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青
年
カ
ン
ト
と
中
国
哲
学

　
　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

　

井　

川　

義　

次

は
じ
め
に

　

現
代
世
界
は
日
本
、
中
国
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
圏
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
等
々
に
至
る
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
理
性
の
哲

学
に
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
て
来
た
。
た
だ
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
理
性
の
時
代
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
を
仲
立
ち
と
し
て
、
莫
大
な
量
の
中
国
哲

学
情
報
が
流
入
し
、
そ
れ
が
近
代
理
性
哲
学
の
形
成
と
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

有
名
な
中
国
布
教
の
使
徒
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
︹
利
瑪
竇
︺
の
同
僚
ミ
ケ
ー
レ
・
ル
ッ
ジ
ェ
リ
︹
羅
明
堅
︺
は
﹁
四
書
﹂
中
の
﹃
大
学
﹄
ラ
テ
ン
語
訳
︹
一
六
〇
三
手
稿
。

一
六
六
〇
年
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ピ
ツ
ェ
ル﹃
中
国
文
芸
論
﹄ 

に
所
収
︺を
著
し
た
。
ま
た
プ
ロ
ス
ペ
ロ
・
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ︹
殷
鐸
澤
︺は
朱
子﹃
中
庸
章
句
﹄

に
基
づ
い
て
﹃
中
庸
﹄
訳
、﹃
中
国
の
政
治
・
道
徳
学
﹄︹
一
六
六
七
公
刊
。
一
六
七
二
年
、
メ
ル
シ
ゼ
デ
ク
・
テ
ヴ
ノ
ー
﹃
不
思
議
な
多
く
の
旅
行
記
集
成
﹄
に
所

収
︺
を
著
し
て
い
る
。
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
訳
は
一
六
八
七
年
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
︹
柏
應
理
︺
他
、
多
数
の
同
僚
と
の
共
著
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
に
、

大
幅
な
改
訳
を
経
て
﹃
大
学
﹄﹃
論
語
﹄
訳
文
と
と
も
に
収
め
ら
れ
、
ル
イ
十
四
世
の
支
援
の
も
と
に
公
刊
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
普
及
し
た
。
そ
の
結
果
﹃
中

国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
多
く
の
哲
学
者
や
著
名
人
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
人
物
と
し
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
い

る
。
彼
は
﹁
易
﹂
の
陰
陽
二
卦
に
自
ら
が
創
設
し
た
二
進
法
︹
０
、
１
︺
の
先
蹤
を
見
、
ま
た
漢
字
か
ら
普
遍
記
号
を
導
出
し
た
。
実
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
自
己



青
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国
哲
学　
　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

二

の
哲
学
創
設
に
携
わ
る
二
〇
～
三
〇
歳
代
と
い
う
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
り
早
い
時
期
か
ら
、
中
国
哲
学
情
報
に
接
触
し
て
い
た
。
彼
は
ル
ッ
ジ
ェ
リ
訳
﹃
大
学
﹄、

マ
ル
テ
ィ
ノ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
﹃
中
国
史
﹄︹
衛
匡
國
、
一
六
五
九
︺
の
易
情
報
、
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
訳
﹃
中
庸
﹄
に
目
を
通
し
、
ま
た
四
十
歳
代
に
は
﹃
中
国

の
哲
学
者
孔
子
﹄出
版
を
つ
と
に
知
っ
て
お
り
、そ
の
哲
学
形
成
の
根
幹
に
こ
れ
ら
中
国
哲
学
情
報
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
い
で
学
問
上
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
連
な
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
に
よ
る
﹁
四
書
﹂
並
び
に
﹃
孝
経
﹄﹃
小
学
﹄
訳
書
﹃
中
華
帝

国
の
六
古
典
﹄︹
一
七
一
一
︺
を
参
考
に
、﹃
中
国
実
践
哲
学
講
演
﹄︹
一
七
二
一
講
演
、
一
七
二
六
出
版
︺
を
公
に
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
道
徳
的
理
想
が
儒
教

―

そ
の
実
は
、
朱
子
学
な
い
し
宋
明
理
学
の
解
釈
を
経
た―

に
あ
る
と
宣
言
し
た︵
１
︶。

　

ま
た
今
回
取
り
上
げ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
︹G
eorg B

ernhard B
ilfinger

ま
た
はB

ülfinger, 1694-1750

︺
は
、
自
己
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ―

ヴ
ォ
ル
フ
の
学
説
に
連
な
る
も
の
と
見
て
い
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
を
パ
ト
ロ
ン
と
す
る
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
論
文
を
寄
せ
る
物

理
学
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
当
代
き
っ
て
の
中
国
哲
学
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
﹃
古
代
中
国
人
の
道
徳
・
政
治
学
説
の
実
例
﹄︹Specim

en 

doctrinae veterum
 Sinarum

 m
oralis et politicae, 1724. 

以
下
﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄
と
略
記
︺
を
著
し
た
。
な
お
、
こ
の
書
名
は
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ

訳
﹃
中
庸
﹄
の
題
名
﹃
中
国
の
政
治
・
道
徳
学
﹄︹Prospero Intorcetta, Sinarum

 scientia politico-m
oralis, parisiis, 1672.

︺
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
彼
が
中
国
哲
学
理
解
の
際
、
多
く
の
点
で
依
拠
し
て
い
た
も
の
は
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
他
に
百
科
全
書
派
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド
ロ
、
文
学
者
ヘ
ル
ダ
ー
、
弁
証
法
を
提
起
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
も
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
に
目
を
通
し
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
各
自
評
価
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
知
ら
れ
ざ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
裏
面
史
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
哲
学
の
方
法
論
と
そ
の
先
人
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

　

近
代
的
な
理
性
の
哲
学
を
確
立
し
た
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
︹Im

m
anuel K

ant, 1724-1804

︺
は
、
主
著
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
刊
行
前
の
、
い
わ
ゆ
る
前
批
判

期
の
自
然
哲
学
的
論
考
﹃
活
力
測
定
考
﹄
で
、
自
己
の
自
然
哲
学
の
方
法
論
が
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
﹁
中
間
﹂
項
重
視
の
観
点
と
相
通
じ
る
と
説
い
て
い
る︵
２
︶。
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ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
氏
が
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
ク
・
ア
カ
デ
ミ
ー
︹
学
士
院
︺
に
寄
稿
し
た
論
文
に
は
、
真
理
の
探
究
に
あ
た
っ
て
私
が
つ
ね
づ
ね
用
い
て
い
る
ひ

と
つ
の
準
則
が
見
ら
れ
る
。
賢
慮
を
も
つ
人
々
が
、
と
も
に
相
手
の
意
図
を
推
察
で
き
な
い
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
両
方
の
意
図
を
推
察
で
き
て
い
て
、
し
か

