者
に
対
し

倫
理
学
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
、
南

方
の
学
者
は
注
意
を
払
わ
ず
、
道
徳
も
消
極
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
た
」

と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
蔡
元
培
は
こ
の
老
子
の
立
場
を
手
厳
し
く
非
難

す
る
。 

 

 
老
子
は
さ
ら
に
進
ん
で
無
差
別
界
の
見
解
を
差
別
界
に
も
応
用

し
、
善
悪
に
区
別
が
な
い
と
い
う
説
を
立
て
た

中
略
）
こ
れ
ら
は

み
な
絶
対
界
の
見
解
で
あ
り
、
形
而
上
学
の
理
論
で
裁
定
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
誤
謬
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

の
説
を
倫
理
界
に
応
用
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
倫
理
な
ど
語
る
に
足
り

な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
類
は
相
対
的
な
世
界
に
暮
ら
し
て

い
る
以
上
、
決
し
て
そ
れ
を
絶
対
界
の
理
論
で
裁
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ(

10)

。
（
『
中
国
倫
理
学
史
』
第
一
期
第
七
章
「
老
子
」
） 

 

 
蔡
元
培
は
老
子
の
学
説
を
総
括
し
て
、
「
そ
の
思
想
が
盛
ん
に
な
っ
た

の
は
、
不
健
全
な
時
代
の
み
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
魏
晋
か
ら
六
朝
の
時

代
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
る(

11)

。 

 
形
而
上
学
の
世
界
か
ら
倫
理
学
の
世
界
を
断
固
と
し
て
守
ろ
う
と
い
う

姿
勢
は
、
普
遍
的
で
絶
対
的
な
価
値
を
標
榜
す
る
西
洋
の
哲
学
、
純
粋
な

哲
学
に
対
し
て
、
多
様
性
と
相
対
性
を
要
求
し
、
中
国
の
伝
統
学
術
の
価

値
を
擁
護
す
る
態
度
に
も
重
な
っ
て
見
え
る
。
荘
子
の
思
想
に
つ
い
て
も

蔡
元
培
は
、「
そ
の
理
論
の
ほ
と
ん
ど
は
倫
理
学
界
を
超
え
出
る
も
の
で
、

純
粋
哲
学
に
属
し
て
い
る
」（
第
一
期
第
八
章
「
荘
子
」
）
と
し
、
倫
理
学

と
純
粋
哲
学
と
を
区
別
し
た
上
で
、
絶
対
的
な
価
値
を
信
奉
す
る
道
家
思

想
を
倫
理
学
の
範
囲
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
蔡
に
拠
れ
ば
、
倫
理
学
は
終
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始
相
対
界
の
中
で
考
察
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、
各
民
族
の
倫
理
学
上
の
特

徴
を
比
較
し
て
一
貫
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
し
て
彼
は
、
西
洋
の
倫

理
思
想
に
比
肩
し
う
る
中
国
に
固
有
の
倫
理
思
想
の
価
値
、
と
り
わ
け
儒

家
思
想
の
価
値
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
こ
で
蔡
元
培
の
所
説
を
、
あ
ら
た
め
て
藍
本
の
一
つ
で
あ
る
木
村
鷹

太
郎
の
『
東
洋
西
洋
倫
理
学
史
』
の
内
容
と
対
比
し
て
み
た
い
。
木
村
は

老
子
の
哲
学
に
つ
い
て
、
「
善
悪
と
は
吾
人
の
感
情
界
に
於
て
言
ふ
所
な

り
。
然
る
に
若
此
範
囲
を
出
で
て
実
体
の
無
差
別
界
に
入
り
て
此
区
別
を

一
抹
し
去
る
が
如
き
は
、
猶
死
人
の
境
界
に
於
て
善
悪
な
し
と
云
ひ
、
暗

黒
場
裡
に
於
て
黒
白
な
し
と
云
ふ
が
如
き
の
み
。
差
別
界
と
実
体
界
と
を

混
ず
る
は
宛
も
昼
夜
を
混
ず
る
が
如
き
な
り
」（
『
東
洋
西
洋
倫
理
学
史
』

第
二
期
第
二
章
「
老
子
」
）
と
述
べ
る(

12)

。
蔡
元
培
の
著
作
は
明
ら
か
に

木
村
の
こ
う
し
た
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
木
村
は
老
子
の
倫

理
学
上
の
錯
誤
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
し
か
し
哲
学
者
と
し
て
の
老
子
の

大
胆
な
学
説
は
、
倫
理
学
史
上
に
も
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
と
認
め
て
い

る(

13)

。
こ
う
し
た
観
点
は
、
蔡
元
培
の
著
作
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。 

 
木
村
は
ま
た
、
列
子
や
荘
子
の
懐
疑
的
精
神
に
対
し
て
も
高
い
評
価
を

与
え
て
い
る
。
木
村
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
列
子
は
「
人
々
が
神
聖
と
せ
る

道
徳
法
と
云
ふ
も
の
に
疑
を
抱
き
、
果
し
て
一
定
に
し
て
万
国
普
通
の
道

徳
法
と
云
ふ
も
の
あ
る
や
と
発
問
す
る
に
至
」
り

諸
国
の
道
徳
風
俗
の

差
異
あ
る
こ
と
を
例
証
し
て
一
定
の
善
悪
な
き
を
」
説
い
て
い
る
。
木
村

は
必
ず
し
も
列
子
の
結
論
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
虚

無
恬
淡
主
義
は
人
性
の
真
を
得
た
る
も
の
に
非
ず
」
と
し
、
そ
れ
が
「
国

家
、
社
会
に
有
害
」
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
が
、
一
方
で
列
子
の
懐
疑

精
神
を
称
揚
し

懐
疑
な
く
ん
ば
真
の
研
究
に
非
ず
」
「
懐
疑
は
実
に
事

物
研
究
の
嚮
導
な
り
、
懐
疑
な
く
ん
ば
深
底
に
貫
徹
す
る
こ
と
能
は
ざ
る

な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
木
村
は
「
荘
子
は
列
子
よ
り
も
進
み
て
一
層
懐

疑
に
精
な
り
」と
と
ら
え
た
上
で

道
徳
は
社
会
の
意
思
、多
数
の
圧
制
、

一
般
の
習
慣
な
る
こ
と
を
発
見
」
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
「
道
徳
の
真
観
を

得
」
た
も
の
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
荘
子
の
章
の
結
論
部
に
お
い
て
も
、

