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井
上
哲
次
郎
に
お
け
る
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
証
明
と
そ
の
失
敗

水
野
　
博
太

は
じ
め
に

　

井
上
哲
次
郎
の
い
わ
ゆ
る
「
三
部
作
」
は
、
例
え
ば
『
日
本
陽
明

学
派
之
哲
学
』
の
序
文
で
「
現
今
に
於
け
る
社
会
的
病
根
」
を
治
療

し
「
国
民
的
道
徳
心
」
を
作
興
す
る
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ま
で
井
上
の
「
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
的
側
面
と
絡
め

て
論
じ
ら
れ
て
き
た）

1
（

。
一
方
で
同
じ
序
文
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
明
治
三
十
年
」
に
開
催
さ
れ
た
「
仏
国
巴
里
府

開
会
の
万
国
東
洋
学
会
」
で
行
っ
た
発
表
「
日
本
に
於
け
る
哲
学
思

想
の
発
達
」
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た）

2
（

。
近
年
で

は
井
上
の
「
三
部
作
」
中
に
見
ら
れ
る
陽
明
学
理
解
に
水
戸
学
の
影

響
を
見
出
す
こ
と
で
「
前
近
代
と
の
関
連
」
を
強
調
す
る
研
究
も
あ

る
が）

（
（

、
少
な
く
と
も
井
上
の
記
述
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
井
上
の
「
三

部
作
」
は
、
世
界
（
西
洋
）
に
対
し
て
「
日
本
哲
学
」
を
い
か
に
発

信
す
る
か
と
い
う
極
め
て
「
近
代
」
的
な
問
題
意
識
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
い
る
側
面
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

森
下
直
貴
は
、
井
上
哲
次
郎
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
動
向
を
整
理

す
る
中
で
「「
日
本
哲
学
」
を
「
世
界
哲
学
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
な

い
視
野
の
狭
さ
」
や
「
一
国
主
義
的
な
偏
り
」
を
批
判
し
て
お
り
、

と
も
す
れ
ば
明
治
期
の
思
想
史
が
同
時
代
の
西
洋
か
ら
不
断
に
刺
激

を
受
け
な
が
ら
成
立
し
た
と
い
う
事
実
が
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
こ
と
、
あ
る
い
は
井
上
を
は
じ
め
と
す
る
個
々
の
思
想
家
の
中
に

見
え
る
西
洋
思
想
の
要
素
が
、
単
に
未
熟
な
「
折
衷
」
と
し
て
軽
視
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さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
明
治
期
の
思
想
家
た

ち
が
、
そ
の
思
想
の
形
成
過
程
で
海
外
（
西
洋
）
か
ら
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
刺
激
を
受
け
て
い
た
の
か
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
今
後
も

引
き
続
き
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
期
の
思
想
史

を
世
界
的
な
文
脈
の
中
で
捉
え
直
す
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら

が
海
外
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
刺
激
を
与
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど

の
よ
う
な
相
互
作
用
が
生
じ
た
の
か
も
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

（
無
論
「
発
信
」
の
量
は
「
受
信
」
と
比
べ
れ
ば
微
々
た
る
も
の
に
は
な
る
だ
ろ

う
が
）。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
明
治
以
降
の
思
想
史
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
井
上
の
「
三
部
作
」
を
取
り
上
げ
る
際
、

上
述
の
よ
う
に
最
初
か
ら
「
世
界
」
を
強
く
意
識
し
て
い
た
井
上
の

問
題
意
識
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も

そ
も
現
代
で
は
「
江
戸
儒
学
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
「
三
部

作
」
に
、
井
上
本
人
は
あ
く
ま
で
も
「
日
本
哲
学
」
と
銘
打
っ
て
い

た
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
る
ま
い
。

　

そ
れ
で
は
、
井
上
が
世
界
に
対
し
て
「
日
本
哲
学
」
の
発
信
を
試

み
た
発
表
の
内
容
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一　
「
日
本
哲
学
」
は
あ
る
か

㈠
井
上
の
パ
リ
発
表
論
文
に
つ
い
て

　

明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
第
一
一
回
国
際

東
洋
学
者
会
議
に
お
い
て
、
井
上
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
論
文
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
導
入
以
前
の
日
本
に
お
け
る
哲
学
的
思
想
の
発
達
に
つ

い
て
」（Sur le D

éveloppem
ent des Idées Philosophiques au Japon 

avant L’Introduction de la Civilisation européenne

） 

を
発
表
し
た
。

こ
の
論
文
は
発
表
の
翌
月
、
井
上
自
身
に
よ
る
増
補
を
経
た
上
で
、

井
上
留
学
中
・
ベ
ル
リ
ン
東
洋
語
学
校
講
師
時
代
の
教
え
子
で
あ
っ

た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
グ
ラ
マ
ツ
キ
ー）

5
（

（A
ugust Gram

atzky

） 

に
よ
っ
て

「
日
本
に
お
け
る
哲
学
的
思
想
の
発
達
の
概
観
」（K

urze Ü
bersicht 

uber die Entw
ickelung der philosophischen Ideen in Japan

） 

と
し
て

ド
イ
ツ
語
訳
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
送
ら
れ
た）

（
（

。

　

こ
の
井
上
の
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
・
ド
イ
ツ
語
版
と
も
に
三

十
ペ
ー
ジ
弱
に
過
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
後
の

「
三
部
作
」
の
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
日
本
儒
学

を
「
日
本
哲
学
」
と
い
う
枠
組
み
で
、
か
つ
外
国
語
に
よ
っ
て
発
信

し
た
、
お
そ
ら
く
は
初
め
て
の
作
品
で
あ
る
。

　
『
井
上
哲
次
郎
集 

第
九
巻
』（
ク
レ
ス
出
版
）
の
「
解
説
」
で
は

「
こ
の
講
演
は
明
治
三
十
年
代
の
井
上
の
研
究
を
規
定
す
る
も
の
と

な
り
、
以
降
、
彼
は
儒
教
を
軸
と
す
る
本
格
的
な
日
本
哲
学
史
の
研

究
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
書
に

は
ド
イ
ツ
語
版
が
原
文
の
ま
ま
収
録
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い）

（
（

。
こ
の
「
解
説
」
の
内
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容
は
、
そ
れ
自
体
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で

は
井
上
の
「
日
本
哲
学
史
」
へ
の
志
向
が
「
日
本
的
な
伝
統
」
へ
の

「
傾
斜
」
と
し
て
表
現
さ
れ
、
木
村
鷹
太
郎
・
高
山
樗
牛
ら
の
「
日

本
主
義
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
、
来
る
べ
き
「
国
民
道
徳

論
」
へ
の
助
走
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
所
か
ら）

（
（

、
井
上
が

「
世
界
」
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
、
何
を
発
信
し
よ
う
と
し
た
の
か

と
い
う
本
論
文
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
な
お
掘
り
下
げ
る
べ
き
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
井
上
が
国

際
東
洋
学
者
会
議
で
行
っ
た
発
表
内
容
に
基
づ
く
フ
ラ
ン
ス
語
版
の

論
文
の
内
容
を
概
観
し
、
井
上
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
こ

の
「
日
本
哲
学
」
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た
の
か
を
確
か
め
た
い
。

　

同
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
も
ド
イ
ツ
語
版
も
ひ
と
し
く
、
藤
原

惺
窩
・
林
羅
山
・
中
江
藤
樹
・
山
崎
闇
斎
・
山
鹿
素
行
・
伊
藤
仁
斎

お
よ
び
伊
藤
東
涯
・
貝
原
益
軒
・
荻
生
徂
徠
（
物
徂
徠
）・
大
塩
平
八

郎
（
大
塩
中
斎
）
と
い
う
人
物
ご
と
に
全
体
を
九
節
に
分
か
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
の
思
想
の
特
徴
を
概
説
す
る
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に

全
体
の
最
初
と
最
後
に
序
文
と
結
論
が
加
わ
る
。
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、

各
人
物
な
ど
に
関
す
る
情
報
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
例
え
ば
『
先
哲
叢

談
』
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
脚
注
に
お
い
て
補
足
さ
れ
て
い
る
点
が

フ
ラ
ン
ス
語
版
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
の
内
容
は
ど
ち
ら
も
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
井
上
が
取
り
上
げ
た
こ

れ
ら
の
人
物
は
、
い
ず
れ
も
後
の
「
三
部
作
」
で
重
要
人
物
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈡「
日
本
哲
学
」
を
め
ぐ
る
西
洋
の
認
識
に
つ
い
て

　

