
■
論
文

胡
適
の

『科
学
与
人
生
観
』
序

山
ロ

榮

科
学
と
人
生
観
論
争

(科
学
と
玄
学

の
争

い
)
は
、

一
九
二
三
年

①

二
月
十
四
日
、
哲
学
者

の
張
君
勘
が
精
華
大
学
で

「人
生
観
」
と
題

し
て
講
演
し
、
「科
学
は
客
観
的
、
論
理
的
、
分
析
的
、
因
果
律
的
、

相
同
性
的
で
あ
る
が
、
人
生
観
は
主
観
的
、
直
観
的
、
綜
合
的
、
自

由
意
志
的
、
単

一
性
的
で
あ
り
、
科
学
が
如
何
に
発
達
し
よ
う
と

も
、
人
生
観
に
関
わ
る
問
題
は
科
学
を
以
て
し
て
は
解
決
で
き
ず
、

そ
の
解
決

の
た
め
に
頼
り
と
な
し
得
る
の
は
人
間
自
身

の
み
で
あ

る
・吻
と

の
趣
意
を
縷

々
述
べ
た
の
に
対
し
・
地
質
学
者
の
丁
文
漏

④

が
、
同
年
四
月

『努
力
』
週
報

に

「玄
学
與
科
学
i
評
張
君
勘
的

「人
生
観
」
1
」
を
発
表
し
、
「凡
そ
心
理
的
内
容
、
真
の
概
念
的
推

論
は

一
つ
と
し
て
科
学
の
対
象
で
な
い
も
の
は
な
い
。圃
と
述
べ
長
文

を
以
て
切
々
と
反
論
し
た
こ
と
か
ら
起
き
た
。
こ
の
論
争
に
加
わ

っ

た
の
は
、
張
君
勘
側
で
は
張
東
葆
、
林
宰
平
、
范
壽
康
、
菊
農
、
梁

啓
超
等
で
あ
り
、
丁
文
江
側
で
は
胡
適
、
王
星
拱
、
任
叔
永
、
朱
経

⑥

農
、
唐
鉞
、
陸
志
韋
、
呉
稚
暉
等
で
あ

っ
た

。

こ
の
論
争
は

一
九
二
一二
年
十

一
月
か
ら
十

二
月
、
論
争
に
加
わ

っ

た
人
々
の
文
章
が
、
論
集

『科
学
與
人
生
観
』
と
し
て
纒
め
ら
れ
、

⑦

陳
独
秀
と
胡
適
が
そ
の
序
文
を
書
い
た
頃
に
は
終
息
し
た
も
の
と
見

え
る
が
、
陳
独
秀
と
胡
適
が
亜
東
図
書
館
の
館
主
の
汪
孟
鄒
の
求
め

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
序
文
を
書
い
た
の
を
機
に
新
ら
た
な
論
争
、
即
ち

唯
物
論
者
陳
独
秀

の
自
由
主
義
者
胡
適
等

に
対
す
る
論
争
が
始
ま

⑧

り
、
三
十
年
代
ま
で
続

い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

二

⑨

こ
の
論
争
の
背
景
を
み
る
に
、
胡
適
は

『
科
学
与
人
生
観
』
序

に

お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
こ
一二
十
年
来
、
国
内
で
無
上
の
尊
厳
を
も

っ
て
い
る
名
詞
が
あ

る
。
賢

愚
、
守
旧
維
新
を
問
わ
ず
、
皆
敢
え

て
明
ら
さ
ま
に
軽
ん

じ
、
侮

る
こ
と
の
な
い
名
詞
、
そ
れ
は

「科
学
」
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
国
中
あ
げ
て
崇
信
さ
れ
る
価
値