も
相
反
す
る
見
解
を
主
張
し
て
い
る
場
合
に
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
両
派
に
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
何
ら
か
の
中
間
的
命
題
︹
中
間
項
︺
に
注

意
を
向
け
る
こ
と
が
、
確
率
的
︹
蓋
然
的
︺
に
も
理
に
か
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。︵﹃
活
力
測
定
考
﹄
第
二
章
第
二
〇
節
︶

　

こ
う
し
た
自
己
の
方
法
論
と
類
似
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
求
め
る
﹁
中
間
﹂
重
視
の
観
点
は
、
彼
の
﹃
運
動
中
の
物
体

の
力
と
そ
れ
ら
の
測
定
に
関
し
て︵
３
︶﹄

の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
筆
者
の
翻
訳
の
よ
う
な
文
章
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　

 　

も
し
も
、
同
一
物
体
Ａ
に
内
在
す
る
二
つ
の
純
粋
な
活
力vires vivae purae

が
、
中
性
的
運
動
が
他
の
運
動
を
定
ま
っ
た
方
向
と
速
度
に
増
大
さ
せ
た
り
、

減
少
さ
せ
る
よ
う
に
作
動
し
、
あ
る
絶
対
的
な
運
動
を
産
出
す
る
た
め
に
合
流
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
あ
の
︹
二
つ
の
︺
力
の
作
用
か
ら
複
合
︹
結
合
︺
さ

れ
た
反
撥
す
る
作
用
は
、
個
々
別
々
の
作
用
の
集
合
し
た
も
の
と
等
し
い
。︵﹃
運
動
中
の
物
体
の
力
と
そ
れ
ら
の
測
定
に
関
し
て
﹄
第
一
部
定
理
二
︶

　
　

 　

も
し
も
わ
た
し
が
︹
測
定
︺
尺
度
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
一
方
と
、
他
方
に
照
応
す
る
合
一
︹
一
体
性
︺unitas, quae replicetur in uno, et in altero

を

発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
︹
そ
の
合
一
は
︺、
何
も
の
か
が
単
純
︹
単
一
︺
な
も
の
に
見
出
さ
れ
、
二
倍
の
も
の
に
二
倍
見
出
さ
れ
る
よ
う
な

仕
方
で
照
応
す
る
。
⋮
⋮
し
た
が
っ
て
、
増
大
し
て
る
も
の
を
測
定
す
る
場
合
に
何
も
の
か
が
増
大
す
る
だ
け
で
は
、
測
定
の
た
め
に
は
十
分
で
な
い
。
も
し

も
測
定
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
二
倍
に
増
大
す
る
べ
き
な
ら
ば
、︹
測
定
︺
尺
度
も
ま
た
厳
密
に
、
単
純
︹
単
一
︺
な
も
の
に
存
在
す
る
も
の
の
二
倍
で
あ
る

必
要
が
あ
る
。︵
第
二
部
第
一
章
七
︶

　
　

 　

わ
れ
わ
れ
は
、
諸
力
が
、
抵
抗
力
⋮
⋮
に
比
例
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
抵
抗
か
ら
均
等
な
運
動
の
内
に
︹
力
を
︺
抽
象
す
る
が
、
そ

の
運
動
を
産
出
す
る
諸
力
が
消
耗
さ
れ
る
と
判
断
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
よ
り
、
一
様
な
運
動
に
対
す
る
直
接
の
注
意
か
ら
は
、
未
だ
に
何
も
推
論
で

き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
多
数
の
事
例
を
、
相
互
に
手
際
よ
く
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
相
関
関
係m

utuae relationes

を
気
づ
く
だ
ろ
う
。︵
第
二
部

第
二
章
二
一
︶
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四

　

叙
述
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ら
は
純
粋
に
物
理
学
的
な
論
説
に
止
ま
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
記
述
は
確
か
に
カ
ン
ト
哲
学―

ひ
い

て
は
そ
れ
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学―

の
根
底
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
理
の
淵
源
に
中
国
哲
学
が
関
与
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
論
者
が
現
れ
た
。

　

一
人
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
ン
ト
研
究
家
シ
ョ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
︹
德
馬
丁
︺
で
あ
る
。
彼
は
主
著
﹃
青
年
カ
ン
ト
の
哲
学
﹄
や
そ
の
他
の
論
考
で
晩
年
に
ま
で
至
る
カ

ン
ト
哲
学
へ
の
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
学
説
、
ひ
い
て
は
中
国
哲
学
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
公
表
し
て
い
る︵
４
︶。た
と
え
ば
シ
ョ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

﹃
運
動
中
の
物
体
の
力
と
そ
れ
ら
の
測
定
に
関
し
て
﹄
の
﹁
反
対
の
調
和
の
思
想
﹂﹁
力
学
的
な
調
和
﹂﹁
相
互
作
用
﹂﹁
活
力
﹂
等
の
観
念
が
、
カ
ン
ト
哲
学
に
流
入

し
、
晩
期
の
思
想
ま
で
展
開
し
て
行
っ
た
と
見
る
が
、
彼
は
こ
う
し
た
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
概
念
の
出
所
を
中
国
哲
学
で
あ
る
と
把
え
て
い
る
。
彼
の
主
張
は
驚
く

べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
シ
ョ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄
に
お
い
て
﹃
大
学
﹄﹃
中
庸
﹄
等
が

取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
訳
文
や
そ
の
漢
文
原
典
、
ひ
い
て
は
そ
の
注
釈
に
直
接
当
た
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
力
動

的
調
和
の
概
念
が
﹃
老
子
﹄
的
世
界
観
に
由
来
す
る
と
推
測
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
﹁
老
子
と
カ
ン
ト
は
同
じ
思
想
を
共
有
す
る
﹂
と
。
こ
う
し
た
﹃
老
子
﹄
重
視

の
観
点
は
、
現
代
の
欧
米
に
お
け
る
道
家
重
視
の
思
潮
と
連
動
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
道
家
的
﹁
道
﹂
が
儒
家
的
﹁
道
﹂
と
接
触
し
、
相

互
影
響
の
授
受
関
係
が
戦
国
時
代
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
た
だ
文
献
資
料
と
し
て
限
定
的
に
見
る
限
り
、ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
﹃
古
代
中
国
道
徳
・

政
治
学
﹄
が
中
国
古
典
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
﹃
大
学
﹄﹃
中
庸
﹄﹃
論
語
﹄
な
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
人
、
日
本
の
カ
ン
ト
研
究
者
石
川
文
康
は︵
５
︶、

カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄﹃
実
践
理
性
批
判
﹄﹃
判
断
力
批
判
﹄
の
三
批
判
書
に
い
わ
ゆ
る
﹁
批
判
﹂
と

は
対
立
す
る
両
者
の
主
張
を
中
間
に
立
っ
て
、
公
平
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
姿
勢
は
処
女
作
﹃
活
力
測
定
考
﹄
の
﹁
蓋
然
性
の
論
理
﹂
に
ま
で
遡
る
と
主