井
上
の
執
筆
意
図
は
「
序
文
」（Introduction

） 

で
き
わ
め
て
明
確

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
不
在
と
い

う
当
時
の
西
洋
世
界
の
認
識
を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

明
治
期
に
日
本
を
観
察
し
た
西
洋
人
は
、
日
本
に
独
自
の
「
哲

学
」
は
存
在
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
。
抽
象

的
思
考
に
欠
け
る
日
本
人
に
は
「
哲
学
」
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え

た
西
洋
人
も
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
お
雇
い

外
国
人
と
し
て
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
学
者
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン 

（Basil H
all Cham

berlain

） 

が
著
し
た
、
事
典
形
式
の
日
本
紹
介
書
で

あ
る
『
日
本
事
物
誌
』（T

hings Japanese

） 

の
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）

年
に
出
版
さ
れ
た
初
版
で
は
、「
哲
学
」（Philosophy

） 

の
項
目
に
は

全
体
で
次
の
三
文
し
か
な
い
。

日
本
人
は
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
の
哲
学
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
。

か
つ
て
彼
ら
は
孔
子
の
祭
壇
の
前
に
跪
い
て
い
た
。
今
や
彼
ら

は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
祭
壇
の
前
に
跪
い
て
い
る）

（
（

。

　

ま
た
「
儒
学
」（Confucianism

） 

の
項
目
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、

日
本
に
お
け
る
「
独
創
性
」
の
不
在
を
説
明
し
て
い
る
。

儒
学
者
の
中
で
最
も
著
名
〔em

inent

：
執
筆
者
注
、
以
下
同
〕
な

日
本
人
と
し
て
は
、
京
都
に
は
伊
藤
仁
斎
と
そ
の
息
子
・
伊
藤

日本思想史学52-論文 水野博太氏【再校】　　［出力］ 2020年9月30日　午後3時22分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学52〈2020〉　112

東
涯
、
江
戸
に
は
新
井
白
石
、
荻
生
徂
徠
が
い
た
。〔
…
…
〕
彼

ら
は
解
説
者
〔expositors

〕
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
日

本
人
も
、
儒
学
の
体
系
〔Confucian system

〕
を
よ
り
発
展
さ

せ
よ
う
と
し
た
り
、
改
め
た
り
、
訂
正
し
よ
う
と
す
る
独
創
性

〔originality
〕
を
持
た
な
か
っ
た

─
そ
の
よ
う
な
独
創
性
は

不
敬
な
厚
顔
無
恥
と
し
て
嘲
笑
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
翻

訳
書
や
注
釈
書
で
読
む
に
値
す
る
も
の
は
無
い）

10
（

。

　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
仁
斎
や
徂
徠
が
「
著
名
」
で
あ
る
こ
と
を
認

め
つ
つ
も
、
彼
ら
は
「
解
説
者
」
に
過
ぎ
ず
、
独
創
性
を
欠
い
て
い

た
と
述
べ
、
日
本
の
思
想
に
は
結
局
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
儒

学
の
体
系
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
存
在
し
な
か
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
。

　

ま
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
同
年
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
デ
ニ
ン
グ 

（W
alter D

ening

） 

は
、
当
時
の
有
力
英

字
新
聞
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ

ル
』 （T

he Japan W
eekly M

ail

） 

の
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
一
二
月

八
日
版
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

西
洋
に
お
け
る
、
よ
り
難
解
で
哲
学
的
な
思
索
が
、
日
本
国
民

の
う
ち
の
教
育
あ
る
人
々
の
間
で
さ
え
強
い
関
心
を
集
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
先
数
世
代
に
渡
っ
て
期
待
し
が
た
い
だ
ろ

う
。
彼
ら
の
過
去
の
歴
史
も
、
い
ま
現
在
支
配
的
と
な
っ
て
い

る
嗜
好
も
、
理
想
主
義
〔idealism

〕
へ
向
か
う
傾
向
を
見
せ
る

こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
実
践
的
で
現
実
的
な
も
の
を
愛
し
て
い

る
。〔
…
…
〕
我
々
の
詩
や
、
我
々
の
哲
学
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

鑑
賞
す
る
精
神
は
、
い
ず
れ
も
繊
細
な
感
化
力
の
織
り
な
す
結

果
で
あ
る
が
、
日
本
人
は
そ
れ
ら
に
さ
ほ
ど
縁
が
無
い）

11
（

。

　

デ
ニ
ン
グ
は
決
し
て
当
時
の
日
本
の
「
哲
学
」
を
め
ぐ
る
活
動
状

況
に
無
知
だ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
実
は
こ
の
寄
稿
の
前
年
、
彼
は
帝

国
大
学
哲
学
科
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
「
哲
学
会
」
の

定
例
会
で
「
日
本
ニ
於
テ
哲
学
上
ノ
急
務
ナ
ル
問
題
」
と
題
し
た
演

説
を
行
い
、
そ
こ
で
日
本
の
「
哲
学
者
」
た
ち
に
対
し
、
西
洋
の
哲

学
者
と
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
を
追
求
し
た
と
こ
ろ
で
彼
ら
に
敵
う
は

ず
が
な
い
の
だ
か
ら
、
当
代
の
日
本
が
直
面
し
て
い
る
課
題
に
即
し

た
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
旨
の
忠
告
を
行
っ
て

い
る
。

　

デ
ニ
ン
グ
が
こ
の
演
説
を
行
っ
た
明
治
二
〇
年
前
後
は
、
日
本
国

内
で
も
急
激
な
西
洋
化
へ
の
反
動
が
顕
在
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た

が
、
彼
も
ま
た
当
時
の
日
本
の
開
化
・
西
洋
化
を
「
皮
相
」「
摸
擬
」

と
み
な
し
て
批
判
し
た
。
デ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
本
来
「
開
化
即
ち

「
シ
ブ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
」」
あ
る
い
は
「
近モ

デ
ル
ン
ス
ピ
リ
ツ
ト

世
精
神
」
の
本
質
と
は
、

「
其
国
民
一
般
の
風
習
」
で
は
な
く
「
開
化
し
た
る
諸
国
民
の
活
力
」、

す
な
わ
ち
物
質
で
は
な
く
「
精
神
」
で
あ
っ
て
、
日
本
は
「
開
化
の

精
神
の
み
」
を
摂
取
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
に
お
け
る
哲

学
の
「
急
務
」
と
は
、
西
洋
哲
学
者
の
真
似
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
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「
開
化
の
精
神
」
を
摂
取
す
る
た
め
に
「
西
洋
の
開
化
」
の
中
か
ら

「
純
粋
の
道
理
を
以
て
其
取
る
べ
き
と
捨
つ
べ
き
を
決
定
」
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
、
と
デ
ニ
ン
グ
は
言
う）

12
（

。「
風
習
」
重
視
の
「
皮

相
」
的
西
洋
化
を
批
判
し
て
「
開

シ
ブ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ヨ
ン
 

化
の
精
神
」
を
強
調
す
る
デ

ニ
ン
グ
の
議
論
に
は
明
ら
か
に
福
澤
諭
吉
の
文
明
論
の
影
響
が
見
て

取
れ
る）

1（
（

（
実
際
、
デ
ニ
ン
グ
は
こ
れ
以
前
に
福
澤
と
知
り
合
い
、
慶
應
義
塾
で

教
鞭
を
執
っ
て
い
る

）
1（
（

）。

　

日
本
に
「
哲
学
」
は
存
在
せ
ず
、
そ
も
そ
も
日
本
人
は
「
哲
学
」

に
は
不
向
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
二
人
の
お
雇
い
外
国
人
は
、
こ

の
よ
う
な
見
解
を
共
有
し
て
い
た
（
そ
し
て
当
時
「
日
本
哲
学
」
の
存
在

を
叫
ん
だ
外
国
人
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
）。
日
本
経
験
の
比
較

的
深
い
彼
ら
で
さ
え
こ
う
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
国
外
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ス
ト
・
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
認
識
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
ろ

う
。
西
洋
の
知
識
人
の
多
く
は
、
中
国
に
「
哲
学
」
の
よ
う
な
も
の

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
は
い
た
が
、
日
本
に
独
自
の
「
哲

学
」
が
あ
る
と
は
当
然
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
日
本
を
経
験
し

た
外
国
人
た
ち
は
、
な
お
さ
ら
そ
の
確
信
を
強
め
て
い
た
。
井
上
が

「
日
本
哲
学
」
の
存
在
証
明
を
試
み
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。

㈢
井
上
に
よ
る
「
日
本
哲
学
」
存
在
証
明
の
試
み

　