の
有
無
は
別
と
し
て
、
少
な
く

と
も
変
法
維
新
の
後
、
新
人
物
と
自
任
し
て
い
る
人
に
は
、
明
ら
さ

ま
に

「科
学
」
を
誹
る
者
は
居
な
が

っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

民
国
八

・
九
年

(
一
九

一
九

・
一
九
二
O
)
に
梁
任
公
先
勤
が

「欧

游

心
影
録
ゆ
を
発
表
す
る
に
至
似

「科
学
」
は
中
国
に
於
て
初
め
て

明
文
を
以
て
公
式
に

「破
産
」
の
宣
告
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

梁
先
生
は
云
う
、
近
代
人
は
科
学
を
発
達
さ
せ
て
工
業
革
命
を
行

な

い
、

こ
れ
に
伴
い
外
面
的
生
活
は
急
激
に
変
化
し
、
内
面
的
生
活

も
動
揺
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
科
学
家
の
新
ら
し
い
心

理
学
に
よ
る
と
、
人
間
の
心
霊
は
物
質
的
運
動
現
象
の

一
つ
に
過
ぎ

な

い
、
…
…
唯
物
派
の
哲
学
家
は
科
学
の
庇
護
を
頼
み
に
し
、
そ
の

下
に

「純
物
質
的

・
純
機
械
的
人
生
観
」
を
打
ち
立
て
て
内
面
的
生

活
、
外
面
的
生
活
の
総
て
を
物
質
運
動
の

「必
然
的
法
則
」
に
帰
属

さ
せ
た

の
で
あ
る
。
…
…
即
ち
、
彼
等
は
心
理
と
精
神
を
物
と
見
做

し
、
実
験
心
理
学
に
よ
り
、
人
間
の
精
神
は
物
質
に
過
ぎ
ず
、
「必

然
的
法
則
」
の
支
配
を
受
け
る
と
強
弁
し
て
い
る
。
こ
こ
に
人
間
の

自
由
意
志
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
由
意
志
が
無

い
の
で
あ

れ
ば
、
ど
う
し
て
善
悪
の
責
任
が
あ
ろ
う
か
。
…
…
現
今

の
思
想
界

に
於
る
最
大
の
危
機
は
こ
の

一
点
に
あ
る
。
宗
教
と
旧
哲
学
は
科
学

に
打
ち
破
ら
れ
て
旗
幟
は
乱
れ
、
「科
学
先
生
」
が
替
り
に
振

い
立

ち
、
そ
の
実
験
的
方
法
を
以
て
宇
宙

の
大
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
の
大
原
理
は
さ
て
お
き
、
小
原
理
を
み
る
に
そ
れ

は
日
新
月
異
で
あ
り
、
今
日
は
真
理
で
あ
り

、
明
日
は
誤
謬
と
な

る
。
新
し
い
権
威
は
樹
立
さ
れ
ず
、
古

い
権
威
も
恢
復
し
な
い
。
そ

れ
故
全
社
会
の
人
心
は
懐
疑

・
沈
悶

・
畏
懼

に
陥
り
、
羅
針
盤
を
失

な
っ
た
船
が
洋
上
で
風
霧
に
遇

っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
進
路
が
分
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
楽
利
主
義

や
強
権
主
義
が
巾
を
き

か
す
の
で
あ
り
、
死
後
に
は
最
早
や
天
国
は
無

い
と
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
唯
数
十
年
の
生
涯
を
思
う
存
分
愉
快

に
過
ご
せ
ば
よ
い
の
で

あ
り
、
善
悪
に
つ
い
て
も
責
任
は
無

い
の
で
あ
る
か
ら
、
手
段
を
尽

く
し
て
自
ら
の
個
人
的
欲
望
を
追
求
し
て
何

ん
の
不
都
合
が
あ
ろ
う

か
。
と
こ
ろ
が
享
受

で
き
る
物
質
は
欲
望
の
高
騰
に
比
例
し
て
増
加

す
る
こ
と
は
な
く
、
両
者

の
均
衡
を
保

つ
方
途
は
な
い
。
そ
こ
で
各

自
は
力
を
尽
く
し
て
自
由
競
争
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
有
り
体
に

