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中
国
哲
学
史
研
究
ノ
ー
ト

論
考
は
、
言
語
に
よ
る
表
現
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
言
語
表

現
と
言
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
と
異
な
り
、
論
理
性
が
ま
ず
第
一

に
要
求
さ
れ
る
。
い
や
し
く
も
論
を
立
て
る
以
上
、
可
能
な
か
ぎ
り
論
理

的
に
緻
密
に
構
成
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
当
り
ま
え
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
論
理
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

朱
子
は
色
即
是
空
を
有
の
否
定
と
見
て
い
る
。
し
か
し
色
即
是
空
は
、

有
形
の
物
質
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
ら
そ
の
ま
ま
空
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
有
の
否
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
有

も
否
定
し
、
無
も
否
定
す
る
。
絶
対
否
定
で
あ
る
。
色
（
有
）
は
実
体
で

は
な
い
独
立
存
在
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ
る
が
、
空
も
ま
た
実
体
で
は
な

い
独
立
存
在
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
色
（
有
）
は
縁
起

的
現
象
と
し
て
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
る
。
有
の
否
定
が
そ
の
ま
ま
有
の
肯

定
に
な
る
。
絶
対
否
定
に
よ
る
端
的
な
同
一
が
色
即
是
空
で
あ
っ
た
o

o

o

o

絶
対
否
定
の
絶
対
肯
定
が
色
即
是
空
、
空
即
是
色
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

（
五
）

性
即
理
の
即
と
色
即
是
空
の
即
と
は
異
な
る
°
性
即
理
の
即
は
部
分
的
な

同
一
性
の
相
即
で
あ
り
、
色
即
是
空
の
即
は
全
面
的
な
否
定
性
の
相
即
で

あ
る
（
大
浜
皓
『
朱
子
の
哲
学
』
・
東
京
大
学
出
版
会
・
一
四
三
頁
以
下
）
。

「
絶
対
否
定
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
禅
の
影
響
を
受
け
た
講
壇
哲
学
で

よ
く
用
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
よ
く
分
ら
な
い
。

「
否
定
す
る
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
必
ず
そ
れ
を
否
定
す
る
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
「
否
定
す
る
」
と
言
う
と
き
、
常
に
そ
れ
は

「
（
絶
対
に
）
否
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
「
…
…
で
な

い
」
と
否
定
す
る
と
き
、
ゆ
る
や
か
な
「
…
…
で
な
い
よ
う
ら
し
い
か
ろ

う
ま
い
か
も
」
な
ど
と
い
う
曖
昧
な
否
定
は
あ
り
え
な
い
。
否
定
は
否
定

で
あ
る
°
否
定
は
常
に
、
曖
昧
「
否
定
」
で
は
な
く
て
、
絶
対
「
否
定
」

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
否
定
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
て
、

「
絶
対
否
定
」
と
い
う
表
現
の
必
要
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
絶

対
否
定
」
と
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
絶
対
」
と
は
、
論
理
的
に
必

要
な
こ
と
ば
で
は
な
く
て
、
感
情
を
移
入
し
て
、
強
調
す
る
と
か
、
思
い

加

地

伸

行
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こ
の
文
章
の
場
合
「
い
わ
ゆ
る
哲
学
」
と
「
思
想
」
と
は
、
ど
こ
が
ど

入
れ
を
す
る
と
か
、
と
い
っ
た
心
理
的
・
感
情
的
・
詩
的
表
現
と
し
て
の

こ
と
ば
と
な
っ
て
く
る
。
「
A
絶
対

v否
定
」
と
か
、
「
絶
対
否
定
」
と

か
と
表
記
す
る
の
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
ふ
う
に
論
じ
て
ゆ
く
と
、

上
引
の
文
章
の
大
半
は
、
論
理
的
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
的
・
文
学

的
表
現
に
近
い
。

ま
た
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

中
国
に
は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
哲
学
の
体
系
と
い
う
も
の
は
な
い
。
少

な
く
と
も
中
国
固
有
の
思
想
に
は
、
そ
れ
が
な
い
。
も
し
中
国
思
想
の
中

に
お
い
て
強
い
て
哲
学
的
な
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
社
会
思
想
、

す
な
わ
ち
社
会
組
織
の
根
本
に
触
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
思
想
が
あ
る
の
み
で

あ
る
°
宋
明
時
代
の
理
学
は
、
外
来
の
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
形

而
上
学
的
色
彩
が
や
や
濃
厚
で
あ
る
が
、
要
は
社
会
的
思
想
の
根
本
的
説

明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
来
の
中
国
哲
学
史
と
い
う
も
の
は
、
中
国
思
想

の
中
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
や
印
度
哲
学
に
類
似
す
る
も
ろ
も
ろ
の
思
想

を
抽
き
出
し
て
羅
列
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、

全
体
と
し
て
の
中
国
思
想
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

中
国
思
想
の
真
髄
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
が
こ
こ
に
中
国
哲
学