井
上
は
パ
リ
で
の
発
表
論
文
の
中
で
、
日
本
の
思
想
が
抽
象
的
原

理
よ
り
も
具
体
的
な
「
道
徳
」
に
重
点
を
置
き
が
ち
な
こ
と
、
ま
た

日
本
人
の
思
考
が
「
実
践
」
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
そ
れ
は
抽
象
的
観
念
が
「
日
本
哲

学
」
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
ま
た
「
実
践
」
を
重
ん
ず

る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
「
日
本
哲
学
」
の
独
自
性
を
特
徴
づ
け
る

要
素
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
い
う
。
井
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

私
は
、
日
本
に
お
け
る
哲
学
的
思
想
の
発
達
に
つ
い
て
、
諸
君

の
前
に
何
ら
か
の
素
描
を
示
す
こ
と
は
少
し
く
興
味
深
い
も
の

と
信
じ
る
。
そ
の
思
想
は
、
あ
る
種
の
宇
宙
論
や
自
然
哲
学
に

つ
い
て
の
原
則
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
道
徳
の
原
則
を
本
質

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
日
本
の
哲
学
が
自
然

に
対
す
る
考
察
を
全
く
も
っ
て
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
後
に
論
ず
る
よ
う
に
、
我
々
は
ま
た
、
十
分
に
興

味
深
い
と
感
じ
る
よ
う
な
宇
宙
論
の
観
点
を
備
え
た
哲
学
の
体

系
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
日
本
の
哲

学
は
実
践
の
領
域
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
言
い
換
え

れ
ば
、
経
験
的
事
実
を
離
れ
て
現
象
の
外
側
の
別
の
世
界
に
至

る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
想
像
の
産
物
と
し
か
み
な
さ
れ
な
い
。

そ
れ
〔
日
本
の
哲
学
〕
は
、
常
に
個
人
の
生
活
お
よ
び
国
家
の
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ

そ
が
そ
の
特
性
な
の
で
あ
る）

15
（

。
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ま
た
井
上
は
、
日
本
の
「
哲
学
的
思
想
」
が
中
国
（
儒
学
）
と
イ

ン
ド
（
仏
教
）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
「
最
初
の
衝
撃
」

（la prem
ière im

pulsion

） 

が
外
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
認
め

は
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
日
本
は
そ
の
外
来
思
想
を
十
分
に
消

化
し
、
独
創
的
な
解
釈
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
れ
は
、
一
方
で
は
近
代
日
本
の
儒
学
解
釈
に
見
ら
れ
る
典
型
的
な

特
徴
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
例
え
ば
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
が
述
べ
た
よ
う
な
、「
日
本
人
は
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
の
哲
学

を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
解
釈
、
あ
る
い
は
「
い
か
な
る
日

本
人
も
、
儒
学
の
体
系
を
よ
り
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
改
め
た

り
、
訂
正
し
よ
う
と
す
る
独
創
性
を
持
た
な
か
っ
た
」
と
い
う
解
釈

へ
の
挑
戦
で
も
あ
っ
た
。
井
上
は
言
う
。

日
本
の
学
派
を
、
そ
れ
は
支
那
も
し
く
は
印
度
の
哲
学
の
解
説

に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
何
ら
独
創
性
を
持
た
な
い
と
の
非
難

を
理
由
と
し
て
、
低
く
評
価
す
る
人
々
が
い
る
。
そ
れ
こ
そ
誤

り
で
あ
る
。
私
の
意
見
で
は
、
彼
ら
は
単
な
る
一
瞥
の
み
で
判

断
を
下
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
に
は
〔
知
識
の
不
足
ゆ
え
に
〕

実
際
に
は
そ
の
よ
う
に
す
る
だ
け
の
十
分
な
理
由
が
な
い
。
／

言
う
ま
で
も
な
く
、
儒
学
と
仏
教
が
日
本
の
哲
学
的
精
神
の

誕
生
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、

私
に
は
毛
頭
な
い
。
そ
の
点
〔
哲
学
的
精
神
〕
に
つ
い
て
わ
が
国

の
伝
統
が
未
だ
何
も
成
し
遂
げ
て
い
な
か
っ
た
時
、
哲
学
的
に

考
え
る
た
め
の
最
初
の
衝
撃
は
外
国
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
あ

っ
た
。
彼
ら
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
そ

れ
ら
の
外
来
思
想
に
重
大
な
変
革
が
生
じ
、
そ
れ
を
き
わ
め
て

独
特
か
つ
自
国
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

日
本
の
哲
学
と
い
う
名
前
を
、
正
当
な
理
由
を
も
っ
て
そ
れ
ら

に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

1（
（

。（
／
は
改
行
）

　

繰
り
返
す
が
、
井
上
の
意
図
は
、
日
本
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
不

在
と
い
う
認
識
を
打
破
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
一

方
で
は
「
実
践
」
性
こ
そ
が
「
日
本
哲
学
」
の
特
徴
で
あ
る
と
言
い

な
が
ら
も
、
他
方
で
は
江
戸
時
代
の
思
想
家
の
中
に
、
当
時
の
井
上

が
最
も
「
哲
学
」
的
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
た
「
宇
宙
論
」
や
「
自

然
哲
学
」
を
見
出
し
、
紹
介
す
る
こ
と
に
も
力
を
割
い
て
い
る
。

　

井
上
が
取
り
上
げ
る
思
想
家
の
う
ち
、
特
に
力
点
を
置
い
て
（
分

量
多
く
）
解
説
さ
れ
る
の
は
山
鹿
素
行
、
伊
藤
仁
斎
及
び
伊
藤
東
涯
、

貝
原
益
軒
、
大
塩
中
斎
で
あ
る
が
、
そ
の
解
説
の
中
心
に
置
か
れ
て

い
る
の
は
い
ず
れ
も
理
気
論
（「
気
」
一
元
論
を
含
む
）
及
び
そ
れ
に
基

づ
く
「
宇
宙
論
」
で
あ
る
。
特
に
大
塩
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
人

間
性
〔
仁
〕
の
殉
教
者
」（m

artyr de l’hum
anité

） 

と
し
て
の
最
期

が
短
く
紹
介
さ
れ
る
一
方
で
、
彼
が
「
十
分
に
独
創
的
な
哲
学
理

論
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
哲

学
理
論
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
太
虚
」（le grand vide

） 

を
巡

る
学
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
を
含
む
「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」（le 
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m
icrocosm

e

） 

に
関
連
す
る
要
素
が
全
て
導
か
れ
る
所
の
「
マ
ク
ロ

コ
ス
モ
ス
」（le m

acrocosm
e

） 

の
本
質
的
な
特
性
で
あ
っ
て
、「
天
」

（le ciel
） 
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）

1（
（

。
大
塩
と
陽
明
学
の
結
び
つ
き
、

そ
し
て
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
序
文
に
お
け
る
「
国
民
的
道
徳

心
」
の
強
調
に
慣
れ
親
し
ん
だ
目
に
は
、「
帰
太
虚
説
」
の
強
調
は

奇
異
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
井
上
が
大
塩
に
向
け
る

視
線
は
早
く
か
ら
、
そ
の
実
践
者
・
行
動
者
と
し
て
の
側
面
で
は
な

く
、「
太
虚
」
を
め
ぐ
る
哲
学
的
独
創
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た）

1（
（

。
素

行
や
仁
斎
に
つ
い
て
も
同
様
に
、「
陰
陽
」（Y

in et Y
o

） 

に
基
づ
く

世
界
（
宇
宙
）
生
成
観
、
す
な
わ
ち
「
宇
宙
論
」
に
力
点
を
置
い
て

紹
介
さ
れ
る
。
仁
斎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
気
」
に
基
づ
く
一
元
論

を
「
極
め
て
現
代
的
で
、
既
に
進
化
論
を
知
っ
て
い
た
か
と
さ
え
思

う
ほ
ど
で
あ
る
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
る）

1（
（

。

　

一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
中
国
哲
学
の
中
で
と

り
わ
け
理
気
論
は
西
洋
の
目
か
ら
見
て
も
分
か
り
や
す
く
「
哲
学
」

性
を
有
す
る
思
想
と
し
て
、
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト

に
よ
る
探
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
た）

20
（

。
井
上
は
、「
日
本
哲
学
」
に

つ
い
て
も
理
気
論
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
「
宇
宙
論
」
が
存
在
す
る
こ

と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
学
を
土
台
と
し
た
「
日
本
哲

学
」
を
、
西
洋
人
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
形
で
「
哲
学
」
の
土
俵

へ
押
し
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
井
上
は
「
結
論
」（Conclusion