い
え
ば
そ
れ
は
弱
肉
強
食
で
あ
る
。
近
年
の
軍
閥
や
財
閥
は
そ
の
よ

う
な
状
況
の
う
ち
に
出
て
き
た
の
で
あ
り
、
今
次
の
大
戦
は
そ
の
応

報
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
人
生
観
に
よ

っ
て
、
あ
の
何
千
何
万
の

人
が
次
々
に
こ
の
世
に
現
れ
て
数
十
年

の
生
涯
を
過
ご
す
と
す
る

と
、
そ
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
唯

一
無
二
の
目
的
は

「搶

麺
包
喫
」

(飽
食
)
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な

い
と
す
る
と
唯
宇
宙
の

物
質
運
動
の
大
車
輪
が
動
力
を
失
な

い
、
人
自
ら
が
燃
料
を
供
給
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
取
越
し
苦
労
を
す
る
こ
と
か
も
知
れ
な
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い
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
人
生
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
ろ
う
か
、
人

間
に
ど
ん
な
価
値
が
あ
ろ
う
か
。
科
学
全
盛
時
代
に
あ
た
り
、
主
要

な
思
潮
は
科
学
に
傾
き
、
科
学
万
能
を
謳
歌
す
る
者
は
、
科
学
が
成

功
を
お
さ
め
て
黄
金
世
界
が
近
々
現
出
す
る
も
の
と
期
待
し
、
今
や

功
業

は
成

っ
て
、
こ
こ
百
年
の
物
質
的
進
歩
は
過
去
三
千
年
の
進
歩

の
数
倍
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
人
間
は
幸
福
に
な
れ
な
か

っ
た
だ

け
で
な
く
、
反
対
に
多
く
の
災
難
を
招
い
て
い
る
。
こ
れ
は
恰
も
沙

漠
で
道
に
迷

っ
た
旅
人
が
遠
く
に
大
き
な
黒
い
影
を
見
て
喜
び
、
そ

れ
に
向
か
い
力
を
振
り
絞

っ
て
前
進
し
、
何
程
も
行
か
な
い
う
ち
に

そ
の
黒
い
影
が
消
え
、
悲
痛
な
失
望
を
味
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
黒

い
影
は
即
ち

「科
学
先
生
」
で
あ
る
。
欧
洲
人
は

「科
学
万

能
」

の
大
夢
を
見
た
が
、
今
は

「科
学
破
産
」
を
公
言
し
て
い
る

と
。

(『梁
任
公
近
著
』
第

一
輯
上
巻
頁

一
九
i
二
三
)

梁
先
生
は
こ
の
文
章
で
科
学
家
の
人
生
観
の
流
毒
に
つ
い
て
情
感

に
強
く
訴
え
る
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
彼
は
あ
の

「純
物
質

的

・
純
機
械
的
人
生
観
」
が
欧
洲
の
全
社
会
を

「懐
疑

・
沈
悶

・
畏

懼

の
中
に
陥
れ
」
、
「弱
肉
強
食
」
の
社
会
に
変
え
た
。
「今
次

の
大

戦
は
そ
の
応
報
で
あ
る
。」
と
訴
え
て
い
る
。
彼
は
科
学
家
の
人
生

観
が

「搶
麺
包
喫
」
(飽
食
)
社
会
を
現
出
し
、
人
生
を
少
し
の
意

味
も
な

い
も
の
に
し
、
人
間
を
少
し
の
価
値
も
な
い
も
の
に
し
、
人

間

に
幸
福
を
斎
す

の
で
は
な
く
、
「
人
間

に
多
く
の
災
難
を
斎
ら

し
、
人
間
を
限
り
な
く
悲
痛
な
失
望
に
陥
れ
た
」
と
訴
え

て
い
る
。

梁
先
生
の
説
い
た
の
は
欧
洲
に
高
ま

っ
た

「科
学
破
産
」
の
声
に
つ

あ
け
つ
ら

い
て
で
あ

っ
た
が
、
科
学
家
の
人
生
観
の
罪
状
を
論
う
こ
と
に
も
な

っ
た
。
梁
先
生
は
科
学
的
人
生
観
に
対
す
る
玄
学
家
の
侮
蔑
的
発
言

を
取
り
上
げ
た
ば
か
り
か
、
さ
ら
に

「科
学
破
産
」
の
悪
言
を
付
加

し
た
の
で
あ
る
。

梁
先
生
は
後
に
こ
の
文
に
自
ら
二
行
の
註
記
を
加
え
て
、
読
者
は

ど
う
か
誤
解
し
な
い
で
頂
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
科
学
を
貶
す
と
い