「
道
徳
の
根
本
的
性
質
を
考
へ
、
其
存
在
を
疑
ひ
、
其
権
威
を
問
ふ
が
如

き
、其
思
想
の
自
由
に
し
て
繫
縛
な
き
は
儒
教
学
者
等
の
及
ぶ
所
に
非
ず
」

と
述
べ
る
。
道
家
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
方
向
性
は
、
道
徳
を
「
比
較
し

て
一
貫
さ
せ
、
最
高
の
観
念
を
帰
納
す
る
」
倫
理
学
の
立
場
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。  

 
蔡
元
培
は
、
木
村
の
著
作
に
つ
い
て

中
国
倫
理
学
史
』
諸
論
に
お
い

て
「
一
部
に
は
偽
書
に
依
拠
す
る
と
い
う
欠
点
が
あ
り
、
そ
の
批
評
も
武

断
に
失
す
る
場
合
が
ま
ま
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
『
列
子
』
は
ま
さ

に
偽
書
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
資
料
で
あ
り
、お
お
む
ね
久
保
得
二『
東

洋
倫
理
史
要
』
の
章
立
て
に
依
拠
し
て
い
る
『
中
国
倫
理
学
史
』
で
あ
る

が
、
久
保
の
著
作
が
第
七
章
「
老
子
」
、
第
八
章
「
列
子
」
、
第
九
章
「
荘

子
」
と
続
く
の
に
対
し
、
蔡
元
培
の
書
で
は
第
七
章
「
老
子
」
か
ら
、
た

だ
ち
に
第
八
章
「
荘
子
」
と
続
い
て
、
列
子
が
省
か
れ

列
子
』
楊
朱
篇

に
つ
い
て
の
み
第
二
期
第
六
章
「
清
談
家
之
人
生
観
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
蔡
元
培
は
当
該
章
の
結
論
部
に
お
い
て

清
談
家
の
思
想
は
、

き
わ
め
て
浅
薄
で
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
社
会
性
を
有
す
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る
人
間
の
認
容
し
う
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
ほ
ど
な
く
立
ち
消
え
て
し

ま
っ
た
。
儒
家
の
倫
理
学
説
の
根
拠
に
対
し
て
、
彼
ら
は
全
く
動
揺
を
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
蔡
元
培
の
考
え
で
は
、

中
国
の
倫
理
思
想
の
主
流
は
あ
く
ま
で
儒
家
で
あ
り
、
道
家
思
想
が
い
か

に
純
粋
哲
学
に
対
し
て
貢
献
を
な
そ
う
と
、
そ
れ
は
倫
理
学
史
上
に
い
か

な
る
価
値
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
の
冒
頭
で
示
さ
れ
た
民
族
固
有

の
習
慣
を
超
え
て
「
最
高
の
観
念
を
帰
納
」
す
る
と
い
う
倫
理
学
の
定
義

は

緒
論
」
で
早
く
も
放
棄
さ
れ
た
と
お
り
、
本
文
に
も
全
く
反
映
さ
れ

て
お
ら
ず
、
蔡
元
培
は
終
始
民
族
固
有
の
倫
理
、
儒
教
倫
理
を
中
心
に
議

論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。 

 

三
、『
哲
学
大
綱
』
の
構
成 

 

 
『
中
国
倫
理
学
史
』
の
出
版
以
後
、
蔡
元
培
は
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
の
著

作
に
依
拠
し
て
二
冊
の
哲
学
概
論
を
出
版
し
て
い
る
。
一
冊
は
一
九
一
五

年
に
書
か
れ
た
『
哲
学
大
綱
』
で
、
も
う
一
冊
が
一
九
二
四
年
に
書
か
れ

た
『
簡
易
哲
学
綱
要
』
で
あ
る
。
蔡
元
培
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
前
者
は

「
リ
ヒ
タ
ーRichter

の
『
哲
学
概
説
』E

infü hrung in die Philosophie

を
基
本

と
し
、パ
ウ
ル
ゼ
ンPaulsen

と
ヴ
ン
トW

undt

の『
哲
学
概
論
』Einleitung 

in die Philosophie

に
よ
っ
て
補
足
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
緒
論
と

結
論
以
外
は
、
多
く
ド
イ
ツ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
概
論
』 

(W
. W

indelband: E
inleitung in die Philosophie ) 

に
依
拠
し
て
い
る
」
と
の
こ

と
で
あ
る
。 

 
蔡
元
培
の
『
哲
学
大
綱
』
の
目
次
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
編
「
通

論
」
、
第
二
編
「
認
識
論
」
、
第
三
編
「
本
体
論
」
、
第
四
編
「
価
値
論
」
。

こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
リ
ヒ
タ
ー(Raul Richter, 1871-1912)

の『
哲
学
概
説
』

に
依
拠
し
て
い
る(

14)

。
第
一
編
第
四
節
の
「
哲
学
之
部
類
」
で
は
、
哲
学

の
内
容
が
詳
し
く
分
類
さ
れ
、
体
系
的
な
知
識
の
学
と
し
て
論
理
学
と
認

識
論
、首
尾
一
貫
し
た
原
理
の
学
と
し
て
普
通
哲
学
と
特
別
哲
学
を
挙
げ
、

普
通
哲
学
に
は
形
而
上
学
、
特
別
哲
学
に
は
自
然
哲
学
と
精
神
哲
学
と
を

配
属
し
、
そ
の
両
者
に
つ
い
て
さ
ら
に
細
か
い
分
類
を
施
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
う
し
た
分
類
は
、
当
該
書
の
構
成
に
あ
ま
り
対
応
し
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
次
の
第
五
節
「
研
究
哲
学
之
次
第
（
哲
学
を
研
究
す
る
階
梯

で

簡
潔
に
説
明
さ
れ
る
哲
学
の
三
分
類
の
方
が

哲
学
大
綱
』
の
構
成
に
よ

く
合
致
し
て
い
る
。
第
五
節
の
全
文
を
以
下
に
訳
出
す
る
。 

 

近
世
の
哲
学
界
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
派
は
認
識
論
を
重
視
し
、
ヘ

ー
ゲ
ル
派
は
本
体
論
を
重
視
し
た
。
そ
の
他
、
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
ら
は
、

さ
ら
に
価
値
論
を
重
視
し
て
い
る
。認
識
論
は
研
究
の
方
法
で
あ
り
、

本
体
論
は
知
識
の
内
容
で
あ
り
、
価
値
論
は
理
論
の
応
用
で
あ
る
。

こ
の
三
者
を
包
含
し
て
こ
そ
、哲
学
の
課
題
は
完
備
す
る
の
で
あ
り
、

一
者
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
他
を
廃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
三
者
の