） 

に
お
い
て
、
上
記
の
日
本

の
「
哲
学
者
」
た
ち
が
い
ず
れ
も
（
朱
熹
や
王
陽
明
の
単
な
る
模
倣
を
超

え
た
）
独
創
性
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
一
方
で
、

同
時
に
彼
ら
が
孔
子
を
模
範
・
標
準
と
し
て
い
た
こ
と
を
も
強
調
し

て
い
る
。「
日
本
哲
学
」
の
独
創
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が

朱
子
学
や
陽
明
学
か
ら
派
生
し
て
生
じ
た
、
極
東
の
さ
ら
に
辺
境
に

お
け
る
単
な
る
奇
異
な
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
西
洋
に
お
い
て
も
一

定
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
る
孔
子
そ
の
も
の
と
の
結
び
つ
き
を

主
張
す
る
こ
と
で
、「
日
本
哲
学
」
の
学
術
と
し
て
の
正
統
性
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
井
上
は
言
う
。

い
ま
私
が
行
っ
た
簡
単
な
叙
述
に
よ
っ
て
、
我
々
に
お
い
て
哲

学
的
な
考
察
と
い
う
も
の
が
朱
子
と
王
陽
明
の
教
義
の
研
究
か

ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
我
々
の
思
想
家
た
ち
の
多

く
は
そ
の
道
に
長
く
留
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
す
ぐ
に
、
全
く

新
し
い
人
生
観
と
世
界
観
を
形
成
す
る
ま
で
に
成
熟
し
、
そ
し

て
そ
れ
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
支
那
人
の
そ
れ
よ
り
も
実
践

的
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
進
歩
的
で
も
あ
っ
た
。
素

行
、
仁
斎
、
益
軒
、
徂
徠
、
そ
し
て
中
斎
は
、
我
々
の
哲
学
者

の
う
ち
最
も
優
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
し

か
し
彼
ら
の
う
ち
誰
一
人
と
し
て
、
孔
子
に
敢
え
て
反
対
し
よ

う
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
思
想
は
、
孔
子
の
教
え

を
批
判
す
る
と
い
う
よ
り
は
孔
子
を
模
範
と
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
簡
単
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
意
見
の
斬
新
さ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
孔
子
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る）

21
（

。

　

こ
の
直
後
に
井
上
は
、
日
本
に
は
儒
学
者
の
み
な
ら
ず
、
儒
学
に

反
対
し
た
仏
教
徒 
（Bouddhistes

） 

や
「
神
道
主
義
者
」（Shintoïstes

） 

す
な
わ
ち
国
学
者
も
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、

日
本
人
の
人
格
を
形
成
し
、
一
般
庶
民
の
教
育
を
実
質
的
に
担
っ
た

の
は
や
は
り
儒
学
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
西
洋
に
お
い
て
、
と
り

わ
け
東
洋
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
存
在
に
懐
疑
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派

な
ど
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
東
洋
哲
学
」
が
語
ら
れ
る
際
に
何

よ
り
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
多
分
の
「
宗
教
」
的
要
素
が
含

ま
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た）

22
（

。
井
上
は
、
神
道
と
仏

教
を
「
宗
教
」
の
領
域
に
切
り
離
し
、
儒
学
の
理
気
論
を
基
礎
と
し

た
「
宇
宙
論
」「
自
然
哲
学
」
を
中
心
に
「
日
本
哲
学
」
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
ま
た
孔
子
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
強
調
す
る
こ
と
で
、

西
洋
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
理
解
の
上
に
立
っ
た
「
日
本
哲
学
」
を

提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

㈣
井
上
の
発
表
の
影
響
力

　

先
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
井
上
の
論
文
は
、
た

だ
ち
に
元
教
え
子
で
あ
る
グ
ラ
マ
ツ
キ
ー
の
手
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語

へ
と
翻
訳
さ
れ
、
小
冊
子
の
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
配
布
さ
れ
た

（
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
論
文
も
、
会
議
論
文
の
抜
き
刷
り
と
い
う
形
で
各
所
に
送
付

さ
れ
た
）。
更
に
そ
の
約
十
年
後
、
井
上
は
、
一
九
〇
九
年
に
ド
イ
ツ

で
出
版
さ
れ
た
、
日
本
・
中
国
・
イ
ス
ラ
ム
・
ユ
ダ
ヤ
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ま
で
の
古
今
東
西
に
わ
た
る
「
哲
学
」
の
概
説
を
集
め
た

著
作
『
哲
学
の
普
遍
史
』（A

llgem
eine G

eschichte der Philosophie

） 

に
共
著
者
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
日
本
哲
学
」（D

ie 

Japanische Philosophie

） 

の
章
を
執
筆
し
て
い
る
。
井
上
が
留
学
先

で
「
日
本
に
も
往
古
哲
学
者
あ
り
し
や
」
と
尋
ね
ら
れ
て
か
ら
二
〇

年）
2（
（

、
遂
に
「
日
本
哲
学
」
は
「
哲
学
の
普
遍
史
」
を
構
成
す
る
一
要

素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
も
っ
と
も
、
井
上
は

そ
こ
で
「
日
本
哲
学
に
は
、
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
哲
学
の
ほ
か
に
は
独
自
・

土
着
の
思
想
的
基
盤
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
、
改
め
て
丁
寧

に
否
定
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い

）
2（
（

）。
そ
の
内
容
は
、
上
記
の
論
文
で

述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
内
容
を
核
と
し
な
が
ら
も
、
全
体
を
「
朱
子

学
派
」「
陽
明
学
派
」「
古
学
派
」「
一
九
世
紀
の
陽
明
学
派
」「
国

学
派
お
よ
び
現
代
哲
学
」
と
い
う
「
学
派
」
ご
と
に
分
か
ち
、「
三

部
作
」
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
成
果
も
随
所
に
反
映
さ
れ
て
い
る）

25
（

（
例

え
ば
、
中
江
藤
樹
の
「
良
知
」
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
お
け
る
ブ
ラ
ー
マ

ン
の
比
較
な
ど
）。
そ
の
最
後
は
「
お
そ
ら
く
日
本
に
お
け
る
哲
学
は
、

東
洋
の
思
想
と
西
洋
の
思
想
の
衝
突
お
よ
び
融
合
を
通
じ
て
、
遠
く

な
い
将
来
に
大
い
な
る
発
展
を
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
で

締
め
括
ら
れ
る）

2（
（

。

　

同
書
の
共
同
執
筆
者
に
は
、
ヴ
ン
ト 

（W
ilhelm

 W
undt

） 

や
グ
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117　井上哲次郎における「日本哲学」の存在証明とその失敗

ル
ー
べ 

（W
ilhelm

 Grube

） 

な
ど
、
井
上
が
留
学
中
に
知
り
合
っ
た

学
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
人
脈
を
通
じ
て
井
上
の
執
筆
に
繫
が

が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
ド
イ
ツ
語
で
西
洋
の
読
者

に
向
け
て
「
日
本
哲
学
」
を
書
け
る
人
材
は
、
こ
の
頃
に
は
井
上
以

上
の
適
役
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ

う
。
従
来
「
日
本
主
義
」
あ
る
い
は
「
国
民
道
徳
論
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
井
上

の
学
術
活
動
は
、
必
ず
し
も
日
本
国
内
で
完
結
し
て
い
た
の
で
は
な

く
（
む
ろ
ん
「
日
本
主
義
」
と
て
「
世
界
」
を
意
識
し
て
こ
そ
「
日
本
」
を
強

調
し
た
の
で
は
あ
る
が
）、「
世
界
」
に
向
け
て
の
発
信
と
表
裏
を
成
し

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
井
上
に
よ
る
「
世

界
」
へ
向
け
た
「
日
本
哲
学
」
発
信
の
試
み
は
、
実
際
に
は
「
世

界
」
で
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
『
哲

学
の
普
遍
史
』
に
「
日
本
哲
学
」
を
混
ぜ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
た
。

し
か
し
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
・
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
は
、

「
日
本
哲
学
」
の
存
在
と
独
自
性
を
、
本
当
に
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
井
上
の
「
日
本
哲
学
」
発
信
の
試
み
は
、

井
上
が
当
初
意
図
し
た
の
と
は
別
の
形
で
、「
陽
明
学
」
を
媒
介
と

し
て
、
世
界
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

二　
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
証
明
の
失
敗
と
陽
明
学

㈠
デ
ニ
ン
グ
に
よ
る
「
三
部
作
」
へ
の
書
評
と
そ
の
着
目
点

　

井
上
の
「
三
部
作
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
影
響
力
を

「
国
民
道
徳
」
の
形
成
と
絡
め
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
国
内
で
完
結
し