は
い
え
、
私
自
身
は
決
し
て

「科
学
破
産
」
を
承
認
す
る
者
で
は
な

く
、
「科
学
万
能
」
を
承
認
し
な

い
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
風
説
は
野
火
と
同
じ
く
放

つ
の
は
容
易
で
あ
る

が
、
収
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
「欧
游
心
影
録
」
が
発
表
さ
れ
て

か
ら
は
、
科
学
の
中
国
に
於
る
尊
厳
は
以
前
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な

い
。
国
外
に
出
た
こ
と
の
な
い
老
先
生
方
は
得
意
に
な

っ
て

「欧

洲
の
科
学
は
破
産
し
た
。
梁
任
公
が
そ
う
言

っ
て
い
る
。
」
と
吹
聴

し
て
い
る
。
梁
先
生
の
話
と
近
頃
の
同
善
社

・
悟
善
社
の
風
行
と
に

直
接

の
関
係
が
あ
る
の
か
否
か
言
う
こ
と
は

で
き
な

い
。
し
か
し
、

梁
先
生
の
言
葉
が
国
内

の
反
科
学
勢
力
の
威
風
を
少
な
か
ら
ず
助
長

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
梁
先
生
の
声
望
、
梁
先
生
の
あ
の

「筆

鋒
に
常
に
情
感
を
帯
び
た
」
健
筆
に
よ
り
、
読
者
は
容
易
に
彼
の
言

説
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
国
中
の
張
君
勘
先
生
の

ベ
ル

グ

ソ
ン

オ
イ
ケ
ン

ウ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク

よ
う
な
人
た
ち
が
柏
格
森
、
倭
鏗
、
欧
立
克
…
…
等
の
旗
印
を
掲
げ

て
次
々
に
現
わ
れ
て
、
梁
先
生
の
起
こ
し
た
波
瀾
を
大
き
く
す
る
に

於
て
を
や
で
あ
る
。
欧
洲
で
は
科
学
は
既
に
深
く
根
を
降
ろ
し
て
い

て
、
玄
学
鬼
が
攻
撃
し
て
き
て
も
心
配
は
な

い
。
反
動
的
哲
学
家
が

.・



科
学

の
滋
味
に
飽
き
、
科
学
に
対
す
る
不
満
話
を
し
て
も
、
富
貴
な

人
が
魚
肉
に
飽
き
て
漬
物

・
豆
腐
の
風
味
を
好
む
の
と
同
じ
く
、
全

く
危
険

は
な

い
、
光
餤
万
丈
の
科
学
は
少
し
ば
か
り
の
玄
学
鬼
の

活
動
に
よ

っ
て
揺
ぐ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
国
で
は
こ
れ
と

異
な
り
、
現
在
ま
だ
科
学
の
恩
恵
を
享
受
す
る
に
至

っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
科
学
の
斎
ら
す
災
難
を
云
々
す
る
の
は
論
外

で
あ

る
。
目
を
開

い
て
よ
く
見

る
と
到
る
処
に
乱
壇

・
道
院
が
あ
り
、

神
仙

・
方
術

・
鬼
神
の
画
像
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
交
通

・
実
業
は

未
発
達

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
我
々
に
果
た
し
て
科
学
を
排
斥
す
る

資
格
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
人
生
観
に
つ
い
て
云
え
ば
、
我
々
に
は