う
ち
で
、
本
体
論
が
中
堅
で
あ
り
、
本
体
論
が
誤
謬
に
陥
ら
な
い
よ

う
に
す
る
に
は
、
正
し
い
方
法
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
認

識
論
を
先
行
さ
せ
る
。
本
体
論
の
結
論
が
得
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
実
地
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
価
値
論
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を
最
後
に
置
く
の
で
あ
る
。 

 

 
本
書
の
構
成
に
対
応
す
る
認
識
論
、
本
体
論
、
価
値
論
三
者
の
先
後
関

係
は
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
歴
史
的
展
開
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
が

中
国
倫
理
学
史
』
で
強
調
し
た
倫
理
学
が
帰
属
す
る

価
値
論
は
、
こ
こ
で
は
最
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
中
核
を
な
す
の
は
本

体
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
基
軸
と
し
て
、
認
識
論
お
よ
び
価
値
論
が
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 
そ
の
価
値
論
の
下
位
分
類
と
し
て

哲
学
大
綱
』
で
は
、
道
徳
、
宗
教
、

美
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
編
第
四
節
で
は
、
自
然
哲
学
と
対
比
さ
れ
る

精
神
哲
学
の
さ
ら
な
る
下
位
分
類
と
し
て
、
倫
理
学
及
法
律
哲
学
、
美
学
、

宗
教
哲
学
の
三
つ
が
区
分
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
結
果
的
に
対
応
し
て

い
る
。
先
述
の
と
お
り
、
各
民
族
個
別
の
道
徳
と
そ
れ
ら
を
越
え
た
学
問

と
し
て
の
倫
理
学
と
の
区
別
を
、
蔡
元
培
は
放
棄
し
て
い
た
。
蔡
は
第
四

編
の
冒
頭
、
価
値
論
の
「
帰
着
点
は
道
徳
に
あ
り
、
宗
教
思
想
と
美
学
観

念
も
こ
れ
に
帰
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
道
徳
も
し
く
は
倫
理
は
、
価

値
論
の
一
部
で
あ
っ
て
、
当
然
な
が
ら
哲
学
の
一
部
で
も
あ
る
。
た
だ
あ

く
ま
で
そ
れ
は
一
部
を
占
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
徳
、
倫
理
学
が
哲
学

を
代
表
す
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
『
哲
学
大
綱
』
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。

第
四
編
第
一
節
で
、
蔡
は
儒
家
や
墨
家
、
道
家
の
断
片
を
引
く
が
、
そ
れ

は
中
国
の
伝
統
思
想
の
具
体
的
な
内
容
を
紹
介
す
る
た
め
で
は
な
く
、
価

値
論
の
相
対
性
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
類
の
最
終

の
目
的
は
、
快
楽
に
あ
り
、
幸
福
に
あ
り
、
生
存
に
あ
り
、
権
威
に
あ
る
」

と
説
い
た
哲
学
者
が
い
た
が
、
こ
の
四
つ
の
ど
れ
を
求
め
る
か
は
人
に
よ

っ
て
異
な
り
、
こ
の
四
つ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
求
め
よ
う
と

し
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
、
中
国
の
古
典
を
持
ち
出
し
て
説
明
し
て
い

る
。
し
か
し
議
論
は
価
値
論
の
相
対
性
を
確
認
し
て
終
わ
る
わ
け
で
は
な

く
、
形
式
的
な
普
遍
性
を
認
め
る
面
も
あ
り
、
そ
れ
を
「
良
心
の
命
令
、

す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
道
徳
意
志
」
に
依
拠
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
る

哲

学
大
綱
』
で
は
、
良
心
の
命
令
に
自
然
に
、
無
意
識
に
合
致
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
が
「
良
心
進
化
の
歴
史
」
と
表
現
さ
れ
、
第
二
節
で
は
、
道
徳

の
目
的
が

小
さ
な
自
己
」
か
ら
「
社
会
」
に
向
か
い
、
そ
し
て
狭
義
に

は
人
類
全
体
、
広
義
に
は
動
物
か
ら
植
物
、
無
機
物
ま
で
、
「
識
」
を
有

す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
苦
楽
を
分
か
ち
合
う
「
人
道
主
義
」
に
至
る
こ
と

が
「
進
化
の
順
序
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る(

15)

。
「
ひ
と
た
び
何
が
一
切

の
良
心
に
よ
っ
て
等
し
く
正
し
い
と
さ
れ
、
何
が
等
し
く
否
定
さ
れ
る
の

か
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
種
族
・
地
域
・
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一

致
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

第
一
節
）
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が

哲
学
大

綱
』
で
は
そ
う
し
た
相
対
性
を
超
え
て
、
個
別
の
民
族
を
超
え
た
普
遍
的

に
妥
当
す
る
倫
理
の
原
則
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

あ
く
ま
で
概
論
的
な
記
述
で
あ
っ
て
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
に
は
蔡
元
培
が
『
中
国
倫
理
学
史
』
の
冒
頭
で

言
及
し
な
が
ら
、
全
く
展
開
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
倫
理
学
の
考
察
が
な

さ
れ
て
い
る

中
国
倫
理
学
史
』
と
、
そ
の
五
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
哲

学
大
綱
』
と
は
互
い
に
無
関
係
な
独
立
し
た
著
作
と
し
て
、
一
方
は
純
粋

哲
学
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
倫
理
学
説
、
伝
統
中
国
、
と
り
わ
け
儒
教
の
価
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値
観
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
倫
理
学
説
の
変
遷
を
語
り
、
一
方
は
あ
く
ま

で
哲
学
の
一
部
と
し
て
の
倫
理
学
を
対
象
と
し
、
価
値
の
相
対
性
に
留
意

し
つ
つ
、
種
族
・
地
域
・
時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
学
説
を
展
開
す
る
の

で
あ
る
。 

  

四
、『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の
構
成 

 

『
哲
学
大
綱
』
の
九
年
後
、
一
九
二
三
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
簡
易
哲
学

綱
要
』
は
、
目
次
を
み
る
か
ぎ
り

哲
学
大
綱
』
と
大
差
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
第
一
篇
「
緒
論

第
二
篇
「
認
識
問
題

第
三
篇
「
原
理
問
題

第
四
篇
「
価
値
問
題

第
五
篇
「
結
論
」
が
そ
の
構
成
で
あ
る
。
蔡
元
培

が
参
考
に
し
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
概
論
』
は

緒
論
」
を
除

い
て
二
部
に
分
か
れ

理
論
の
問
題（
知
識
の
問
題

と

実
践
の
問
題

（
価
値
の
問
題

と
い
う
題
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る

理
論
の
問
題
」
は

さ
ら
に
三
章
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
本
体
の
問
題

生
成
の
問
題
」
、

「
認
識
の
問
題
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
蔡
元
培
は
、
こ
の
う
ち
の
第
三
章