張
し
て
い
る
。
石
川
は
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
中
間
な
い
し
中
庸
重
視
の
姿
勢
は
、﹁
排
中
律
﹂
を
重
ん
ず
る
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
論
理
学
的
思
考
に
お
い
て
は
特
異

な
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
中
庸
な
い
し
中
間
項
重
視
は
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
ら
に
よ
っ
て
新
た
に
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
論
理
学
の
重
要
概
念
で
あ
っ
た
と
説
く
。

そ
し
て
石
川
も
こ
う
し
た
中
間
、
あ
る
い
は
﹁
真
理
の
度
合
い
﹂
を
問
題
に
す
る
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
、﹃
中
庸
﹄
の
論
理
が
流
入
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ

と
を
論
述
し
て
い
る
。
石
川
は
そ
の
論
拠
と
し
て
﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄︹
七
四
頁
︺
に
間
違
い
な
く
﹃
中
庸
﹄
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
上
げ
、

ま
た
真
理
が
両
端
の
中
間
に
あ
る
と
す
る
﹃
中
庸
﹄︹
朱
子
﹃
中
庸
章
句
﹄
本
第
六
章
︺
の
漢
文
原
文
を
日
本
の
研
究
者
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
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五

か
ら
カ
ン
ト
へ
の
﹃
中
庸
﹄
説
の
影
響
の
可
能
性
を
綿
密
に
論
証
し
て
い
る
。
き
わ
め
て
実
証
的
な
研
究
と
い
え
る
。

　

以
下
に
お
い
て
本
稿
は
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
実
際
に
取
り
上
げ
た
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
筆
者
の
翻
訳
を
示
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
漢
文

原
典
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
ラ
テ
ン
訳
の
際
に
採
用
さ
れ
た
明
代
万
暦
帝
時
代
の
宰
相
・
東
閣
大
学
士
、
張ち
よ
う
き
よ
せ
い

居
正
﹃
四
書
直
解
﹄
の
解
釈
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討

を
加
え
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
中
国
哲
学
情
報
の
流
入
の
実
情
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る︵
６
︶。

『
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
』

　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
に
関
す
る
傾
倒
ぶ
り
は
、﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄章
立
て
の
構
成
か
ら
も
理
解
で
き
る
。と
い
う
の
も
本
書
の
幾
つ
か
の
章
は
、

﹃
大
学
﹄
の
八
條
目
に
範
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
章
﹁
知
性
の
養
育C

ultura Intellectus

﹂
は
﹁
致
知
﹂
に
、
第
二
章
﹁
意

志
の
改
善E

m
endatio Voluntatis

﹂
は
﹁
誠
意
﹂
に
、第
四
章
﹁
外
的
行
為
の
組
成
﹂
は
﹁
修
身
﹂
に
、第
五
章
﹁
家
族
の
指
導R

egim
en Fam

iliae

﹂
は
﹁
斉
家
﹂
に
、

第
六
章
﹁
王
侯
と
有
力
者
の
義
務O

fficia M
agistratuum

 et M
agnatum

﹂
は
﹁
治
国
﹂ 

に
、
第
七
章
﹁
帝
国
の
管
理A

dm
inistratio Im

perii

﹂
は
﹁
平
天
下
﹂

に
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
用
い
ら
れ
る
語
彙
も
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄﹃
大
学
﹄
訳
と
対
応
し
て
い
る
。

『
永
遠
の
中
庸
』M

ed
ium

 sem
p

iternum
 　

　

『
中
庸
』　
　

　

わ
れ
わ
れ
は
次
に
、﹃
中
庸
﹄
と
中
間
の
均
衡
と
言
う
こ
と
に
直
接
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
文
言
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
は
じ
め
に
﹃
中
庸
﹄
第
一
章
で
あ
る
。

　
　

�　

天
命
之
謂
性
。
率
性
之
謂
道
。
脩
道
之
謂
敎
。︹
天
命
之こ

れ
を
性
と
謂い

う
。
性
に
率し
た
がう
之
れ
を
道
と
謂
う
。
道
を
脩お
さ

む
る
之
れ
を
教
と
謂
う
。︺︵﹃
中
庸
章
句
﹄

本
第
一
章
︶

　

万
物
、
特
に
人
間
の
存
在
原
理
﹁
性
﹂
の
根
源
が
、﹁
天
﹂
に
あ
り
、﹁
道
﹂
と
は
こ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
で
あ
り
、
道
を
自
覚
的
に
実
践
す
る
よ
す
が
と
な
る
も



青
年
カ
ン
ト
と
中
国
哲
学　
　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

六

の
が
﹁
教
﹂
で
あ
る
と
す
る
。

　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
引
く
訳
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 　

天
か
ら
人
間
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
たinditum

も
の
︹
天
命
︺
は
、
理
性
的
本
性
︹
性
︺natura rationalis

と
言
わ
れ
る
。
自
然
本
性natura

が
理
性

的
本
性
に
合
致
し
、
そ
れ
に
随
う
こ
と
は
、
規
則
︹
道
︺regula

、
す
な
わ
ち
理
性
に
適
合
す
る
こ
とconsentaneum

 rationi

と
言
わ
れ
る
。
自
分
と
自
分

に
関
わ
る
も
の
を
そ
れ
に
よ
っ
て
調
整
し
な
が
ら
、
規
則
を
熟
練
す
る
ほ
ど
反
復
す
る
こ
と
は
、
準
則institutio

、
す
な
わ
ち
諸
徳
の
教
育
︹
教
︺disciplina 

virtutum

と
言
わ
れ
る
。︵﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄
四
二
頁
︶

　

こ
の
訳
文
で
は
、﹁
天
﹂
か
ら
生
得
的
に
注
入
さ
れ
た
﹁
性
﹂
を
﹁
理
性
的
本
性
﹂
と
訳
し
て
お
り
、
人
間
固
有
の
特
性
・
能
力
と
し
て
の
﹁
理
性
﹂
と
理
解
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
儒
教
の
宇
宙
論
的
な
﹁
性
﹂
の
位
置
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
訳
文
は
人
間
の
理
性
的
本
性
が
、
天
・
人
を
連
結
す
る
特
殊
な
役
割
を
も
つ
も

の
で
あ
る
と
極
め
て
高
い
位
置
づ
け
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
﹁
道
﹂
を
各
自
が
自
然
本
性
、
特
に
理
性
的
本
性
に
合
致
す
る
﹁
規
則
﹂
へ
の
適
合
、
と

見
て
い
る
。
最
後
に
﹁
教
﹂
を
、
自
己
と
、
自
己
の
所
有
す
る
も
の
を
規
則
に
し
た
が
い
調
整
・
反
復
す
る
﹁
準
則
﹂、
あ
る
い
は
﹁
諸
徳
の
教
育
﹂
で
あ
る
と
理