た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
井
上
は
「
三

部
作
」
を
、
日
本
語
で
、
日
本
人
に
向
け
て
書
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ
の
「
三
部
作
」
へ
の
英
語
に

よ
る
書
評
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
書
評
を
行

っ
た
の
は
、
か
つ
て
「
日
本
人
は
哲
学
に
向
い
て
い
な
い
」
と
喝
破

し
た
デ
ニ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

　

デ
ニ
ン
グ
の
「
三
部
作
」
へ
の
書
評
は
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）

年
、
日
本
ア
ジ
ア
協
会 

（A
siatic Society of Japan

） 

の
紀
要
に
掲
載

さ
れ
た
。
こ
の
頃
デ
ニ
ン
グ
は
井
上
と
個
人
的
な
交
友
関
係
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
、
例
え
ば
井
上
は
同
年
の
年
始
に
デ
ニ
ン
グ
へ
年
賀

状
を
送
っ
て
い
る）

2（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
書
評
の
中
で
デ
ニ
ン
グ
は
、

先
述
の
よ
う
な
「
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
不
在
」
を
打
破
し
よ
う
と

し
た
井
上
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
日
本
と
「
哲
学
」
の
関
係
に
つ
い

て
極
め
て
消
極
的
な
態
度
を
崩
し
て
い
な
い
。
と
言
う
の
は
、
デ

ニ
ン
グ
の
書
評
に
は
序
文 

（Introduction

） 

が
付
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
序
文
の
内
容
は
、
か
つ
て
デ
ニ
ン
グ
が
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
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ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
に
寄
稿
し
た
文
章
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
そ
こ
で
デ
ニ
ン
グ
は
、
日
本
人
が
「
哲
学
」
に
向
か
な
い

こ
と
を
縷
々
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
）。
井
上
の
「
三
部
作
」
を
踏
ま
え
て

新
し
く
追
記
さ
れ
た
部
分
で
も
、
デ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
三
部
作
」

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
「
思
索
的
」（speculative

） 

と
言

う
よ
り
は
「
道
徳
」（m

oral

） 

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、「
純
粋
な
思

索
」（pure speculation
） 
は
や
は
り
日
本
人
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
、
と
念
を
押
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
日
本
哲
学
」
の
中

に
も
「
宇
宙
論
」
な
ど
の
要
素
が
あ
る
と
見
せ
る
こ
と
で
「
日
本
に

お
け
る
哲
学
の
不
在
」
と
い
う
観
念
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
井
上
の

努
力
を
、
残
念
な
が
ら
デ
ニ
ン
グ
は
さ
ほ
ど
認
め
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

一
方
で
デ
ニ
ン
グ
は
、
日
本
が
中
国
か
ら
受
け
入
れ
、
発
展
さ

せ
た
そ
の
「
実
践
哲
学
」（practical philosophy

） 

に
は
、
西
洋
哲
学

の
一
部
の
学
派
が
催
さ
せ
る
よ
う
な
嫌
悪
感
が
な
く
、
そ
れ
は
「
高

度
な
叡
智
の
統
合
と
し
て
、〔
日
本
の
〕
世
間
の
良
識
あ
る
人
々
、
と

り
わ
け
政
治
家
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
称
賛
し
て
い
る）

2（
（

。
デ

ニ
ン
グ
は
「
三
部
作
」
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
書
評
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
肯
定
的
に
述
べ
て
い
る
。

井
上
博
士
は
陽
明
学
派
の
歴
史
に
つ
い
て
、
次
々
と
主
要
な
著

述
家
全
て
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
記
述
を
引
用
し
た
り
、
教
義
を

解
説
し
た
り
し
な
が
ら
、
綿
密
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
日
本

の
哲
学
的
思
想
に
関
す
る
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
説
明
は
、
日
本
語

で
は
他
に
存
在
し
な
い
。
日
本
語
を
解
し
、
日
本
の
紳
士
と
の

交
際
に
慣
れ
親
し
ん
だ
外
国
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
馴
染
み
深

い
よ
う
な
、
あ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
高
い
道
徳
的
水
準
は
ど

こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、『
日
本
陽

明
学
派
之
哲
学
』
は
間
違
い
な
く
最
善
の
回
答
で
あ
る）

2（
（

。

　
「
陽
明
学
」
と
「
道
徳
」
の
結
び
つ
き
は
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲

学
』
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
少

な
く
と
も
、
井
上
が
「
世
界
」
に
向
け
て
意
図
し
て
発
信
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
井
上
は
、
先
述
の
国
際
会
議
で

の
発
表
で
、
日
本
が
陽
明
学
を
受
容
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
な
い

訳
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
力
点
は
、「
国
民
的
道
徳
心
」
を
強
調

す
る
国
内
向
け
の
解
説
と
は
異
な
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
陽
明
学
を
吸

収
し
た
日
本
人
が
独
自
の
「
哲
学
」
を
打
ち
立
て
た
と
い
う
点
に
置

か
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
大
塩
を
紹
介
す
る
際
に
は
、「
道
徳
」
や
「
実
践
」

性
で
は
な
く
、
独
創
的
な
哲
学
と
し
て
の
「
太
虚
説
」
に
力
点
を
置
い
て
紹
介

し
た
の
で
あ
っ
た
）。
井
上
の
目
的
は
「
日
本
哲
学
」
の
独
自
性
を
証

明
す
る
所
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
デ
ニ
ン
グ
は
、

「
三
部
作
」
の
原
著
を
読
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
井
上
が
国
内
向

け
に
示
し
た
「
陽
明
学
」
と
「
道
徳
」
の
結
び
つ
き
に
着
目
し
、
そ

こ
に
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
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結
論
か
ら
言
え
ば
、
井
上
が
「
世
界
」
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使

し
た
の
は
、
独
創
的
な
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
「
三
部
作
」
を
通
じ
て
喚

起
さ
れ
た
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
の
日
本
に
お
け
る
「
陽
明

学
」
の
再
興
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
清
末
民
初
期
の
中
国
、
ひ

い
て
は
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
・
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
に
も
影

響
を
与
え
た
。
彼
ら
が
着
目
し
た
の
は
、
デ
ニ
ン
グ
と
同
様
に
、
井

上
が
「
日
本
に
お
け
る
哲
学
の
不
在
」
と
い
う
観
念
の
打
破
と
い
う

意
図
を
持
っ
て
海
外
に
向
け
て
発
信
し
た
よ
う
な
、
陽
明
学
を
吸
収

し
て
独
自
の
理
気
論
・
宇
宙
論
を
発
展
さ
せ
た
「
日
本
哲
学
」
の
一

部
と
し
て
の
「
日
本
陽
明
学
派
の
哲
学
」
で
は
な
く
、「
支
那
哲
学
」

の
一
分
野
と
し
て
の
「
陽
明
学
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
で
、
ひ

い
て
は
一
度
は
陽
明
学
が
忘
れ
去
ら
れ
た
中
国
で
再
興
し
つ
つ
あ
る
、

と
い
う
事
象
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

㈡「
日
本
陽
明
学
」
の
射
程

　

清
末
民
初
期
の
中
国
が
、
明
治
・
大
正
期
の
「
日
本
陽
明
学
」
を

め
ぐ
る
動
向
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
く
か

ら
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
荻
生
茂
博
は
、
井
上
の
『
日
本
陽
明
学
派

之
哲
学
』
に
影
響
を
受
け
て
梁
啓
超
が
『
節
本
明
儒
学
案
』
を
出

版
し
た
こ
と
や）

（0
（

、「
陽
明
学
が
明
治
維
新
を
先
導
し
た
」
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
が
訪
日
留
学
生
を
通
じ
て
中
国
大
陸
へ
輸
出
さ
れ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
射
程
は
単
に
中
国
大
陸

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
陽
明
学
の
復
興
」

と
い
う
事
象
を
通
じ
て
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
・
シ
ノ
ロ
ジ

ス
ト
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
例
外
な
く
、
繰
り

返
す
よ
う
に
、「
日
本
哲
学
」
で
は
な
く
、「
支
那
哲
学
」
の
一
学
派

と
し
て
の
「
陽
明
学
」
に
着
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
世
紀
前
半
の
西
洋
に
お
け
る
陽
明
学
研
究
の
受
容
と
展
開
を

論
じ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
イ
ス
ラ
エ
ル 

（George 

Israel

） 

に
よ
る
論
文
が
あ
る）

（2
（

。
以
下
で
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
研

究
を
参
照
し
な
が
ら
、
適
宜
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
原
典
に
当
た
り