を
独
立
さ
せ
て
第
二
編
と
し
、
第
三
編
の
「
原
理
問
題
」
の
中
に
実
在
論

（
本
体
論
）
と
生
成
論
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
蔡
元
培
は
、
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
構
成
に
準
拠
せ
ず
、当
時
の
支
配
的
な
言
説
に
追
随
し
、

『
哲
学
大
綱
』
同
様
の
三
分
類
を
採
用
し
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で

簡
易
哲
学
綱
要
』
緒
論
の
記
述
を
追
う

こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
第
一
節
「
哲
学
の
定
義
」
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア

語
のphilosophia

が
智
を
愛
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
智
が
普
遍

的
な
智
に
関
わ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
蔡
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
用

語
で
は
「
道
学
」
が
そ
れ
に
見
合
う
こ
と
を
『
韓
非
子
』
解
老
篇
を
引
い

て
説
明
す
る
。
同
様
の
記
述
は
『
哲
学
大
綱
』
の
第
一
編
「
通
論
」
に
も

す
で
に
見
ら
れ
る(

16)

。
第
二
節
「
哲
学
之
沿
革
」
で
は
、
世
界
の
発
生
に

つ
い
て
の
神
話
的
・
宗
教
的
な
説
明
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
、
哲
学
が
発
生

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
の
哲
学
と
宗
教
と
の
相
克
を
、
中
国
や
イ
ン

ド
や
西
欧
の
事
例
を
引
い
て
説
明
す
る
。
哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
『
哲
学
大
綱
』
の
第
一
編
「
通
論
」
で
も
第
三
節
「
哲
学
与
宗
教
」

で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
専
ら
西
洋
の
事
例

で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は

簡
易
哲
学
綱
要
』
に
お
い
て
、
中
国
で
懐

疑
の
道
を
開
い
た
の
が
老
子
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

「
わ
れ
わ
れ
（
中
国
）
の
場
合
は
、
老
子
が
ま
ず
開
放
を
行
い
、
孔
子
や

墨
子
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
起
こ
っ
て
き
た
」
と
述
べ

ら
れ
る
。
『
中
国
倫
理
学
史
』
に
お
い
て
も

老
子
の
学
説
は
、
多
分
に

過
激
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
思
想
界
を
刺
激
し
、
後
世
の
思
想
家
の
先
導
を

果
た
し
た
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
直
ち
に
続
け
て
「
し

か
し
そ
の
説
は
進
化
の
理
と
背
馳
し
、
一
般
の
健
全
な
社
会
に
長
く
行
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
あ
り
、
そ
し
て
既
に
引
い
た
と
お
り

そ
の
思
想

が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
不
健
全
な
時
代
の
み
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば

魏
晋
か
ら
六
朝
の
時
代
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ 

る(
17)

。
木
村
鷹
太
郎
は
老
子
の
系
譜
を
継
ぐ
列
子
、
荘
子
の
思
想
に
つ
い

て
、
そ
の
懐
疑
精
神
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、
蔡
元
培
は
『
中
国
倫
理

学
史
』
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
賛
同
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
哲
学
を
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切
り
開
い
た
者
と
し
て
老
子
を
称
揚
す
る
の
は

哲
学
大
綱
』
と
『
簡
易

哲
学
綱
要
』
の
間
に
発
表
さ
れ
た
胡
適
の
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』
の
説
を

全
面
的
に
受
け
容
れ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
蔡
元
培

は
『
中
国
哲
学
史
大
綱
』
に
序
文
を
寄
せ
、
そ
の
功
績
を
高
く
評
価
し
て

い
る
。 

つ
い
で
に
述
べ
れ
ば

簡
易
哲
学
綱
要
』
の
結
論
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト
『
哲
学
概
論
』
の
最
終
章
、
第
二
部
第
三
章
「
宗
教
問
題
」
と
対
応

す
る
が
、
そ
こ
で
蔡
元
培
は
、
哲
学
と
宗
教
を
比
較
し

哲
学
が
発
展
し

た
後
は
、
宗
教
は
そ
の
実
、
存
在
価
値
を
持
た
な
く
な
る
」
と
、
宗
教
に

何
ら
積
極
的
な
価
値
を
求
め
て
い
な
い

哲
学
は
懐
疑
か
ら
入
り
、
宗
教

は
信
仰
か
ら
入
る
。
哲
学
は
進
化
を
重
ん
じ
、
宗
教
は
保
守
を
重
ん
じ
る
。

哲
学
は
能
動
を
重
ん
じ
、
宗
教
は
受
動
を
重
ん
じ
る
」
と
も
言
う
。
こ
れ

ら
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
概
論
』
の
内
容
と
無
関
係
な
蔡
元
培
自
身

の
主
張
で
あ
る(

18)

。
懐
疑
を
重
ん
じ
る
哲
学
に
手
放
し
で
賛
同
す
る
の

も

簡
易
哲
学
綱
要
』
の
一
貫
し
た
方
向
で
あ
る
。 

『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の
論
述
を
追
う
と
、
緒
論
第
三
節
「
哲
学
的
部
類
」

に
お
い
て
、
哲
学
と
科
学
と
の
関
係
が
言
及
さ
れ
る
。
『
哲
学
大
綱
』
で

は
、
第
一
編
「
通
論
」
の
第
二
節
「
哲
学
与
科
学
」
で
こ
の
問
題
が
扱
わ

れ
、
そ
こ
で
は
、
哲
学
と
科
学
の
「
両
者
は
区
別
で
き
る
が
切
り
離
す
こ

と
は
で
き
な
い
」
も
の
で
あ
り

互
い
に
因
と
な
り
果
と
な
り
、
そ
れ
で

い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
領
域
を
持
つ
」と
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
に
対
し『
簡

易
哲
学
綱
要
』
で
は
、
諸
科
学
の
哲
学
と
し
て
、
数
学
の
哲
学
、
物
理
の

哲
学
、
生
物
の
哲
学
、
法
律
哲
学
、
宗
教
哲
学
な
ど
を
挙
げ

さ
ら
に
自

然
科
学
と
そ
の
他
の
一
切
の
科
学
的
な
理
論
と
を
一
貫
し
て
ま
と
め
た
」

も
の
、
そ
れ
が
次
節
の
用
語
で
言
え
ば
「
総
合
哲
学
」
で
あ
り
、
コ
ン
ト

の
『
実
証
哲
学

ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
総
合
哲
学
大
系
』
が
そ
の
例
に
あ
た