「做
官
発
財
」
・
「靠
天
吃
飯
」
・
「求
神
問
卜
」
・
「安
士
全
書
」
、
「太

上
感
応
篇
」

の
人
生
観
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
中
国
人
の
人
生
観
は

ま
だ
科
学
と
対
面
の
挨
拶
を
し
て
い
な

い
。
ま
さ
に
科
学
の
提
唱
が

不
十
分
な
こ
と
、
科
学
教
育
が
未
発
達
な
こ
と
、
科
学
勢
力
が
国
内

に
瀰
漫
し
て
い
る
烏
烟
瘴
気
を
除
去
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
き
苦

慮
し
て
い
る
時
に
、
図
ら
ず
も
著
名
な
学
者
が

「欧
洲

の
科
学
破

産
」
を
公
言
し
、
欧
洲
文
化
破
壊
の
罪
名
を
科
学
に
着
せ
、
科
学
を

貶
し
、
科
学
家
の
人
生
観
に
よ
る
罪
状
を
具
に
挙
げ
、
科
学
が
人
生

観
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
無
用
と
考
え
て
い
る
。
科
学
を
信
奉
す

る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
慮
し
な
い
で
お
れ
る
で
あ
ろ
う

か
、
声
を
あ
げ
て
科
学
を
弁
護
し
な

い
で
お
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
。

三

科
学
と
人
生
観
論
争
の
と
き
胡
適
は
杭
洲
烟
霞
洞
で
病
気
療
養
中

で
あ

っ
た
が
、
下
山
し
て
上
海
に
帰
り
汪
孟
鄒

の
依
頼
に
応
じ

『科

学
与
人
生
観
』
序
を
書
く
に
あ
た
り
編
集
中

の
論
集

『科
学
与
人
生

観
』
収
録
論
文
二
十
九
篇
、
字
数
凡
そ
二
十
五
万
字
に
目
を
通
し

て
、
こ
の
論
争
に
重
大
な
欠
陥
の
あ
る
こ
と

に
気
付
き
、
も
し
も
こ

の
論
争
が
梁
啓
超

の

「科
学
万
能
之
夢
吻
を
討
論
の
基
礎
と
し
て
い

た
な
ら
ば
問
題
が
鮮
明
に
な
り
、
紛
糾
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
に
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
欠
陥
と
は
胡
適

の
見
解
で
は
呉

稚
晦

の

「
一
個
新
信
仰
的
宇
宙
観
及
人
生
観
」
を
除
き
、
皆
科
学
的

人
生
観
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
究
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ

た
。
そ
こ
で
胡
適
は
呉
稚
暉
の
人
生
観

・
宇
宙
観
を
基
調
と
す
る
新

人
生
観
す
な
わ
ち
科
学
的
人
生
観
を
提
示
し
て
い
㎏
。
そ
の
新
人
生

観
の
輪
廓
は
次
の
各
項
か
ら
判
明
す
る
で
あ

ろ
う
。

ω

天
文
学
と
物
理
学
の
知
識
に
基
づ
き

、
人
々
に
宇
宙
が
無
窮

⑮

に
広

い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

吻

地
質
学
お
よ
び
古
生
物
学

の
知
識
に
基

づ
き
、
人
々
に
時
間

が
無
窮
に
長

い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

㈹

あ
ら
ゆ
る
科
学
に
基
き
、
人
々
に
宇
宙

お
よ
び
万
物
の
運
行

変
遷
は
皆
自
然
で
あ
り
、
自
ら
此
く
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
如

何
な
る
超
自
然
の
主
宰
者
あ
る
い
は
造
物
主
に
よ
る
も
の
で
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は
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