つ
つ
、
ま
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
点
に
つ

い
て
執
筆
者
に
よ
る
補
足
を
交
え
な
が
ら
、
日
本
の
陽
明
学
研
究
が
、

西
洋
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

　

王
陽
明
へ
の
着
目
そ
れ
自
体
が
日
本
の
影
響
を
受
け
て
始
ま
っ
た

と
い
う
訳
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に）

（（
（

、
イ
ギ

リ
ス
人
外
交
官
・
東
洋
学
者
の
ト
ー
マ
ス
・
ワ
ッ
タ
ー
ズ 

（T
hom

as 

W
atters

） 

は
、
一
八
七
九
年
の
著
作
の
中
で
『
王
陽
明
先
生
全
集
』

に
基
づ
き
王
陽
明
の
生
涯
お
よ
び
「
良
知
」
の
概
念
を
六
ペ
ー
ジ
に

渡
っ
て
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
西
洋
に
お
い
て
、
王
陽
明

は
一
九
一
〇
年
代
ま
で
大
き
な
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た）

（5
（

。

　

一
九
一
〇
年
代
以
降
、
西
洋
で
も
王
陽
明
を
取
り
上
げ
た
著
作

が
続
々
と
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
繰
り
返
す
よ
う
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に
、
日
本
お
よ
び
清
末
民
初
期
の
中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
に
お
い

て
「
陽
明
学
」
に
注
目
す
る
動
き
が
現
れ
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
、
当
時
の
西
洋
が
陽
明
学
を
見

た
視
点
も
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
で
支
配
的
と
な
っ
た
陽
明
学
観
か
ら

大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
一
九
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
人
メ
ソ
ジ

ス
ト
派
宣
教
師
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ケ 

（Frederick Goodrich 

H
enke

） 

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
「
王
陽
明

─
中
国
の
理
想
主

義
者
」（W

ang Y
ang M

ing: A
 Chinese Idealist

） 

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

に
よ
れ
ば
「
西
洋
の
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
最
初
の
王
陽
明
に
関

す
る
学
術
論
文
」
で
あ
る
が）

（（
（

、
こ
の
中
で
ヘ
ン
ケ
は
、
王
陽
明
の
道

徳
体
系
に
お
い
て
は
「
知
識
と
行
動
」「
理
論
と
実
践
」
の
両
立
が

重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
と
中
国
で
大
き
な
影
響
を
持
っ
て

い
る
、
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
先
に
見
た
ワ
ッ
タ
ー
ズ
の
著
作
の
中
で
は
、

王
陽
明
の
経
歴
と
「
良
知
」
が
も
っ
ぱ
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、「
実

践
」
と
い
う
要
素
は
さ
ほ
ど
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヘ
ン
ケ

の
著
作
で
は
「
道
徳
」
に
お
け
る
「
実
践
」「
行
動
」
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ヘ
ン
ケ
の
論
文
は
、
鈴
木
大
拙
も
助
手
と
し
て
参
画
し
た

オ
ー
プ
ン
・
コ
ー
ト 

（O
pen Court

） 

社
の
刊
行
す
る
雑
誌 

（T
he 

M
onist

） 

に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
誌
の
編
集
者
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・

ケ
ー
ラ
ス 

（Paul Carus

） 

は
、
ヘ
ン
ケ
の
論
文
を
掲
載
す
る
に
際

し
、
そ
の
題
名
候
補
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
カ
ン
ト
以
前
の
カ
ン
ト
主

義
者
」（A
 K

antian before K
ant

） 

を
提
案
し
た
と
い
う）

（（
（

。「
王
陽
明
」

と
「
カ
ン
ト
」
と
い
う
、
明
治
後
期
の
日
本
思
潮
を
象
徴
す
る
東
西

の
思
想
家
の
結
合
が
、
遠
く
離
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
生
じ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
の
要
因
を
、
ケ
ー
ラ
ス
自
身
の
「
哲

学
的
嗜
好
」（philosophical proclivities

） 

に
帰
し
て
い
る
が
、
当
時

ケ
ー
ラ
ス
の
助
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
鈴
木
大
拙
の
影
響
を
も
い

く
ら
か
見
て
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
、「
カ
ン
ト
」
と
「
陽
明
学
」（
お
よ
び
武
士
道
）
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
展
開
し
た）

（（
（

、
明
治
後
期
の
日
本
に
お
け
る
思
潮
が
横

た
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に）

（0
（

、
フ
ラ
ン
ス
人
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ス
ト
の
ル
ネ
・
グ
ル
ー
セ 

（René Grousset

） 

は
、
一
九
二

三
年
の
著
作
の
中
で
、
上
述
の
ヘ
ン
ケ
の
著
作
な
ど
の
ほ
か
、
井
上

に
よ
る
先
述
の
フ
ラ
ン
ス
語
論
文
を
も
参
照
し
て
い
る）

（1
（

。
グ
ル
ー
セ

に
よ
れ
ば
「
朱
熹
は
博
識
な
碩
学
と
物
質
主
義
的
な
官
吏
を
生
み
出

し
た
。
王
陽
明
は
侍 

（sam
uraï

） 

を
作
り
出
す
の
に
役
立
っ
た）

（2
（

」
と

い
う
が
、
静
的
な
朱
子
学
と
動
的
な
陽
明
学
と
い
う
対
比
の
表
現
は
、

先
述
の
井
上
論
文
に
は
直
接
登
場
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
の
「
三

部
作
」
で
強
調
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
グ
ル
ー
セ
は
ど
こ
か
ら
そ
の
極
め
て
井
上
的
な
陽
明

学
観
を
摂
取
し
た
の
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
述
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べ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
グ
ル
ー
セ
は
、
同
じ
く
参
照
文
献
と

し
て
そ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
、
ロ
バ
ー
ト
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ 

（Robert Cornell A
rm

strong

） 

の
著
作
を
通
じ
て
「
三
部
作
」
の
影

響
を
受
け
て
い
る
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
宣
教
師
の
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ

に
よ
っ
て
一
九
一
四
年
に
著
さ
れ
た
『
東
方
か
ら
の
光

─
日
本
儒

学
研
究
』（Light from

 the E
ast: Studies in Japanese Confucianism

） 

は
、
同
時
期
に
西
洋
で
発
行
さ
れ
た
著
作
の
中
で
、
も
っ
と
も
直
接

的
に
「
三
部
作
」
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
同
書
冒
頭
の
参
考
文
献
一
覧
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
レ
ッ

グ 

（Jam
es Legge

） 

に
並
ん
で
井
上
の
三
部
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
上
、
そ
の
章
構
成
は
「
朱
子
学
派 

（Shushi School

）」「
陽
明
学

派 

（O
-Y

om
ei School

）」「
古
学
派 

（Classical School

）」「
折
衷
学
派 

（Eclectic School

）」
と
、
井
上
の
学
派
分
類
を
完
全
に
踏
襲
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
こ
の
点
も
イ
ス
ラ
エ
ル
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
同
書
出

版
の
翌
年
に
は
、
当
時
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
滞
在
中
の
姉
崎
正
治
が
、

同
書
へ
の
書
評
を
書
い
て
い
る
。
姉
崎
に
よ
れ
ば
、
同
書
の
中
核
部

分
は
、
ほ
ぼ
全
て
井
上
「
三
部
作
」
の
「
簡
訳
版
」（a translation 

in abstract

） 

に
他
な
ら
な
い）

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
同
書
は
独
創
性
に
欠
け
、

し
か
も
「
三
部
作
」
に
あ
っ
た
重
要
な
要
素
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
恣
意

的
に
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
姉
崎
は
批
判
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
反
面
、
同
書
が
井
上
「
三
部
作
」
の
影
響
を
強
く
受
け

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。「
三
部
作
」
の
外
国
語

訳
は
遂
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ

の
著
作
な
ど
を
通
じ
て
、「
三
部
作
」
は
実
質
的
に
西
洋
の
陽
明
学

理
解
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ボ
ヘ
ミ
ア
生
ま
れ
の
著
述
家
で

あ
る
ア
ー
ン
ス
ト
・
ゼ
ン
カ
ー 

（Ernst V
iktor Zenker

） 

に
よ
る
一

九
二
七
年
の
著
作
『
中
国
哲
学
史
』（G

eschichte der chinesischen 

Philosophie

） 

は
、
先
に
述
べ
た
『
哲
学
の
普
遍
史
』
に
収
め
ら
れ

た
井
上
哲
次
郎
の
「
日
本
哲
学
」
を
、
ま
た
デ
ニ
ン
グ
に
よ
る
「
三

部
作
」
の
英
文
書
評
を
参
照
し
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
の
「
三
部
作
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
同
書