る
。
し
か
し
蔡
元
培
は
、
こ
う
し
た
総
合
哲
学
だ
け
で
は
不
十
分
と
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

 
 
し
か
し
人
間
に
は
お
の
ず
と
、
実
証
を
超
え
た
世
界
観
や
人
生
観
に

対
す
る
要
求
が
あ
り
、
実
証
哲
学
だ
け
で
満
足
を
感
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
さ
ら
に
人
間
に
は
お
の
ず
と
、
不
可
知
な
も
の
に
対
し
て

可
知
の
も
の
と
し
た
い
と
い
う
要
求
が
あ
り
、
不
可
知
論
だ
け
で
満

足
を
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
形

而
上
学
、
す
な
わ
ち
玄
学
（M

etaphysik

）
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。 

 

す
な
わ
ち
科
学
だ
け
で
は
扱
え
な
い
領
域
、
不
可
知
で
あ
る
世
界
観
や
人

生
観
を
扱
う
哲
学
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の
前
年
に
起
こ
っ
た
科
学
と
人
生
観
論
争
を
意
識
し

て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
人
生
観
派
、
す
な
わ
ち
玄
学
派
に
加
担
し

た
叙
述
で
あ
り
、
科
学
派
の
胡
適
と
は
異
な
る
立
場
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。 

 
蔡
元
培
は
、
続
く
第
四
節
「
哲
学
綱
要
之
範
囲
」
で

わ
れ
わ
れ
が
こ

こ
で
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
総
合
哲
学
と
玄
学
と
の
両
者
を
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
三
つ
の
部
分
」
か
ら
研
究
す
る
と
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言
う
。
蔡
元
培
自
身
の
言
葉
で
説
明
し
よ
う
。 

 
一
つ
は
専
ら
真
理
の
た
め
に
研
究
す
る
も
の
で
、
お
お
む
ね
世
界
観

の
面
に
傾
く
。
こ
れ
を
理
論
哲
学
と
呼
ぶ
。
原
理
の
問
題
の
こ
と
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
応
用
の
た
め
に
研
究
す
る
も
の
で
、
お
お
む
ね

人
生
観
の
面
に
傾
く
。
こ
れ
を
実
践
哲
学
と
呼
ぶ
。
価
値
の
問
題
の

こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
つ
は
形
式
上
、
藍
本
で
あ
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
概
論
』

の
構
成(

19)

に
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
知
識
の
対
象
（
所
知
）
で
あ
る
二
つ
の

部
門
に
対
す
る
研
究
が
適
切
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
、
知
る
能
力
（
能

知
）の
限
界
や
そ
の
方
法
の
確
か
さ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

両
者
の
前
に
「
認
識
問
題
」
を
置
く
、
と
い
う
の
が
蔡
元
培
の
説
明
で
あ

る(

20)

。
こ
う
し
て
『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の
第
二
篇
「
認
識
問
題
」
、
第
三

篇
「
原
理
問
題
、
第
四
篇
「
価
値
問
題
」
と
い
う
章
立
て
が
で
き
あ
が
る
。 

 
と
こ
ろ
が
第
五
篇
「
結
論
」
に
お
い
て
、
蔡
元
培
は
自
身
の
章
立
て
に

沿
っ
た
哲
学
の
三
分
野
と
は
異
な
る
三
区
分
を
唐
突
に
持
ち
出
す
。
や
は

り
蔡
元
培
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。
第
五
篇
の
冒
頭
で
あ
る
。 

 

以
上
の
各
編
で
、
す
で
に
哲
学
上
の
論
理
、
倫
理
、
美
学
の
三
方
面

の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
を
陳
述
し
た
。
論
理
学
の
方
面
で
は
、

純
粋
に
概
念
を
用
い
る
。
美
学
の
方
面
で
は
、
純
粋
に
直
感
を
用
い

る
。
倫
理
学
の
方
面
で
は
、
両
者
を
併
用
す
る
。
そ
の
う
ち
功
利
論

に
属
す
も
の
は
、
概
念
に
よ
る
。
こ
れ
が
意
識
的
な
道
徳
で
あ
る
。

功
利
論
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
観
に
よ
る
。
こ
れ
が
無
意

識
的
な
道
徳
で
あ
る

中
略
）
虚
心
に
論
じ
る
な
ら
、
哲
学
は
人
間

の
精
神
の
産
物
で
あ
っ
て
、
決
し
て
（
概
念
と
直
観
と
の
）
ど
ち
ら

か
一
方
だ
け
を
採
用
し
て
も
う
一
方
の
理
屈
を
排
斥
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
倫
理
を
中
堅
と
し
、
論
理
と
美
学
を
両
翼
と
す
る
。

こ
れ
で
こ
そ
最
も
公
正
な
哲
学
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

 
読
者
は
、
認
識
問
題
、
原
理
問
題
、
価
値
問
題
の
三
区
分
が
、
い
つ
の

間
に
か
、
論
理
、
倫
理
、
美
学
の
三
区
分
に
す
り
替
わ
っ
て
い
る
印
象
を

受
け
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
論
理
、
倫
理
、
美
学
の
三
区
分
は
、
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
の
『
哲
学
概
論
』
第
二
部
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
二
部
の
最
初
の
一
節
で
、
第
一
部
の
最
後
に
置
か
れ
た
認
識
問
題

が
、実
は
価
値
の
問
題
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
上
で
、

「
論
理
的
、
倫
理
的
及
び
美
的
評
価
は
或
関
係
に
於
て
並
立
す
る
こ
と
に

な
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
論
理
学
、
倫
理
学
及
び
美
学
と
い
ふ
三
つ
の
哲

学
的
基
礎
学
を
制
約
す
る
こ
と
な
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る(

21)

。
手

短
に
言
え
ば

簡
易
哲
学
綱
要
』
が
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
『
哲
学
概
論
』

と
異
な
る
章
立
て
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
の
記
述
を
行

っ
た
た
め
に
、
結
果
、
第
一
編
「
通
論
」
と
の
不
整
合
が
顕
著
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。 

 
『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の
章
立
て
と
一
致
す
る
認
識
問
題
、
原
理
問
題
、

価
値
問
題
は

哲
学
大
綱
』
の
そ
れ
と
も
共
通
し
、
当
時
よ
く
用
い
ら
れ
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て
い
た
哲
学
の
三
分
類
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
一
顧
だ
に
せ
ず
、
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
藍
本
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
論
理
、
倫
理
、
美
学
の
三