解
し
て
い
る
。

「
中
和
」

　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
理
性
に
適
合
・
的
中
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
﹁
第
六
四
節　

徳
は
中
間
︹
中
庸
︺
を
保
持
し
規
定
︹
指
導
︺
す
る
こ

と
に
存
す
るV

irtus consistit in tenendo et regendo m
edio

﹂
の
中
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
　

 　

も
し
誰
か
が︹
中
国
哲
学
の
︺理
論
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、哲
学
者︹
孔
子
︺は
徳
を
、中
庸
の
保
持
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
完
全
な︹
小
︺論
文︹﹃
中
庸
﹄︺

が
、
古
典
の
う
ち
の
第
二
番
目
と
し
て
著
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
簡
潔
に
師
︹
孔
子
︺
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
知
恵
に
と
っ
て
の
固
有
の
場
所
は
中
間
︹
中
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七

庸
︺m

edium

で
あ
る
。
そ
れ
を
超
過
す
る
者
は
、到
達
し
な
い
者
に
似
て
い
る
︹﹁
過
猶
不
及
︹
過
ぎ
た
る
は
猶な

お
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
︺﹂︵﹃
論
語
﹄﹁
先
進
﹂

篇
︶︺。
し
か
し
他
の
場
所
で
、
彼
は
さ
ら
に
中
間
︹
中
庸
︺
を
規
定
し
、
そ
れ
を
理
性
の
命
令rationis dictam

en

に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
に
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
第
二
番
目
の
﹃
中
庸
﹄C

hum
-Yum

、
す
な
わ
ち
、﹃
永
遠
の
中
庸
﹄M

edium
 sem

piternum

と
よ
ば
れ
る
書
籍
の

四
一
頁
で
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
﹃
論
語
﹄
訳
文
を
援
用
し
つ
つ
﹁
過
不
及
﹂
の
な
い
あ
り
方
と
し
て
、中
庸
を
把
え
、次
の
よ
う
に
﹃
中
庸
﹄
の
宇
宙
論
的
な
﹁
中

和
﹂
の
概
念
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
﹃
中
庸
﹄
で
は
喜
怒
哀
楽
の
諸
感
情
が
未
発
動
の
状
態
を
﹁
中
﹂
と
把
え
、
感
情
が
発
動
し
て
好
適
さ
を
得
た
様
相
を
﹁
和
﹂
と
見
な
す
。﹁
中
﹂
の
状
態
は
天
下

の
﹁
大
本
﹂
で
あ
り
、﹁
和
﹂
の
状
態
は
天
下
の
﹁
達
道
﹂
で
あ
る
と
説
く
。

　
　

 　

喜
怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。
發
而
皆
中
節
、
謂
之
和
。
中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
。
和
也
者
、
天
下
之
達
道
也
。︹
喜
怒
哀
楽
の
未い
ま

だ
発
せ
ざ
る
、
之こ

れ

を
中
と
謂い

う
。
発
し
て
皆
な
節
に
中あ
た

る
、
之
れ
を
和
と
謂
う
。
中
也な

る
者
は
、
天
下
の
大
本
な
り
。
和
也
る
者
は
、
天
下
の
達
道
な
り
。︺︵﹃
中
庸
章
句
﹄
本

第
一
章
︶

　

こ
れ
自
体
、
何
故
そ
う
解
釈
で
き
る
の
か
、
た
だ
原
文
を
読
む
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
張
居
正
の
注
解
は
、
こ
う
し
た
中
和
の
状
態
に
関
し
て
人
間
心
理
の
機
微
を
詳
し
く
分
析
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
発
動
の
根
源
は
天
に
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

　
　

�　

凡
人
毎
日
間
、
與
事
物
相
接
、
順
著
意
、
便
歡
喜
、
拂
著
意
、
便
惱
怒
。
失
其
所
欲
、
便
悲
哀
、
得
其
所
欲
、
便
快
樂
。
這
都
是
人
情
之
常
。
當
其
事
物
未

接
之
時
、
這
情
未
曾
發
動
。
也
不
著
在
喜
一
邊
、
也
不
著
在
怒
一
邊
、
也
不
著
在
哀
與
樂
一
邊
。
無
所
偏
倚
、
這
叫
做
中
。
及
其
與
事
物
相
接
、
發
動
出
來
。



青
年
カ
ン
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ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

八

當
喜
而
喜
、
當
怒
而
怒
。
當
哀
而
哀
、
當
樂
而
樂
。
一
一
都
合
著
當
然
的
節
度
、
無
所
乖
戻
、
這
叫
做
和
。
然
這
中
即
是
天
命
之
性
、
乃
道
之
體
也
。
雖
是
未
發
、

而
天
下
之
理
皆
具
。
凡
見
日
用
、
彝
倫
之
際
、
…
…
莫
不
以
此
爲
根
底
。
…
…
所
以
說
天
下
之
大
本
。
這
和
、
即
是
率
性
之
道
、
乃
道
之
用
。
四
達
不
悖
、
而

天
下
古
今
人
、
皆
所
共
由
。
蓋
人
雖
不
同
、
而
其
處
事
、
皆
當
順
正
、
其
物
應
物
、
皆
當
合
理
。
譬
如
通
行
的
大
路
一
般
、
人
人
都
在
上
面
往
來
。
所
以
説
天

下
之
達
道
。︹
凡お
よ

そ
人
は
毎
日
の
間
に
、事
物
と
相
い
接
す
る
に
、意
に
順し
た
が着

え
ば
、便す
な
わち

歓
喜
し
、意
に
拂も

と着
れ
ば
、便
ち
悩
怒
す
。
そ
の
欲
す
る
所
を
失
え
ば
、

便
ち
悲
哀
し
、
そ
の
欲
す
る
所
を
得
れ
ば
、
便
ち
快
楽
す
。
這こ

れ
は
都み

な
是こ

れ
人
情
の
常
な
り
。
そ
の
事
物
の
未
だ
接
せ
ざ
る
の
時
に
当
り
て
は
、
這
の
情
は

未
だ
曾か
つ

て
発
動
せ
ず
。
也ま

た
喜
び
の
一
辺
に
在
り
て
着
せ
ず
、
也ま

た
怒
り
の
一
辺
に
在
り
て
着
せ
ず
。
也
た
哀
と
楽
と
の
一
辺
に
在
り
て
着
せ
ず
し
て
、
偏
倚

す
る
所
な
き
、
這
れ
を
中
と
叫よ

び
做な

す
。
そ
の
事
物
と
相
い
接
し
て
、
発
動
し
出
で
来
る
に
及
ん
で
、
当ま
さ

に
喜
ぶ
べ
く
し
て
喜
び
、
当
に
怒
る
べ
く
し
て
怒
る
。

当
に
哀
し
む
べ
く
し
て
哀
し
み
、
当
に
楽
し
む
べ
く
し
て
楽
し
む
。
一
一
都み

な
当
然
的の

節
度
に
合あ著
い
て
、
乖そ
む

き
戻も
と

る
所
無
き
、
這
れ
を
和
と
叫
び
做
す
。
然し
か

れ
ど
も
這
の
中
は
即す
な
わち

是
れ
天
命
の
性
、
乃す
な
わち

道
の
体
な
り
。
是
れ
未
だ
発
せ
ざ
る
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
天
下
の
理
は
皆
な
具そ
な