史
と
せ
ず
に
、
中
国
思
想
史
と
す
る
ゆ
え
ん
は
、
中
国
思
想
を
、
そ
の
あ

る
が
ま
ま
に
、
全
体
と
し
て
見
て
行
こ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
て
…
…

（
小
島
祐
馬
『
中
国
思
想
史
』
・
創
文
社
・
ニ
―
五
頁
以
下
）
。

う
違
う
の
か
、
そ
れ
を
説
明
し
な
い
と
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
論
旨

が
よ
く
分
ら
な
い
。
同
書
五
頁
の
「
序
説
」
に
お
い
て
、
「
ま
た
古
来
、

哲
学
と
い
う
語
が
な
い
と
同
時
に
、
今
日
の
哲
学
体
系
に
相
当
す
る
学
は

な
い
。
故
に
こ
の
点
よ
り
中
国
に
哲
学
な
し
と
す
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん

当
然
で
あ
る
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
と
い
う
語
が
な
い

の
で
哲
学
が
な
い
と
い
う
の
は
、
珍
妙
な
発
想
で
あ
る
。
欧
米
の

p
h
i
l
o

s
o
p
h
y

と
い
う
こ
と
ば
の
訳
語
と
し
て
「
哲
学
」
と
い
う
新
語
を
充
て

た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
哲
学
」
と
い
う
こ
と
ば
も
な
く
、
ま
た
始

め
か
ら

p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
が
な
い
な
ど
と
い
う
話
に
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る

の
は
、
独
断
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
或
る
事
・
或
る
物
が
あ
っ
て
、
そ
れ

に
対
し
て
名
づ
け
を
す
る
の
が
、
こ
と
ば
の
基
本
で
あ
る
。
或
る

X
と
い

う
存
在
に
対
し
て
、
そ
れ
を
「
哲
学
」
と
表
現
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
、

「
哲
学
」
と
い
う
こ
と
ば
の
有
無
は
哲
学
（
名
づ
け
前
な
ら
、
「
存
在
す

る
或
る

x」
)
そ
れ
自
身
の
存
在
に
と
っ
て
、
大
し
て
意
味
を
持
た
な
い
。

小
島
祐
馬
の
場
合
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
彼
の
言
う
「
哲
学
」
と
「
思
想
」

と
の
相
違
を
言
わ
な
け
れ
ば
、
彼
が
こ
の
二
つ
を
分
離
す
る
と
主
張
し
て

も
、
こ
っ
ち
に
は
そ
の
基
準
が
分
ら
な
い
の
で
、
分
離
自
身
に
疑
問
を
抱

か
ざ
る
を
え
な
い
。

論
理
的
と
は
、
で
き
る
だ
け
概
念
を
明
瞭
に
し
、
余
分
な
修
飾
を
加
え

た
り
し
な
い
こ
と
が
、
第
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
論
理
的
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
論
理
的
と
は
、
は
じ
め
に
約
束
ご
と
を
し
て
お
き
、

そ
の
約
束
を
守
っ
て
議
論
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

議
論
上
、
使
う
概
念
を
一
定
に
保
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(50) 



509 

と
こ
ろ
が
、
相
手
に
覚
ら
れ
な
い
よ
う
、
そ
の
概
念
を
他
に
す
り
変
え

て
議
論
す
る
と
き
、
そ
れ
は
詭
弁
と
な
る
。
よ
く
引
か
れ
る
の
が
次
の
よ

う
な
例
で
あ
る

ポ
チ
は
犬
で
あ
る
。

犬
は
漢
字
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
ポ
チ
は
漠
字
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
犬
の
概
念
が
、
は
じ
め
は
生
き
て
い
る
犬
を
指
し
て
い
た
の

に
、
そ
の
次
に
出
て
く
る
と
き
、
漠
字
と
し
て
の
「
犬
」
に
変
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
対
象
言
語
（
犬
）
か
ら
、
メ
タ
言
語
（
「
犬
」
）

へ
」
と
勝
手
に
変
え
た
詭
弁
で
あ
り
、
非
論
理
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

落
語
の
い
わ
ゆ
る
「
こ
ん
に
ゃ
く
問
答
」
の
類
型
で
あ
る
。

さ
き
牡
ど
記
し
た
よ
う
に
、
論
理
的
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
む
つ
か

し
い
こ
と
で
は
な
い
。
使
う
こ
と
ば
の
概
念
を
明
瞭
に
し
て
、
そ
の
内
容

を
最
後
ま
で
変
え
な
い
で
論
じ
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
一
方
、
余
分
な
詩
的
・
心
理
的
表
現
（
た
と
え
ば
「
絶
対
否
定
」
）

を
排
し
て
、
簡
潔
に
し
て
明
快
な
こ
と
ば
で
論
じ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

A
太
史
公
自
序
V
の
歴
史
へ
の
象
嵌
は
、
自
己
を
列
伝
の
ジ
ャ
ソ
ル
の

中
に
置
き
、
歴
史
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
自
己
の
生
涯
を
語
り
つ