区
分
を
「
結
論
」
で
唐
突
に
持
ち
出
す
の
は
や
は
り
異
様
で
あ
る
。
な
ぜ

蔡
元
培
は
そ
の
よ
う
な
叙
述
を
行
っ
た
の
か
。
そ
の
叙
述
が
単
な
る
藍
本

の
抜
き
書
き
で
は
な
く
、
蔡
元
培
独
自
の
見
解
も
同
時
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
抄
出
の
仕
方
が
ぞ
ん
ざ
い
で
あ
る
た
め
と
い
う
理
由

で
は
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
論
理
、
倫
理
、
美
学
の

う
ち
、
概
念
と
直
観
を
共
に
用
い
る
倫
理
こ
そ
が
三
つ
の
中
心
に
な
る
と

い
う
主
張
が
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
叙
述
に
は
見
ら
れ
な
い
蔡
元
培
自

身
の
考
え
で
あ
り
、
彼
が
強
い
意
図
を
込
め
た
箇
所
で
あ
る

哲
学
綱

要
』
と
比
較
す
る
と
、
本
体
論
を
中
堅
と
し
、
前
後
に
認
識
論
と
価
値
論

を
配
す
る
と
い
う
『
哲
学
大
綱
』
の
叙
述
と
、
倫
理
を
中
堅
と
し
、
論
理

と
美
学
を
両
翼
と
す
る
と
い
う
『
簡
易
哲
学
』
の
叙
述
と
は
、
表
現
も
含

め
て
よ
く
似
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
簡
易
哲
学
綱
要
』
の

首
尾
一
貫
し
な
い
記
述
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
蔡
元
培
は
、
認
識

問
題
、
原
理
問
題
、
価
値
問
題
と
い
う
哲
学
の
三
区
分
は
維
持
し
つ
つ
、

そ
の
中
で
価
値
問
題
を
重
視
す
る
立
場
に
舵
を
切
ろ
う
と
し
た
た
め
と
考

え
る
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
な
ぜ
蔡
元
培
が
そ
う
し
た
挙
措
に
出
た

の
か
を
考
え
る
な
ら
、
途
中
少
し
触
れ
た
よ
う
に

簡
易
哲
学
綱
要
』
出

版
前
年
の
科
学
と
人
生
観
論
争
に
対
す
る
蔡
元
培
な
り
の
応
答
だ
っ
た
と

考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。
概
念
と
直
観
の
対
立
、
直
観
の
働
き
に

よ
る
功
利
論
の
乗
り
越
え
、
い
ず
れ
も
科
学
と
人
生
観
論
争
で
論
点
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

五
、
小
結 

 

 
『
中
国
倫
理
学
史
』
で
純
粋
哲
学
を
拒
否
し
て
中
国
の
倫
理
学
史
を
描

い
た
蔡
元
培
は
、
哲
学
の
概
論
書
を
二
冊
世
に
問
う
た
。
特
に
一
九
二
四

年
に
出
版
さ
れ
た
『
簡
易
哲
学
綱
要
』
で
は

中
国
倫
理
学
史
』
で
は
否

定
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
老
子
の
懐
疑
を
、
哲
学
を
切
り
開
い

た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
な
ど
、
中
国
の
哲
学
を
掘
り
起
こ
す
作
業
へ
の

配
慮
を
垣
間
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
蔡
元
培
は
自
身
で
中
国
の

哲
学
史
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
哲
学
の
分
野
の
中
で
倫
理
学
が
中
心

と
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
伝
統
思
想
の
意
義
を
称
揚
す

る
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た

真
善
美
」
と
題
さ
れ
た
講
義
草
稿
（
一

九
二
七
年
）(

22)

で
は

心
理
上
に
は
、
知
、
意
、
情
と
い
う
三
つ
の
作
用

が
あ
り
、
真
善
美
を
目
的
と
す
る
。
三
者
の
中
で
は
、
善
が
主
で
あ
り
、

真
と
美
が
副
と
な
る
。
人
は
意
志
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
」

と
述
べ
る
。
真
善
美
の
三
分
法
お
よ
び
善
を
中
心
と
す
る
こ
と
は

簡
易

哲
学
綱
要
』
の
結
論
で
倫
理
を
主
と
し
、
論
理
、
美
学
を
両
翼
と
す
る
の

と
完
全
に
符
合
す
る
。
蔡
元
培
は
「
真
善
美
」
草
稿
の
中
で
さ
ら
に

ま

た
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
愛
智
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
を
主
た

る
目
標
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
倫
理
学
も
哲
学
の

一
部
で
あ
る
。
中
国
の
哲
学
は
す
べ
て
道
徳
を
帰
着
点
と
し
て
い
る
」
と

い
う
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。
西
洋
哲
学
の
紹
介
者
に
と
ど
ま
っ
た
蔡
元
培

は
、
中
国
の
哲
学
と
西
洋
の
哲
学
の
重
点
の
違
い
を
倫
理
と
論
理
、
善
と
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真
の
間
に
見
定
め
な
が
ら
、
そ
の
径
庭
を
埋
め
る
作
業
を
つ
い
に
行
わ
な

か
っ
た
。
そ
の
作
業
は
、
蔡
元
培
に
よ
っ
て
北
京
大
学
に
集
め
ら
れ
た
胡

適
や
梁
漱
溟
ら
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

注 
(

1) 

『
蔡
元
培
文
集
』
巻
五
、
哲
学
（
錦
繍
出
版
、
一
九
九
五
年
）
所
収
。 

(

2) 

『
仏
教
活
論
序
論
』
と
『
仏
教
活
論
本
論
第
一
編
 
破
邪
活
論
』
が
一
八

八
七
年
、『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
 
顕
正
活
論
』
が
一
八
九
〇
年
に
出

版
さ
れ
て
い
る
。 

(

3) 

町
田
三
郎
は
、「
遠
藤
隆
吉
 
覚
書
」
に
お
い
て
、
松
本
の
著
述
を
「
総

体
と
し
て
、
純
粋
に
学
問
的
に
中
国
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
姿

勢
の
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
」と
持
ち
上
げ
、遠
藤
の
著
作
に
つ
い
て
も
、

「「
西
洋
哲
学
史
の
方
法
に
な
ら
っ
て
科
学
的
に
思
想
の
淵
源
と
そ
の

推
移
す
る
」
さ
ま
を
書
こ
う
と
試
み
た
」
も
の
と
評
し
て
い
る
（『
明
治

の
漢
学
者
た
ち
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
）
所
収
、
二
七
八
頁
）。
坂