わ
る
。
凡
そ
日
用
・
彝い
り
ん倫

の

際
に
見あ
ら
わる
る
は
、
⋮
⋮
此こ

れ
を
以
て
根
底
と
為
さ
ざ
る
莫な

し
。
⋮
⋮
所ゆ

え以
に
、
天
下
の
大
本
と
説
く
な
り
。
這
の
和
は
、
即
ち
是
れ
性
に
率
う
の
道
、
乃
ち
道

の
用
な
り
。
四よ

も
に
達
し
て
悖も
と

ら
ず
し
て
、
天
下
古
今
の
人
の
、
皆
な
共
に
由
る
所
な
り
。
蓋け
だ

し
人
は
同
じ
か
ら
ざ
る
と
雖
ど
も
、
そ
の
事
を
処
す
る
は
、
皆

な
当
に
正
に
順
う
べ
く
、
そ
の
物
に
応
ず
る
は
、
皆
な
当
に
理
に
合
す
べ
し
。
譬た
と

え
ば
通
行
す
る
的の

大
路
の
如
く
一
般
に
、
人
人
は
都み

な
上
面
に
在
り
て
往
来

す
。
所ゆ

え以
に
天
下
の
達
道
と
説
く
な
り
。︺︵﹃
中
庸
直
解
﹄
第
一
章
︶

　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
引
用
す
る
ラ
テ
ン
訳
文
は
、
こ
の
張
居
正
の
解
釈
に
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応
し
て
い
る
。

　
　

 　

幸
福
に
よ
る
喜
び
︹
喜
︺gaudium

、
逆
境
に
よ
る
怒
り
︹
怒
︺ira

、
苦
痛
に
よ
る
悲
し
み
︹
哀
︺tristitia

、
手
に
入
れ
た
事
物
の
享
受
に
よ
る
愉
悦
あ

る
い
は
歓
楽
︹
楽
︺hilaritas seu laeta

、
と
い
う
よ
う
な
心
︹
魂
︺
の
情
念
が
、
活
動
態
へ
と
発
生
・
成
長
す
る
以
前
は
︹
未
発
︺、
中
庸
、
あ
る
い
は
中

間
に
あ
る
こ
と
︹
中
︺m

edium
 seu esse in m

edio

と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
剰
や
欠
如
に
向
か
う
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
い
ま
だ
無
差
別
だ
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
情
念
が
成
長
し
、
万
事
が
正
し
い
理
性
の
命
令
︹
節
︺rectae rationis dictam

en

に
到
達
す
る
と
き
︹
そ
れ
︺
は
、
か
の
理
性
と
の
適
合
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九

consentaneum

、
す
な
わ
ち
諸
情
念
間
に
お
け
る
理
性
と
の
あ
る
種
の
共
鳴
︹
和
︺quidam

 passionum
 inter se et cum

 ipsa ratione concentus

と
言

わ
れ
る
。
そ
し
て
情
念
が
、
た
し
か
に
中
間
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
全
世
界
︹
宇
宙
︺
の
偉
大
な
る
原
理
、
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
善
行
の
基
礎
︹
天
下
之
大
本
︺

orbis universi m
agnum

 principium
 ac om

nium
 bonarum

 actionum
 fundam

entum

と
言
わ
れ
る
。︹
情
念
が
︺
理
性
に
適
合
す
る
と
き
、
そ
れ
は
全

世
界
︹
宇
宙
︺
の
規
則 orbis universalis regula

、
す
な
わ
ち
人
類
普
遍
の
道
︹
天
下
之
達
道
︺R

egia hum
ani generis via

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。︵﹃
古

代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄
七
五
頁
︶

　

人
間
の
﹁
情
念
﹂passiones
は
、
深
く
﹁
自
然
本
性
﹂
に
根
ざ
し
て
お
り
、
人
格
完
成
者
は
、
自
然
本
性
を
﹁
理
性
﹂
と
﹁
分
別
﹂
の
原
理
に
向
け
調
整
、
適

合
さ
せ
る
と
述
べ
る
。
ク
プ
レ
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
訳
の
喜
び
・
怒
り
・
悲
し
み
・
歓
楽
の
感
情
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
見
て
の
と
お
り
張
居
正
注
に
完
全
に
対
応
し

て
い
る
。
そ
し
て
諸
感
情
が
活
動
状
態
と
な
る
以
前
の
過
不
足
の
な
い
状
態
を
、﹁
中
﹂
に
在
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
訳
文
は
﹁
中
﹂
を
、
意

味
未
分
化
の
﹁
中
庸
﹂
の
状
態
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
人
間
の
情
念
が
成
長
し
た
際
、
万
事
を
﹁
正
し
い
理
性
の
命
令
﹂
に
よ
っ
て
調
節
で
き
、﹁
理
性
﹂
と
﹁
共
鳴
﹂
し
合
え
る
状
態
を
﹁
和
﹂
で
あ
る
と

説
い
て
い
た
。
た
だ
こ
の
訳
文
は
さ
ら
に
進
ん
で
感
情
調
整
の
究
極
根
拠
に
、﹁
全
世
界
︹
宇
宙
︺
の
偉
大
な
る
原
理
﹂
を
置
き
、
情
念
の
理
性
へ
の
適
合
を
、﹁
全

世
界
︹
宇
宙
︺
の
規
則
﹂、﹁
人
類
普
遍
の
道
﹂
で
あ
る
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
宇
宙
論
的
な
理
性
的
本
性
と
感
情
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
論
説
は
、

朱
子
﹃
中
庸
章
句
﹄
や
、
張
居
正
﹃
中
庸
直
解
﹄
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
宋
明
理
学
の
枠
組
み
に
添
っ
た
解
釈
で
あ
る
。﹁
神
﹂
で
は
な
い
自
然
的
宇
宙
論
に
基
礎
を
も

つ
理
性
的
調
整
と
い
う
観
念
が
読
み
込
め
る
文
章
で
あ
る
。　
　

舜
の
中
庸

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
石
川
文
康
は
、﹃
中
庸
﹄に
お
け
る
伝
説
の
聖
王
舜し
ゆ
んの