に
端
を
発
す
る
「
日
本
陽
明
学
」
は
西
洋
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た

が
、
一
方
で
、
井
上
が
当
初
意
図
し
て
い
た
、
海
外
（
西
洋
）
に
対

し
て
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
の

目
的
を
達
成
し
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
様
々
な

文
献
の
い
ず
れ
も
、
江
戸
時
代
に
独
創
的
な
「
日
本
哲
学
」
が
展
開

さ
れ
た
と
い
う
、
当
初
井
上
が
展
開
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
認
め
て
い

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
三
部
作
」
を
模
倣
し
た

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
著
作
で
さ
え
、
そ
の
章
名
を
「
三
部
作
」
に

倣
っ
て
例
え
ば
「
陽
明
学
派
の
哲
学
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
陽

明
学
派
の
研
究
」（Studies in the O

-Y
om

ei School

） 

な
ど
と
し
て
、

「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
て
い
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

西
洋
人
が
「
日
本
に
哲
学
は
存
在
し
な
い
」「
日
本
人
に
哲
学
は

不
可
能
で
あ
る
」
と
見
て
い
た
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
、
井
上
哲

次
郎
は
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
証
明
と
世
界
発
信
を
試
み
、
国
際
東

洋
学
者
会
議
で
発
表
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
『
哲
学
の
普
遍
史
』
へ
の

「
日
本
哲
学
」
の
参
画
と
い
っ
た
成
果
を
挙
げ
も
し
た
が
、
し
か
し

結
果
と
し
て
世
界
が
着
目
し
た
の
は
、
井
上
が
発
信
し
よ
う
と
し
た

「
日
本
哲
学
」
と
言
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
も
「
支
那
哲
学
」
の
一

派
と
し
て
の
「
陽
明
学
」
で
あ
っ
た
。

　
「
日
本
哲
学
」
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
井
上
の
試
み
は
成

功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
井
上
を
主
要
な
震
源
地
の
ひ
と

つ
と
す
る
陽
明
学
認
識
は
、
訪
日
留
学
生
な
ど
を
通
じ
た
清
末
民
初

期
の
中
国
に
お
け
る
受
容
と
相
ま
っ
て
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス

ト
・
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
彼
ら
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。「
世
界
」
を
意
識
し
て
模
索
さ
れ
た
「
日
本

哲
学
」
の
試
み
は
、
周
知
の
通
り
や
が
て
「
武
士
道
」
論
や
「
国
民

道
徳
」
論
と
い
っ
た
「
一
国
主
義
」
的
な
思
潮
へ
シ
フ
ト
し
て
行
く

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の

思
潮
が
本
当
に
「
一
国
主
義
」
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
1
） 

た
と
え
ば
井
ノ
口
哲
也
は
、「
三
部
作
」
執
筆
の
内
的
動
機

を
「
徳
教
の
淵
源
」
の
「
闡
明
」
に
見
出
し
て
い
る
（
井
ノ
口
哲
也

「
井
上
哲
次
郎
の
江
戸
儒
学
三
部
作
に
つ
い
て
」、『
東
京
学
芸
大
学

紀
要 

人
文
社
会
科
学
系
Ⅱ
』
第
六
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
九

頁
）。

（
2
） 

井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
冨
山
房
、
一
九
〇
〇

年
。

（
（
） 

山
村
奨
『
近
代
日
本
と
変
容
す
る
陽
明
学
』
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
一
九
年
、
二
六
四
頁
。

（
（
） 

森
下
直
貴
「
井
上
哲
次
郎
の
〈
同
＝
情
〉
の
形
而
上
学

─
近

代
「
日
本
哲
学
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」、『
浜
松
医
科
大
学
紀
要 

一
般

教
育
』
第
二
九
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
─
四
頁
。

（
5
） 

グ
ラ
マ
ツ
キ
ー
は
後
に
来
日
し
、
山
口
高
等
学
校
、
第
七
高
等

学
校
造
士
館
、
陸
軍
大
学
校
、
山
口
高
等
商
業
学
校
な
ど
で
ド
イ
ツ

語
を
教
え
た
（
上
村
直
己
『
九
州
の
日
独
文
化
交
流
人
物
誌
』
熊
本

大
学
文
学
部
地
域
科
学
科
、
二
〇
〇
五
年
、
六
四
─
六
八
頁
）。

（
（
） 
井
上
哲
次
郎
「
万
国
東
洋
学
会
の
概
況
及
び
東
洋
学
研
究
の
方

針
」、『
東
洋
哲
学
』
第
五
編
第
三
号
、
一
八
九
八
年
、
一
一
九
頁
。

（
（
） 
な
お
「
解
説
」
は
「
そ
こ
で
井
上
は
、
儒
教
と
国
学
を
軸
と
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し
て
、
近
世
日
本
思
想
の
展
開
を
紹
介
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
も
ド
イ
ツ
語
版
で
も
「
国
学
」

に
つ
い
て
は
結
論
部
分
で
ご
く
簡
単
に
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、

「
軸
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
（
島
薗
進
・
磯
前
順
一
『
井

上
哲
次
郎
集 
第
九
巻 

論
文
集
、
解
説
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三

年
、
二
二
頁
）。

（
（
） 

同
前
、
二
四
頁
。

（
（
） Cham

berlain, Basil H
all. T

hings Japanese: Being N
otes 

on V
arious Subjects Connected w

ith Japan for the U
se 

of T
ravellers and O

thers, London: K
egan Paul, T

rench, 
T

rubner &
 Co., Ltd., T

okyo: T
he H

akubunsha, 1（（0, pp. 
2（（-2（0.

（
10
） Ibid., pp. （（-（（. 

（
11
） T

he Japan W
eekly M

ail, R
eprint Series I: 1870-1899, 

P
art 4: 1885-1889, V

ol. 43: July to D
ecem

ber 1888, 
Edition Synapse, 200（, pp. 5（1-5（2.

（
12
） 

デ
ニ
ン
グ
「
日
本
ニ
於
テ
哲
学
上
ノ
急
務
ナ
ル
問
題
」、『
哲
学

会
雑
誌
』
第
一
冊
第
八
号
、
一
八
八
七
年
、
四
〇
九
─
四
一
一
頁
。

（
1（
） 

福
澤
は
『
文
明
論
之
概
略
』「
第
二
章 

西
洋
の
文
明
を
目
的
と

す
る
事
」
で
、「
文
明
」
を
「
外
に
見
わ
る
る
事
物
と
内
に
存
す
る

精
神
」
に
区
別
し
、
一
見
す
る
と
導
入
し
や
す
い
文
明
の
「
外
形
」

よ
り
も
先
に
文
明
の
「
精
神
」
を
導
入
す
べ
き
こ
と
を
説
く
（
福

澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
、
二
六
─
二
九
頁
）。

（
1（
） 

慶
應
義
塾
『
慶
應
義
塾
百
年
史 

中
巻
（
前
）』
一
九
六
〇
年
、

四
〇
頁
。

（
15
） Inouyé, T

etsusirô. Sur le D
éveloppem

ent des Idées 
P

hilosophiques au Japon avant L
’Introduction de la 

Civilisation européenne, Paris: Im
prim

erie O
rientale G. 

M
aurin, 1（（（, pp. 5-（.

（
1（
） Ibid., pp. （-（.

（
1（
） Ibid., pp. 2（-2（.

（
1（
） 

福
井
純
子
「
井
上
哲
次
郎
日
記 

一
八
八
四
─
九
〇
『
懐
中
雑

記
』
第
一
冊
」、『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第
一
一
号
、
一
九
九
三
年
、

三
九
頁
。
大
島
晃
は
「
三
部
作
」
の
う
ち
「
陽
明
学
」
と
「
古
学
」

が
先
行
し
た
理
由
を
説
明
す
る
文
脈
で
「
井
上
は
総
じ
て
日
本
の
哲

学
史
を
著
す
に
当
た
っ
て
中
国

0

0

の
儒
教
の
受
容
に
と
ど
ま
ら
ず
日
本

0

0

人0

が
自
家
の
創
見
を
唱
え
得
た
か
ど
う
か
を
評
価
の
基
準
に
し
て

い
る
」（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
い
る
（
大
島
晃
「
井
上
哲
次
郎
の

「
東
洋
哲
学
史
」
研
究
」、『
ソ
フ
ィ
ア
』
第
四
五
巻
第
三
号
、
一
九

九
六
年
、
七
六
頁
）。

（
1（
） Inouye, op. cit., p. 1（.