出
祥
伸
「
我
国
に
於
け
る
中
国
哲
学
研
究
の
回
顧
と
展
望―

通
史
を

中
心
と
し
て
」
上
（『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
一
九

七
七
年
）
も
参
照
。
遠
藤
隆
吉
に
は
同
時
期
の
著
作
と
し
て
『
支
那
思
想

史
』（
一
九
〇
四
年
）、『
東
洋
倫
理
学
』（
一
九
〇
九
年
）、『
東
洋
倫
理
研

究
』（
一
九
一
一
年
）
が
あ
る
。 

(

4) 

『
中
国
倫
理
学
史
』
の
章
立
て
は
、
お
お
む
ね
久
保
得
二
『
東
洋
倫
理
史

要
』
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
中
身
の
記
述
は
木
村
鷹
太
郎
『
東
洋
西
洋
倫

理
学
史
』
を
襲
う
こ
と
が
多
い
。 

(

5) 

原
文
の
「
如
槃
如
燭
」
と
い
う
表
現
は
、
蘇
軾
「
日
喩
」
に
基
づ
く
。 

(

6) 

木
村
鷹
太
郎
『
東
西
洋
倫
理
学
史
』
総
論
に
は
、「
倫
理
学
は
研
究
的
・

学
理
的
の
も
の
に
し
て
実
行
的
、或
は
修
身
的
の
も
の
に
非
ず
」と
あ
る
。 

(

7) 

王
国
維
は
、一
九
〇
五
年
に
発
表
し
た「
論
哲
学
家
与
美
術
家
之
天
職
」

で
、「
世
界
で
最
も
神
聖
で
最
も
貴
く
、
当
代
の
用
と
関
係
を
も
た
な
い

の
は
、哲
学
と
芸
術
で
あ
る
」と
述
べ
て
お
り
、蔡
元
培
の
こ
の
記
述
は
、

王
国
維
の
哲
学
観
と
共
通
す
る
。 

(

8) 

藤
井
健
治
郎
『
国
民
道
徳
論
』（
北
文
館
、
一
九
二
〇
年
）、
一
七―

一
九

頁
。
子
安
宣
邦
「
翻
訳
語
と
し
て
の
近
代
漢
語―

「
倫
理
」
概
念
の
成

立
と
そ
の
行
方―

」
注
20
（『
漢
字
論―

不
可
避
の
他
者
』、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
三
年
所
収
、
二
一
〇
頁
）、
お
よ
び
陳
瑋
芬
「
井
上
哲
次
郎

と
蔡
元
培
に
お
け
る
近
代
倫
理
学
の
構
築
」（
林
永
強
・
張
政
遠
編
『
日

本
哲
学
の
多
様
性―

21
世
紀
の
新
た
な
対
話
を
め
ざ
し
て
』、
世
界
思

想
社
、
二
〇
一
二
年
所
収
、
一
八
三
頁
）
を
参
照
。
ま
た
井
上
哲
次
郎
の

次
の
よ
う
な
論
述
も
参
照
。「
西
洋
の
倫
理
は
心
徳
の
練
磨
を
主
と
す
る

も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、知
的
探
求
を
主
と
す
る
も
の
な
り
。換
言
す
れ
ば
、

知
的
探
求
に
よ
り
て
道
徳
主
義
を
確
定
し
、
而
し
て
後
実
行
せ
ん
と
す

る
も
の
な
り
。此
両
者
は
合
一
す
べ
く
、偏
廃
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」

(

『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
結
論
、
一
九
〇
〇
年
。
井
上
哲
次
郎
に
つ

い
て
は
、陳
瑋
芬「
〝
西
洋
倫
理
〞
与
〝
東
洋
道
德
〞
的
交
会―

由
井

上
哲
次
郎
対
〝
東
洋
哲
学
史
〞
的
実
践
談
起
」（『
近
代
日
本
漢
学
的
〝

関
鍵
詞
〞
研
究
：
儒
学
及
相
関
概
念
的
嬗
変
』、華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
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二
〇
〇
八
年)

、
二
四
一
頁
）
を
参
照
。 

(

9) 
原
文
は
「
本
体
」。
付
言
す
れ
ば
、ontology

は
中
国
語
で
は
た
い
て
い

「
本
体
論
」
と
訳
さ
れ
る
。 

(

10) 

こ
の
あ
た
り
の
記
述
は
、
久
保
得
二
『
東
洋
倫
理
史
要
』
に
ほ
ぼ
依
拠

し
て
い
る
。 

(

11) 

こ
う
し
た
見
解
は
梁
啓
超
が
「
論
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
」
で
述

べ
る
内
容
と
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
第
五
章
「
老
学
時
代
」
の
冒
頭
、

梁
啓
超
は
「
三
国
・
六
朝
は
、
道
家
の
言
が
猖
獗
し
た
時
代
で
あ
り
、
実

に
中
国
数
千
年
の
学
術
思
想
が
最
も
衰
微
し
た
時
代
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
梁
啓
超
の
文
章
は
、
も
と
も
と
一
九
〇
二
年
に
『
新
民
叢
報
』
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
久
保
得
二
も
、
老
子
の
説
が
「
若
し
盛
行
せ
し

と
き
あ
り
と
す
れ
ば
、病
的
社
会
に
限
ら
る
べ
き
も
の
に
し
て
、漢
魏
以

下
、
六
朝
の
間
、
即
ち
是
れ
の
み
」
（『
東
洋
倫
理
史
要
』、
育
生
会
、
一

九
〇
四
年
、
九
二
頁
）
と
し
て
い
る
。 

(

12) 

久
保
得
二
『
東
洋
倫
理
史
要
』
第
一
期
第
七
章
「
老
子
」
に
も
、「
老
子

以
下
の
南
方
思
想
家
は
、
主
と
し
て
形
而
上
学
の
探
究
に
向
か
へ
り
。

（
中
略
）
故
に
倫
理
学
の
如
き
は
、
決
し
て
、
念
頭
に
存
せ
ず
、
否
、
之

に
関
し
た
る
も
の
な
き
に
非
ら
ざ
れ
ど
も
、
要
は
道
徳
の
消
極
的
断
定

に
属
し
、
そ
の
窮
極
、
倫
理
法
則
を
否
定
し
た
る
者
な
れ
ば
な
り
」
と
あ

り
、
さ
ら
に
「
差
別
界
と
無
差
別
界
と
を
任
意
に
混
同
し
、
善
悪
の
区
別

を
直
に
抹
殺
せ
む
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
大
胆
に
し
て
且
つ
妄
誕
」
だ
と

い
う
評
が
あ
る
。 

(

13) 