逸
話
に
関
わ
る
原
文﹁
子
曰
、
舜
其
大
知
也
與
。
舜
好
問
、
而
好
察
邇
言
、隱
惡
而
揚
善
。

執
其
兩
端
、
用
其
中
於
民
。
其
斯
以
爲
舜
乎
︹
子
曰い
わ

く
、
舜
は
其そ

れ
大
知
な
る
か
な
。
舜
は
問
う
こ
と
を
好
み
て
、
邇じ
げ
ん言
を
察
す
る
を
好
み
、
悪
を
隠
し
て
善
を
揚あ

ぐ
。
其
の
両
端
を
執と

り
、
其
の
中
を
民
に
用
う
。
其
れ
斯こ
こ

を
以
て
舜
と
為な

す
か
、
と
︺﹂︹﹃
中
庸
章
句
﹄
本
第
六
章
︺
を
提
起
し
、
こ
れ
を
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
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一
〇

己
の
見
解
に
反
映
さ
せ
て
、
こ
の
論
理
が
ひ
い
て
は
カ
ン
ト
論
理
に
ま
で
つ
な
が
る
も
の
と
把
え
た
。
炯
眼
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
確
か
に
こ

の
舜
の
発
言
を
見
て
、
著
作
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
﹁
第
二
〇
五
節　

ど
の
よ
う
に
忠
告
者
の
助
言
を
採
用
す
る
べ
き
か
﹂﹁
ど
の
よ
う
に
他
の
人
々
の
助
言
を
採
用
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
舜
が
帝
位
に

即
い
た
と
き
の
宣
言
を
見
出
す
﹂
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
﹃
中
庸
﹄
訳
文
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　

 　

舜
帝X

ùn Im
perator

の
思
慮
は
な
ん
と
偉
大
︹
大
知
︺
で
あ
っ
た
こ
と
か
！
実
際
に
彼
は
、自
分
一
人
の
判
断
と
私
的
な
思
慮
を
信
頼
す
る
の
で
は
な
く
、

臣
下
の
助
言
と
知
恵
を
信
頼
し
て
国
家
を
管
理
し
て
い
た
。
だ
か
ら
舜
は
身
近
な
事
柄
︹
邇
言
︺
に
つ
い
て
、
他
の
人
々
に
相
談
す
る
の
を
喜
ん
で
い
た
。
ど

ん
な
に
卑
近
で
世
俗
的
な
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
臣
下
ら
の
解
答
を
熟
慮
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
喜
ん
だ
。
臣
下
の
者
た
ち
が
、
も
し
た
ま
た
ま
、
理
性ratio

に
ほ
と
ん
ど
適
合
し
な
い
こ
と
を
提
起
し
て
も
用
い
ず
、
悪
が
潜
む
こ
と
が
ら
を
思
慮
深
く
面
に
露
さ
ず
に
隠
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
仕
方
で
、
自
分
の
君
主

を
重
ね
て
忠
告
す
る
臣
下
の
勇
気
と
忠
実
さ
を
育
ん
だ
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
理
性
に
一
致
す
る
助
言
を
用
い
、
そ
こ
に
善
が
潜
む
こ
と
を
称
揚
し
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
活
発
で
信
頼
で
き
る
意
見
が
自
分
の
心
に
明
瞭
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
も
述
べ
ら
れ
た
意
見responsa

が
中
庸
か
ら
僅
か
に
離
れ

去
っ
て
い
た
らaberrarent a m

edio

、︹
舜
は
︺
注
意
深
く
、
そ
れ
ら
両
者
の
極
端
︹
極
限
︺
を
把
捉
︹
掌
握
︺
し
て
い
たarripiebat sedulo illorum

 duo 

externa

。
そ
れ
ら
を
十
分
︹
適
切
に
︺
理
性
の
天
秤
︹
標
準
︺rationis trutina

に
懸か

け
て
、
た
だ
そ
れ
ら
の
中
庸
を
、
秩
序
正
し
く
人
民
の
指
導
の
た
め
に

用
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
一
人
の
判
断
と
助
言
だ
け
で
な
く
、
臣
下
た
ち
の
判
断
と
助
言
に
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
事
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
、
舜
が
そ
の
よ
う
な
者
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ほ
ど
の
帝
王
と
な
っ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。︵﹃
古
代
中
国
道
徳
・
政
治
学
﹄

二
四
〇

－
二
四
一
頁
︶

こ
れ
に
対
し
て
張
居
正
注
釈
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

舜
⋮
⋮
但
凡
要
處
一
件
事
、
不
肯
自
謂
、
這
件
事
情
我
已
知
道
了
。
必
切
切
然
、
訪
問
於
人
。
說
、
這
事
該
如
何
處
。
問
來
的
言
語
、
不
但
深
遠
的
、
去
加
察
、
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一

雖
是
極
淺
近
的
、
也
細
細
的
審
察
。
恐
其
中
、
亦
有
可
採
處
、
不
敢
忽
也
。
於
所
問
、
所
察
之
中
、
雖
有
說
得
不
當
理
的
、
只
是
不
用
他
便
了
。
初
未
嘗
宣
露

於
人
。
恐
沮
其
來
告
之
意
。
若
說
得
當
理
的
、
則
不
但
用
其
言
、
又
向
人
稱
述
、
加
獎
他
、
以
堅
其
樂
告
之
心
。
然
其
言
之
當
理
者
、
固
在
所
稱
許
、
而
其
中
、

或
有
太
過
些
的
、
或
有
不
及
些
的
、
未
必
合
於
中
也
。
於
是
就
眾
論
不
同
之
中
、
持
其
兩
端
、
而
權
衡
量
度
、
以
求
其
至
當
歸
一
者
、
而
後
用
之
。
這
至
當
歸

一
處
、
叫
做
中
。
然
這
中
、
亦
只
是
就
眾
人
所
說
的
裁
擇
、
而
用
之
。
舜
未
嘗
以
一
毫
之
己
意
、
與
於
其
間
也
。
所
以
說
、
用
其
中
於
民
。
…
…
不
恃
一
己
之

智
識
、
而
以
天
下
之
智
識
爲
智
識
、
故
其
智
識
愈
大
。
大
舜
之
所
以
爲
舜
者
、
其
以
是
乎
。
此
知
之
所
以
無
過
不
及
、
而
道
之
所
以
行
也
。︹
舜
は
⋮
⋮
但た