っ、

A
史
記
＞
著
作
の
意
図
を
述
べ
、
＾
史
記
＞
百
三
十
巻

(
A
太
史
公

自
序
＞
も
含
め
て
）
の
各
巻
に
つ
い
て
再
度
批
評
を
加
え
、
＾
史
記
V
全

体
を
対
象
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
象
嵌
さ
れ
つ
つ
、

A
太
史
公

曰
V
の
記
号
に
縁
ど
ら
れ
て
煽
め
＜
＾
我
V
の
充
実
で
あ
り
、
＾
伯
夷
列

伝
＞
に
始
ま
り
、
＾
貨
殖
列
伝
＞
に
終
る
列
伝
全
体
の
、
ひ
い
て
は
＾
史

記
¥
全
体
の
論
賛
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
加
地
伸
行
「
『
太

史
公
自
序
』
の
成
立
」
・
『
密
教
文
化
』
六
七
号
）
。

さ
ら

こ
の
文
章
は
、
「
象
嵌
」
と
か
「
縁
ど
ら
れ
て
煽
め
く
」
と
い
っ
た
、

詩
的
・
文
学
的
表
現
の
効
果
に
頼
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
ば
は
、

論
考
の
本
質
に
関
わ
り
が
な
く
、
論
理
性
を
高
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

使
う
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

ま
た
、
上
引
拙
稿
中
、
＾
太
史
公
自
序
V
の
「
そ
の
成
立
は
当
代
の
経

学
的
時
代
思
潮
が
徐
々
に
行
な
い
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
経
学
的
栓
桔

を
懐
疑
す
る
漠
代
の
知
性
の
思
想
的
自
覚
へ
の
干
犯
に
対
す
る
反
抗
で
あ
っ

た
」
と
も
あ
る
。

分
り
に
く
い
文
章
で
あ
る
。
「
当
代
の
経
学
的
時
代
思
潮
が
徐
々
に
行

な
い
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
干
犯
」
に
か
か
り
、

「
経
学
的
栓
楷
を
懐
疑
す
る
漠
代
の
知
性
」
が
「
思
想
的
自
覚
」
に
か
か

り
、
「
反
抗
」
の
主
格
は
ず
っ
と
前
に
あ
る
「
太
史
公
自
序
の
成
立
」
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
読
む
者
は
読
み
も
ど
っ
て
そ
れ
を
い
ち
い
ち
追
い
か
け

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
面
倒
さ
に
く
た
ぴ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
私
が
二
十

八
歳
の
と
き
に
書
い
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
と
ば
づ
か
い
に
酔
っ
た
、
回

り
く
ど
い
厭
昧
な
文
章
で
あ
り
、
明
晰
で
な
い
。

た
だ
こ
う
い
う
こ
と
は
言
え
る
。
「
経
学
的
栓
桔
を
懐
疑
す
る
漠
代
の

知
性
の
思
想
的
自
覚
へ
の
干
犯
」
と
い
う
よ
う
な
、
（
概
念
語
を
投
げ
出

(51) 
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し
、
説
明
的
で
な
い
）
名
詞
を
積
み
重
ね
た
文
は
、
翻
訳
調
で
あ
り
、
欧

米
近
代
外
国
語
調
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
十
代
の
教
養
の
大
半
が
欧
米
近
代

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い

う
よ
う
な
、
ち
ょ
う
ど
プ
ロ
ッ
ク
や
レ
ソ
ガ
を
積
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
文
章

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
る
若
い
時
代
だ
か
ら
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ば
上
へ

上
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
石
造
建
築
で
あ
り
油
絵
の
タ
ッ
チ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
た
っ
た
今
の
私
は
、
背
丈
の
あ
る
石
造

よ
り
も
、
平
屋
の
木
造
建
築
を
好
む
。
油
絵
よ
り
も
水
墨
画
を
好
む
。
そ

れ
は
、
単
純
で
明
快
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
だ
れ
も
が
月
並
み
に

経
て
ゆ
く
過
程
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
詩
的
・
文
学
的
・
街
学
的
・
欧
米

近
代
語
的
・
翻
訳
的
な
装
飾
的
文
章
か
ら
、
論
理
的
・
素
朴
事
実
的
・
ゃ

ま
と
こ
と
ば
的
•
水
墨
画
的
な
平
明
な
文
章
へ
と
い
う
変
化
で
あ
る
。

い
や
、
実
を
言
え
ば
、
本
当
に
よ
く
分
っ
て
い
て
内
容
に
自
信
が
あ
る

と
き
、
平
明
で
達
意
の
文
章
に
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
よ

う
や
く
分
っ
て
き
た
。
難
解
で
あ
っ
た
り
、
華
麗
で
あ
る
文
章
は
、
存
外
、

内
容
空
虚
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
虚
で
な
く
て
実
で
あ
る
。

(52) 