木
村
の
老
子
に
対
す
る
結
論
部
分
は
以
下
の
と
お
り
。 

 
 
 
老
子
の
道
徳
を
廃
棄
せ
ん
と
し
、
又
道
徳
を
一
抹
せ
ん
と
す
る
が
如

き
は
誤
れ
り
と
雖
、
其
道
徳
を
以
て
大
道
の
破
乱
よ
り
生
じ
た
る
消

極
的
の
も
の
な
る
を
公
言
せ
る
哲
学
者
的
大
胆
は
吾
人
、
倫
理
学
史

上
の
大
功
と
し
て
忘
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
。 

(

14) 

リ
ヒ
タ
ー
の
『
哲
学
概
説
』
の
構
成
は
䦼䧂
序
言
」
に
続
い
て
、
第
一
講

「
哲
学
の
本
質
」(D

as W
esen der Philosophie)

、
第
二
講
「
認
識
の
問

題
：
認
識
と
い
う
概
念
」( D

as E
rkenntnisproblem

: Begriff der 

E
rkenntnis)

、
第
三
講
「
認
識
の
問
題
：
認
識
の
対
象
、
程
度
、
範
囲
」

(D
as E

rkenntnisproblem
: G

egenstand, G
rab und G

renzen des 

E
rkenntnis)

、
第
四
講「
現
実
の
問
題
：
現
実
の
形
而
上
学
的
性
質
」( D

as 

W
irklichkeitsprom

blem
: 

D
ie 

m
etaphysische 

Beschaffenheit 
der 

W
irklichkeit)

、
第
五
講
「
現
実
の
問
題
：
現
実
の
最
終
的
な
統
一
性
」

(D
as W

irklichkeits problem
: D

ie letzte E
inheit der W

irklichkeit)

、
第

六
講
「
価
値
の
問
題
：
倫
理
と
宗
教
」(D

as W
ertproblem

: Sittlichkeit 

und Religion)

で
あ
る
。
ち
な
み
に
巻
末
の
「
訳
語
誌
要
」
に
お
い
て
、

通
常O

ntologie

（
存
在
論
）
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
「
本
体
論
」
は
、

W
irklichkeitsproblem

の
訳
語
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る 

(

15) 

こ
の
主
張
は
、
一
九
一
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
世
界
観
与
人
生
観
」
で

す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
は
、古
今
の
開
明
し
た
民
族
は
同
姓

婚
で
は
な
く
混
合
婚
を
す
る
と
い
う
知
見
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
進
化

の
公
例
に
沿
う
も
の
だ
さ
れ
て
い
る
。混
合
婚
は
、異
民
族
間
の
通
婚
へ

と
展
開
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
蔡
元
培
の
民
族
を
超
え
た
原
理
を
模

索
す
る
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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(
16) 

よ
り
早
く
は
、
一
九
〇
一
年
の
「
学
堂
教
科
論
」
に
見
え
る
。 

(

17) 
既
述
の
と
お
り
、
こ
の
箇
所
は
久
保
得
二
『
東
洋
倫
理
史
要
』
の
記
述

を
踏
ま
え
る
。い
さ
さ
か
長
文
に
な
る
が
、参
考
と
し
て
久
保
の
文
章
を

掲
出
す
る
。 

 
 
 
老
子
の
学
説
は
、上
述
の
如
く
、大
に
偏
倚
す
る
と
こ
ろ
あ
る
が
故
に
、

或
る
意
味
に
於
て
は
、
頗
る
興
味
あ
り
、
且
つ
思
索
を
刺
衝
し
、
実
に

後
来
思
想
界
の
原
動
力
と
な
り
し
と
雖
も
、
孔
子
の
尚
ほ
進
取
的
且

つ
実
際
的
な
る
に
反
し
、退
歩
的
且
つ
空
想
的
に
し
て
、毫
も
切
実
な

ら
ず
、自
然
の
法
則
と
背
馳
す
る
こ
と
甚
し
き
が
故
に
、長
し
へ
に
盛

行
す
べ
き
性
質
の
者
に
非
ず
。
若
し
盛
行
せ
し
と
き
あ
り
と
す
れ
ば
、

病
的
社
会
に
限
ら
る
べ
き
も
の
に
し
て
、
漢
魏
以
下
、
六
朝
の
間
、
即

ち
是
れ
の
み
。 

(

18) 

「
哲
学
は
懐
疑
か
ら
入
り
、宗
教
は
信
仰
か
ら
入
る
」と
い
う
論
定
は
、

実
は
一
九
〇
一
年
の『
哲
学
総
論
』に
す
で
に
同
様
の
表
現
が
見
え
る
も

の
で
、そ
れ
は
蔡
元
培
が
明
示
す
る
よ
う
に
、井
上
円
了
の『
仏
教
活
論
』

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
 
顕
正

活
論
』（
一
八
九
〇
年
）
第
三
十
六
節
に
、
も
と
『
宗
教
新
論
』
に
説
く

と
こ
ろ
と
し
て
、「
宗
教
と
哲
学
と
の
異
同
は
（
中
略
）
第
二
に
其
の
一

は
信
を
以
て
本
と
し
其
の
二
は
疑
を
以
て
本
と
す
」
と
あ
る
。 

(

19) 

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
『
哲
学
概
論
』
は
序
論
に
続
い
て
第
一
部
「
理
論

の
諸
問
題（
知
識
問
題
）」、第
二
部「
価
値
論
の
諸
問
題（
価
値
問
題
）」

に
分
か
れ
、
第
一
部
が
「
存
在
問
題
䧃䧂
生
成
問
題
䧃䧂
認
識
問
題
」
の
三
章

に
分
か
れ
、
第
二
部
が
「
倫
理
問
題
」「
美
の
問
題
」「
宗
教
問
題
」
の
三

章
に
分
か
れ
る
。以
下
、当
該
書
に
つ
い
て
は
、速
見
敬
二
・
高
桑
純
夫
・

山
本
光
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
六
年
）
に
依
拠
す
る
。 

(

20) 

ち
な
み
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
前
注
の
と
お
り
、「
認
識
問
題
」
を

第
一
部
「
理
論
問
題
」
の
中
の
第
三
章
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。 

(

21) 

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
『
哲
学
概
論
』
第
二
部
、
一
八
頁
。
し
た
が
っ
て
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
著
作
で
は
、「
論
理
学
、
倫
理
学
及
び
美
学
」
が
、

部
を
ま
た
が
っ
て
連
続
し
た
三
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
。 

(

22) 

注
１
前
掲
書
所
収
。 

    