だ

凡お
よ

そ
一
件
の
事
を
処
せ
ん
と
要
す
れ
ば
、
肯あ
え

て
自
ら
、
這こ

の
件
の
事
情
我
れ
已す
で

に
知し道
れ
り
と
謂
わ
ず
。
必
ず
切
切
然
と
し
て
、
人
に
訪
問
し
て
、
這
の
事
は

如い

か何
に
処
す
該べ

き
か
と
説
く
。
問
い
来
る
的の

言
語
は
、
但た

だ
に
深
遠
な
る
的も
の

の
み
、
去ゆ

き
て
察
を
加
う
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
是こ

れ
極
め
て
浅
近
な
る
的も
の

と
雖い
え

ど

も
、
也ま

た
細
細
的
に
審つ
ま
びら
か
に
察
す
。
恐
ら
く
は
其
の
中
に
、
亦ま

た
採と

る
可べ

き
処
有
れ
ば
、
敢あ
え

て
忽ゆ
る
がせ
に
せ
ざ
る
な
り
。
問
う
所
に
於お

い
て
、
察
す
る
所
の
中

に
、
説
き
得え

て
理
に
当
ら
ざ
る
的も
の

有
り
と
雖
ど
も
、
只
だ
是こ

れ
他か
れ

を
用
い
ざ
れ
ば
便す
な
わち

了
す
。
初
め
よ
り
未
だ
嘗か
つ

て
人
に
宣
露
せ
ず
。
其そ

の
来
り
告
ぐ
る
の
意

を
沮く
じ

く
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
若も

し
説
き
得
て
理
に
当
る
的も
の

は
、
則す
な
わち
但
だ
に
其
の
言
を
用
う
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
た
人
に
向
い
て
称
し
述
べ
、
他か
れ

に
獎
を
加

え
て
、
以も
つ

て
其
の
告
ぐ
る
こ
と
を
楽
し
む
の
心
を
堅
く
す
。
然し
か

れ
ば
其
の
言
の
理
に
当
る
者
は
、
固も
と

よ
り
許
す
所
に
在
る
も
、
而し
か

れ
ど
も
其
の
中
に
、
或
い
は

太は
な

は
だ
些わ
ず

か
に
過
ぐ
る
的も
の

有
り
、
或
い
は
些
か
に
及
ば
ざ
る
的
有
り
て
、
未
だ
必
ず
し
も
中
に
合
せ
ざ
る
な
り
。
是こ

こ
に
於
い
て
衆
論
の
同
じ
か
ら
ざ
る
の
中

に
就つ

き
て
、
其
の
両
端
を
持
し
て
、
而
し
て
量
度
を
権
衡
し
て
、
以
て
其
の
至
当
の
一
に
帰
す
る
者
を
求
め
て
、
而
る
後
に
こ
れ
を
用
う
。
這
の
至
當
の
一
に

帰
す
る
処
を
、
叫よ

び
て
中
と
做な

す
。
然し
か

れ
ど
も
這
の
中
は
、
亦ま

た
只
だ
是
れ
衆
人
の
説
く
所
の
的も
の

に
就
き
て
裁
択
し
て
、
こ
れ
を
用
う
。
舜
は
未
だ
嘗
て
一い
ち
ご
う毫

の
己
れ
の
意
を
以
て
、
其
の
間
に
与あ
ず

か
ら
ざ
る
な
り
。
所ゆ

え以
に
、
其
の
中
を
民
に
用
う
と
説
く
。
⋮
⋮
一
己
の
智
識
に
恃た
の

ま
ず
し
て
、
而
し
て
天
下
の
智
識
を

以
て
智
識
と
為な

す
。
故
に
其
の
智
識
愈い
よ
い
よ々

大
な
り
。
大
舜
の
舜
為た

る
所ゆ
え
ん以

の
者
、
其
れ
是
れ
を
以
て
す
る
か
。
此
れ
知
の
過
・
不
及
無
き
所
以
に
し
て
、
而
し

て
道
の
行
わ
る
る
所
以
な
り
。︺︵﹃
中
庸
直
解
﹄
第
六
章
︶

こ
の
張
居
正
の
よ
う
な
合
理
的
解
釈
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
見
た
中
国
の
伝
説
的
帝
王
、
舜
の
判
断
方
法
は
、
正
し
く
カ
ン
ト
の
﹁
蓋
然
性
の

論
理
﹂、
中
間
・
中
庸
の
妥
当
さ
を
求
め
る
﹁
吟
味
﹂﹁
批
判
﹂
の
歴
史
的
先
蹤
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



青
年
カ
ン
ト
と
中
国
哲
学　
　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

一
二

　

ま
た
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
言
及
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
中
間
重
視
の
論
理
形
成
に
は
、
次
の
よ
う
な
﹃
中
庸
﹄
の
言
葉
が
関
与
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

 　

天
地
之
道
、
可
一
言
而
盡
也
。
其
爲
物
不
貳
〔
二
〕
、
則
其
生
物
不
測
。︹
天
地
の
道
は
、
一
言
に
し
て
尽つ
く

す
可
き
な
り
。
其
の
物
為た

る
不
貳
︹
二
︺
な
れ
ば
、

則す
な
わち

其
の
物
を
生
ず
る
こ
と
測は
か

ら
れ
ず
。︺︵﹃
中
庸
章
句
﹄
本
第
二
十
六
章
︶

す
な
わ
ち
﹃
中
庸
﹄
原
文
は
、
天
地
の
道
と
は
、
本
来
二
極
に
分
裂
し
て
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
究
極
に
は
統
一
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
の
﹃
中
庸
﹄
訳
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 　

天
と
地
の
理
法
︹
理
由
・
根
拠
︺C

oeli

、 terraeque ratio

、
す
な
わ
ち
産
出
・
保
持
す
る
能
力virtus productiva et conservativa

︹
天
地
之
道
︺ 

は
、

ど
れ
ほ
ど
偉
大
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
一
言
で
、
把
握
さ
れ
汲
み
尽
く
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
真
理veritas

、
あ
る
い
は
堅
固
さsoliditas

に
お
い
て
、

た
し
か
に
そ
れ
︹
理
法
︺
は
諸
事
物
の
形
成
に
お
い
て
二
重
の
も
のduplex

で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
独
︹
唯
一
︺unicum

で
単
純
︹
単
一
︺
なsim

plex

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
諸
事
物
の
産
生
︹
創
造
︺
に
お
い
て
は
か
り
知
ら
れ
な
い
。︵
ク
プ
レ
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄、﹃
中
庸
章
句
﹄
本
第

二
十
六
章
︶

こ
れ
は
後
世
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
の
先
駆
け
と
も
把
え
ら
れ
る
文
言
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
﹃
哲
学
史
﹄
﹁
哲
学
史
の
序
論
、
東
洋
哲
学
﹂
に
お
い
て
こ

の
﹃
中
国
の
哲
学
者
孔
子
﹄
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る―
中
国
哲
学
に
つ
い
て
は
低
く
評
価
し
て
い
た
が―

。

結　

語

　

正
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
理
学
は
、
是
非
の
中
間
を
認
め
な
い
﹁
排
中
律
﹂
を
重
視
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
中
間
と
蓋
然
性
の
重
要
性
を
提
唱

し
た
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
画
期
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
西
洋
哲
学
史
の
常
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
カ
ン
ト
の
独
創
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と



哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
七
号

一
三

は
排
除
で
き
な
い
が
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
中
間
・
蓋
然
性
を
重
視
す
る
論
理
が
先
人
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
中
庸
の
論
理
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
人
間
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
も
の
で
あ
り
、
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
、

い
わ
ゆ
る
﹁
中
国
狂
﹂Sinophile

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
衣
鉢
を
嗣つ

い
で
い
た
の
も
、
紛
う
こ
と
な
き
事
実
で
あ
っ
た
。

付
記
：
本
論
文
は
﹁
青
年
康
德
与
中
国
哲
学　
　

以
比
爾
芬
格
︵B

ilfinger

︶
的
中
国
哲
学
観
為
背
景　
　

﹂︵﹃
西
学
東
漸
与
東
亜
近
代
知
識
的
形
成
与
交
流
﹄︵
第

四
届
出
版
史
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
︶
二
〇
一
一
年
十
一
月
、
北
京
︶
の
日
本
語
訳
に
加
筆
・
修
整
し
た
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
論
文
は
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究︵
Ｃ
︶﹁
西
洋
哲
学
に
お
け
る
宋
明
理
学
の
受
容
と
展
開
﹂︵
研
究
課
題
番
号
：

二
一
五
二
〇
〇
四
四
︶
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
で
あ
る
。

　

注
︵
₁
︶ 

こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
は
井
川
義
次
﹃
宋
学
の
西
遷―
近
代
啓
蒙
へ
の
道
﹄︵
人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
︶、
井
川
義
次
﹁
若
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
朱
子
の
邂
逅
﹂︵﹃
知
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
﹄

明
治
書
院
、
二
〇
一
一
︶、
井
川
義
次
﹁
プ
ロ
ス
ペ
ロ
・
イ
ン
ト
ル
チ
ェ
ッ
タ
﹃
中
国
の
政
治
・
道
徳
学
﹄―

朱
子
性
理
説
情
報
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
流
入―

﹂︵
谷
川
多
佳
子
・
清

水
洋
貴
編
﹃
ホ
モ
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
エ
ン
ス
研
究
﹄
一
般
財
団
法
人
ホ
モ
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
エ
ン
ス
研
究
所
助
成
﹁
哲
学
・
文
名
と
貢
献
心
﹂
の
研
究
報
告
書
、
二
〇
一
一
︶
参
照
。

︵
₂
︶ G

edanken von der w
ahren Schätzung der lebendigen K

räfte, 1746
、
大
橋
容
一
郎
訳
﹁
活
力
測
定
考
﹂
及
び
解
説
︵﹃
カ
ン
ト
全
集
１ 

前
批
判
期
論
集
Ⅰ
﹄
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
︶
参
照
。
な
お
引
用
訳
文
は
本
稿
に
当
わ
せ
若
干
改
変
し
た
。
ま
た
松
山
壽
一
﹃
若
き
カ
ン
ト
の
力
学
観
：﹃
活
力
測
定
考
﹄
を
理
解
す
る
た
め
に
﹄︵
北
樹
出
版
、

二
〇
〇
四
︶
参
照
。
な
お
松
山
壽
一
﹃
若
き
カ
ン
ト
の
力
学
観
﹄
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
処
女
作
﹃
活
力
測
定
考
﹄
と
い
う
文
献
を
綿
密
に
分
析
し
、﹁
カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン

力
学
を
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
た
﹂
と
す
る
通
説
が
誤
り
で
あ
り
、
初
期
カ
ン
ト
の
力
学
観
に
つ
い
て
﹁
た
ん
な
る
ヴ
ォ
ル
フ
力
学
の
枠
内
の
カ
ン
ト
力
学
﹂
で
あ
っ
た
こ
と

を
確
証
し
た
優
れ
た
実
証
研
究
で
あ
る
。

︵
₃
︶ D

e viribus corpori m
oto insitis et illarum

 m
ensura, 1725, C

om
entarii A

cadem
iae Petropolitanae, 1726/28, Tom

.1.

︵
₄
︶ M

artin Schönfeld, T
he Philosophy of the Young K

ant: T
he Precritical Project, O

xford U
niversity Press, 2000, K

ant ’s Thing in itself or the Tao of K
önigsberg, Florida 

Philosophical R
eview

 Vol. III, 2003, K
ant ’s Philosophical D

evelopm
ent, Stanford E

ncyclopedia of Philosophy, First published, 2003; substantive revision, 2007.

︵
₅
︶ ﹁
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
異
世
界
理
解
﹂︵﹃﹁
一
つ
の
世
界
﹂
の
成
立
と
そ
の
条
件
﹄
国
際
高
等
研
究
所
、
二
〇
〇
七
︶
参
照
。

︵
₆
︶ 

な
お
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
﹁
四
書
﹂
解
釈
に
お
け
る
張
居
正
注
解
へ
の
依
存
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
のK

nud Lundbaek

やD
avid E

. M
ungello

、
中
国
の
張
西
平
の
著

作
群
、
日
本
の
堀
池
信
夫
﹃
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者　

上
・
下
﹄︵
明
治
書
院
、
一
九
九
六
、二
〇
〇
二
︶
等
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
張
居
正
注
と
ラ
テ
ン
語
訳
文
の

対
応
関
係
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
儒
教
情
報
受
容
に
つ
い
て
は
井
川
義
次
﹃
宋
学
の
西
遷―

近
代
啓
蒙
へ
の
道
﹄
第
一
部
第
二
章
︵
人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
︶
参
照
。



青
年
カ
ン
ト
と
中
国
哲
学　
　

ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
の
中
国
哲
学
観
を
背
景
と
し
て　
　

一
四

Young Knat and Chinese Philosophy
　　 Focusing on the Chinese Informations of Bilfinger

Yoshitsugu IGAWA

　Immanuel Kant researched about physics deeply during adolescence. The result is Gedanken von 

der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. Some researchers indicated that the way of thinking 

in this writing continued and developed even to the second-half thought of Kant. For example, it is 

the way of thinking which attaches greater importance to a middle and probability than to an Law 

of excluded middle in logical thinking, etc. Young Kant was confessing that the methodology of 

the physics paper of Bernhard Bilfinger resembling his own. Bilfinger̶belonging to the school 

of Leibniz and Wolff who highly esteemed the Chinese philosophy̶had the very deep knowledge 

about the Chinese philosophy. For example, Billfinger considered and commented about contents of 

The Four Chinese Classics including Doctrine of the Mean earlier than Wolff. The book emphasized 

that conflicting opinions must be closely examined and balance must be gained. Bilfinger had full 

knowledge of such methodology through Jesuits translation of chinese classics. This treatise tries to 

examines a physics article to which Kant referred and contents of the special work about the Chinese 

philosophy by Billfinger, and to verify whether the basic method theory of the Chinese philosophy 

flowed in even to Kant’s thought. 