（
20
） 

一
八
七
四
年
に
は
英
国
聖
公
会
宣
教
師
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ク
ラ

ッ
チ
ー 

（T
hom

as M
cClatchie

） 

に
よ
っ
て
『
御
纂
朱
子
全
書
』

巻
四
九
「
理
気
一
」
の
翻
訳
を
中
心
に
朱
熹
の
鬼
神
論
・
理
気
論

を
解
説
し
た
書
籍
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
朱
熹
は “philosopher” 
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と
形
容
さ
れ
て
い
る 

（M
cClatchie, T

hom
as. Confucian Cos-

m
ogony: A

 T
ranslation of Section Forty-N

ine of the 
“Com

plete W
orks” of the Philosopher Choo-Foo-T

ze w
ith 

E
xplanatory N

otes, Shanghai: A
m

erican Presbyterian 
M

ission Press, 1（（（

）。
ま
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
整

理
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
六
年
に
は
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・

ガ
ベ
レ
ン
ツ 

（Georg von der Gabelentz

） 

に
よ
る
『
太
極
図

説
』
の
翻
訳
、
一
八
八
〇
年
に
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ル
ー
ベ 

（W
ilhelm

 Grube

） 

に
よ
る
周
敦
頤
『
通
書
』
の
翻
訳
が
登
場
し

て
い
る 

（Israel, George L. “D
iscovering W

ang Y
angm

ing: 
Scholarship in Europe and N

orth A
m

erica, ca. 1（00-1（50,” 
M

onum
enta Serica: Journal of O

riental Studies, V
ol. （（, 

N
o. 2, 201（, p. （（1

）。

（
21
） Inouye, op. cit., pp. 2（-2（.

（
22
） 

「
わ
た
し
た
ち
は
、
東
洋
哲
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
哲
学
に

つ
い
て
語
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
で
注
意
す
べ
き
は
、

わ
た
し
た
ち
が
東
洋
哲
学
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
哲
学
と
い
う
よ
り

東
洋
一
般
の
宗
教
的
な
も
の
の
考
え
方
に
近
く
、
宗
教
的
な
世
界
観

が
哲
学
と
見
な
さ
れ
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、

真
理
が
宗
教
の
形
式
を
取
る
場
合
と
、
哲
学
的
な
思
想
の
形
式
を
取

る
場
合
と
を
区
別
し
て
き
ま
し
た
。
東
洋
の
哲
学
は
宗
教
的
な
哲
学

で
す
」（
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
Ⅰ
』
長
谷
川
宏

訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
六
九
頁
）。

（
2（
） 

福
井
純
子
「
井
上
哲
次
郎
日
記 

一
八
八
四
─
九
〇
『
懐
中
雑

記
』
第
一
冊
」
三
八
頁
。

（
2（
） W

undt, W
ilhelm

, O
ldenberg, H

erm
ann, Goldziher, 

Ignaz, G
rube, W

ilhelm
, Inouye, T

etsujiro, H
ans von 

A
rnim

, B
aeum

ker, C
lem

ens, W
indelband, W

ilhelm
. 

A
llgem

eine G
eschichte der P

hilosophie, B
erlin und 

Leipzig: D
ruck und V

erlag von B.G. T
eubner, 1（0（, p. 100.

（
25
） Ibid., p. 105.

（
2（
） Ibid., p. 11（.

（
2（
） 

村
上
こ
ず
え
・
谷
本
宗
生
「
井
上
哲
次
郎
『
巽
軒
日
記

─

明
治
二
六
〜
二
九
、
四
〇
、
四
一
年
』」、『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第

三
一
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
二
頁
。

（
2（
） D

ening, W
alter. “Confucian Philosophy: Review

s of 
D

r. Inoue T
etsujirō’s T

hree V
olum

es on this Philosophy,” 
T

he T
ransactions of the A

siatic Society of Japan, V
ol. （（, 

1（0（, pp. 10（-10（.

（
2（
） Ibid., p. 11（.

（
（0
） 

荻
生
茂
博
『
近
代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇

〇
八
年
、
三
八
四
頁
。

（
（1
） 

同
前
、
四
〇
〇
頁
。

（
（2
） Israel, op. cit.

（
（（
） Ibid., pp. （（（-（（（.

（
（（
） W

atters, T
hom

as. A
 G

uide to the T
ablets in 
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a T
em

ple of C
onfucius, Shanghai: T

he A
m

erican 
Presbyterian M

ission Press, 1（（（, p. 21（.
（
（5
） Israel, op. cit., p. （（（.

（
（（
） Ibid., p. （（2.

（
（（
） H

enke, Frederick G. “W
ang Y

ang M
ing: A

 Chinese 
Idealist,” T

he M
onist, V

ol. 2（, 1（1（, p. （0.

（
（（
） Israel, op. cit., p. （（5.

（
（（
） 

小
島
毅
『
近
代
日
本
の
陽
明
学
』
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
九

四
─
一
三
二
頁
。

（
（0
） Israel, op. cit., p. （（0.

（
（1
） Grousset, René. H

istoire de la Philosophie O
rientale: 

Inde
−Chine

−Japon, Paris: N
ouvelle Librairie N

ationale, 
1（2（, p. （5（.

（
（2
） Ibid., p. （5（.

（
（（
） M

. A
nesaki. [Review

 of the book Light from
 the E

ast: 
Studies in Japanese C

onfucianism
, by Robert Cornell 

A
rm

strong], T
he H

arvard T
heological R

eview
, V

ol. （, N
o. 

（, 1（15, pp. 5（5-5（（.

（
（（
） Israel, op. cit., p. （（0. 

イ
ス
ラ
エ
ル
は
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
シ

ノ
ロ
ジ
ス
ト
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ォ
ル
ケ （A

lfred Forke

） 

が
一
九
三
四
年
の
著
作
の
中
で
王
陽
明
を
論
じ
る
際
に
高
瀬
武
次

郎
を
参
照
し
て
い
る
と
、
高
瀬
の
具
体
的
な
著
作
名
を
挙
げ
ず
に

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ォ
ル
ケ
が
別
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
高
瀬
武
次
郎
『
支
那
哲
学
史
』（
一
九
一
〇
年
）
の
中
国

語
訳
で
あ
る
『
中
国
哲
学
史
』（
趙
蘭
坪
訳
、
一
九
二
五
年
）
で
あ

る
。
フ
ォ
ル
ケ
は
王
陽
明
に
限
ら
ず
、
随
所
で
高
瀬
の
著
作
（
の
中

国
語
訳
）
を
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ォ
ル
ケ
は
他
に
も
、
謝
无

量
『
中
国
哲
学
史
』（
一
九
一
七
年
）、
鐘
泰
『
中
国
哲
学
史
』（
一

九
二
九
年
）、
ま
た
渡
辺
秀
方
『
支
那
哲
学
史
概
論
』（
一
九
二
四

年
）
の
翻
訳
で
あ
る
『
中
国
哲
学
史
概
論
』（
劉
侃
元
訳
、
一
九
二

六
年
）
な
ど
を
参
照
し
て
い
る 

（Forke, A
lfred. G

eschichte der 
m

ittelalterlichen chinesischen Philosophie, H
am

burg: Cram
, 

de Gruyter &
 Co., 1（（（, p. V

II

）。
フ
ォ
ル
ケ
が
中
国
哲
学
を
論

じ
た
大
部
の
著
作
は
、
こ
の
よ
う
に
高
瀬
の
『
支
那
哲
学
史
』
か
ら

（
翻
訳
を
通
じ
て
）
直
接
、
あ
る
い
は
同
書
を
か
な
り
の
程
度
参
考

に
作
ら
れ
た
謝
无
量
の
『
中
国
哲
学
史
』
を
介
し
て
間
接
的
に
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
高
瀬
の
著
作
が
謝
无
量
を
通
じ
て

フ
ォ
ル
ケ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
そ
し
て
よ
り
広
く
、
近
代
の

ド
イ
ツ
・
日
本
・
中
国
を
繫
い
で
行
わ
れ
た
、
中
国
哲
学
を
め
ぐ
る

概
念
の
循
環
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
も
参
照
。Gentz, Joachim

. 
“E

s bleibt alles in der F
am

ilie: E
ine G

eschichte von 
Reisen in philosophischen K

reisen,” Ehm
cke, Franziska, 

M
uller, M

artin 

（H
rsg.

）. R
eisen im

 Zw
ischenraum

-zur 
Interkulturalitat von K

ulturw
issenschaft, W

urzburg: Ergon-
V

erlag, 2012.
 

（
東
京
大
学
特
任
助
教
）
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