㈲

生
物
的

・
科
学
的
知
識
に
基
づ
き
、
人
々
に
生
物
界
に
於
る

生
存
競
争

の
浪
費
と
惨
酷
と
を
知
ら
せ
、
人

々
に

「好
生

の

徳
」
を
、有
す
る
主
宰
者

の
存
在
を
認
め
る
仮
説
が
成
立
し
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

㈲

生
物
学
、
生
理
学
、
心
理
学
の
知
識
に
基
づ
き
人
々
に
人
は

動
物
の

一
種
に
過
ぎ
ず
、
人
と
動
物
は
程
度
上
の
差
異
を
有

す
る
だ
け
で
、
種
と
し
て
別
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
知
ら

せ
る
。

㈲

生
物
科
学
お
よ
び
人
類
学
、
人
種
学
、
社
会
学

の
知
識
に
基

づ
き
、
人
々
に
生
物
お
よ
び
人
類
の
社
会
の
進
化
の
歴
史
と

進
化
の
原
因
を
知
ら
せ
る
。

Gり

生
物
科
学
、
心
理
科
学
に
基
づ
き
、
人
々
に
あ
ら
ゆ
る
心
理

現
象
に
は
す
べ
て
原
因
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

㈲

生
物
学
お
よ
び
社
会
学

の
知
識
に
基
づ
き
、
人

々
に
道
徳
、

礼
教
が
変
遷
す
る
も
の
で
あ
り
、
変
遷
の
原
因
は
す
べ
て
科

学
的
方
法
を
用
い
て
究
明
で
き
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

㈲

新
し
い
物
理

・
化
学
の
知
識
に
基
づ
き
、
人

々
に
物
質
は
死

的

・
静
的
で
は
な
く
活
的

・
動
的
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

⑩

生
物
学
お
よ
び
社
会
学

の
知
識
に
基
づ
き
、
人
々
に
個
人
1

「小
我
」
1
は
死
滅
す
る
が
、
人
類
ー

「大
我
」
1
は
不
死
で

⑯

あ
り
、
不
朽
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
「全
種

・
万
世
の
た

め
に
生
き
る
こ
と
」
こ
そ
が
真
の
信
心
で
あ
り
、
最
高
の
宗

教
で
あ
る
。
個
人
の
た
め
に
死
後
の

「天
国
」
「浄
土
」
を
説

く
宗
教
は
自
私
自
利
の
宗
教
で
あ
る
。

右
の
新
人
生
観
を
信
奉
す
る
と
は
い
え
、
胡
適
は
も
と
よ
り
決
定

論
、
宿
命
論
に
与
す
る
の
で
は
な
く
、
『科
学
与
人
生
観
』
序

の
結

び
に
、
因
果
律
の
支
配
す
る
大
宇
宙

・
大
自
然
の
中
に
あ

っ
て
、
人

間
は
実
に
眇
小
な
微
生
物
で
あ
り
、
酷
薄
な
天
行

・
生
存
競
争

の
惨

劇
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
自
由
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
両
手
と
大

脳
に
よ

っ
て
多
く
の
器
具
を
つ
く
り
、
多
く

の
方
法
を
考
察
し
、
文

化
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
主
義
的
宇
宙
観

・
人
生
観
は
決

し
て
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中

に
は
詩
意
が
あ
り
道
徳

的
責
任
心
が
あ
り
、
創
造
的
知
慧
を
充
分
に
発
揮
す
る
機
会
が
あ
る

旨
を
説

い
て
い
る
。

四

科
学
主
謁
の
立
場
か
ら

「科
学
」
と

「民
・軸
」
を
鼓
吹
し
新
文
化

運
動
を
展
開
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
中
国
共

産
党
の
創
立
者
の

一
人
と
な
っ
た
陳
独
秀
は
、
同
じ
く

「科
学
」
と

「民
主
」
を
鼓
吹
し
、
ま
た
呉
稚
暉
の

「漆

黒

一
団
的
宇
宙
観
」
「純

物
質
的

・
純
機
械
的
人
生
観
」
に
賛
同
し
科
学
的
新
人
生
観
を
提
唱

し
た
胡
適
に
対
し
、
「百
尺
竿
頭
に
あ

っ
て
今

一
歩
進
む
」
こ
と
を

肯
ん
じ
彼
の
陳
営
に
加
わ
る
よ
う
希
鞠

し
た
が
、
胡
適
は

「思
想
、

知
識
な
ど
も
社
会
変
動
の
客
観
的
原
因
で
あ
り
、
唯
物

(経
済
)
史
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観
は
確
か
に
大
部
分
の
問
題
を
解
釈
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ

て
で
は
な

い
と
考
え
る
の
で
、
百
尺
竿
頭
を
さ
ら
に

一
歩
進
む
こ
と

⑳

は
で
き

な
い
。」
と
言

っ
て
辞
退
し
て
い
る
。

思
う

に
、
科
学
技
術
の
急
速
な
発
達
に
対
し
、
人
文
科
学
、
社
会

科
学
の
立
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
く
な
る
が
、
中
国

一
九
二
〇
年

代
の

「科
学
与
人
生
観
」
論
争
は
右

の
問
題
に
関
わ
る
検
討
を
進
め

⑳

る

上

に

ま

だ
今

日

的

意
義

を
有

し

て

い
る

で
あ

ろ
う

。

註①

張
君
勘

(
一
八
八
七
-

一
九
六
九
)
、
名

は
嘉
森
、
西
欧

に
は

9

円ω琶

O
冨
昌
q゚
の
名

で
知
ら
れ

て

い
る
。

一
八
六
九
年

日
本
留

学
、
早
稲
田
大

学

で
学

ぶ
。

の
ち
ド
イ

ツ
留

学
。

一
九

一
七
年

北
京
大
学
教
授
就

任
。

一
九
二

〇
年
ド
イ

ツ
の
イ

エ
ー
ナ
大
学

で
オ
イ
ケ

ン
教
授

に
従

い
哲
学

を
研
究
、

一
九

二
九
年
イ

エ
ー
ナ
大
学
で
中
国
哲
学
を
講
述
。

②

「
人
生
観
」
、

『科
学
與
人
生
観
』
上
海
亜
東
図
書
館

民
国

一
二
、

=

莉

東
京
龍
渓
書
舎

一
九
七
五
、

一
、
復
刻
、
原
載

『清
華
週
刊
』
第

二
七

二
期
。

③

丁
文
江

(
一
八
八
七
-

一
九
三
六
)
字

は
在
君
。
十
五
歳

の
と
き

日
本

留
学
、

の
ち

一
九

〇
四
年
イ
ギ

リ
ス
留
学
、

グ
ラ
ス
ゴ

ー
大
学

で
動
物

学
と
地
質
学
を
学

ぶ
。

一
九

=
二
年
北
京
政
府

工
商
部
鉱
物
局
地
質
科

長
。

一
九

三

一
年
北
京
大
学
教
授
。

④

『
努
力
』
週
報

胡
適
主
編
、

一
九

二
二
年
五
月
七
日
北
京

で
創
刊
、

一

九

二
一二
年

一
〇
月
停
刊
。

⑤

『努
力

』
週
報
第

四
十

八
期

(
一
九

≡

二
、
四
、

一
五
)
第

四
十
九
期

(
四
,

二
二
)
所
掲
。

尚
、
第
四
十

八
期

以
降
は
胡
適

が
病
気
療
養

の

た
め
停
刊
を
考
え

て
い
た
と

こ
ろ
、
丁
文
江

の
建
議

に
よ
り
継
続
発
刊

さ

れ
た
と

い
う
。

⑥

周
策
縦
著
周
子
平
等
訳

『
五
四
運
動
-

現
代
中
国
的
思
想
革
命
1
』
江

蘇
人
民
出
版
社

一
九
九
六
、

一
二
、
刊
、
頁
四
五
七
。

⑦

張
憲
文

、
方
慶
秋
、
黄
美
禀

王
編

『
中
華
民

国
史
大
辞
典
』
江
蘇
古
籍

出
版
社

二
〇
〇

一
、

八
刊
、
頁

=
二
八
四
。

⑧

周
策
縦
著
周
子
平
等
訳

『
五
四
運
動
』
頁

四
六

〇
。

⑨

『科
学
与

人
生

観
』
上
海
亜
東
図
書
館

刊
、
陳
独
秀

「
科
学
与

人
生
観

序

」

に
続

い
て
掲

載
さ
れ

て

い
る
。
又

『
胡
適
文
存

』
第

二
集
巻

二
、

上
海

亜
東

図
書
館

、
民
国
十

三
年
十

一
月
刊

に
輯
録
さ

れ
て
い
る
。

⑩

梁

啓
超

(
一
八
七
三
i

一
九

二
九

)
、
号
は
任
公

、
飲
冰
室
主

人
と
も

い
う

。

一
八
九
八
年

戊
戌

百
日
維
新

の
後
、
日
本
に
亡
命

、

一
九

〇
二

年

『新

民
叢

報
』
創

刊
、
啓
蒙
活
動

を
行
う

。

一
九

一
八
年

第

一
次
世

界
大

戦
終
結
、

パ
リ
講
和
会
議

に
あ

た
り
、

世
界
平
和
と
中
国

の
安
寧
を
願

い
、
外
交
的
責
任
を
果
す
た
め

に
、
諸

般

の
事
情

に
よ
り
私
人

の
資
格
を
以

っ
て
十
二
月

二
十
九
日
、
日
本
郵

船
横
浜
丸

に
乗

っ
て
渡
欧

、

一
行
は
梁
啓
超

(仁
公
)
、
蒋
方

震

(百

里
)
、

劉
崇

傑

(子
楷
)

丁
文

江

(在
君

)
張

嘉
森

(君
勘

)
徐
新
六

(振
飛
)
、
楊
維
新

(鼎
甫
)

の
七
名

で
あ

っ
た
。
な
お
、
丁
在
君
と
徐

振
飛
は
満
員

の
た
め
乗
船
券
が
と
れ
ず
、
太
平
洋
回
り

で
渡
欧
。

一
九

一
九
年

二
月
十
八

日
パ
リ
到
着
、
中
国

の
與
論
を
鼓
吹
す

る
外
交
的
活
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動
を
展
開
す
る
と
と
も
に
戦
場
と
な

っ
て
荒
廃
し
た
各
地

の
状
況
を
視

察
、
六
月
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
i
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

イ
タ
リ

ア
、
ド
イ

ツ
な
ど
各
国
を
視
察
す
る
。

こ

の
間
多
く

の
政
治
家
、
哲
学
家
、
文
学
家

に
会

っ
た
が
、
最
も
感

銘
が
深
か

っ
た

の
は
、
十
年
来
夢

に
ま

で
み
た
新
哲
学

の
大
家

ベ
ル
グ

ソ
ン
と
会
え
た

こ
と

で
あ
り
、
梁
任
公
、
蒋
百
里
、
徐
振
飛

の
三
人
は

急
拠
予
め
、

ベ
ル
グ

ソ
ン
の
著
述
を
徹
底
的

に
研
究

し
、
そ
の
要
点
を

纒
め
会
談

に
臨

ん
だ
と

い
う
。
徐
振
飛

は
同
時
通
訳

の
天
才

で
、
長
時

間

に
わ

た
り
立
派

に
大
役
を

つ
と

め
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
褒

め
ら
れ
、
ま

た
張
東
葆

が
ベ
ル
グ
ゾ
ン
の

「創
化
論
」

の
翻

訳
を

間
も

な
く
完

成
す

る
と
話

し
た
と
こ
ろ
、
と

て
も
喜

び
、
序
文
を
書

く
こ
と
を
約
束

し
て

く

れ
た
と

い
う
。

一
行

は

一
九
二
〇
年

一
月
二
十
二
日

マ
ル
セ
イ

ユ
で

フ
ラ
ン
ス
郵
船

に
乗
船
し

て
帰
途

に

つ
き
、

三
月

五
日
上
海

に
帰

着
す
る
。

(楊

家
駱

主

編

『
梁
任
公
年

譜
長

編
』
台

北
世
界
書

局
、

民
国
六

一
、

八
、
再

版
)

⑪

陳
菘
編

『
五
四
前
後
東
西
文
化
問
題
論
戦
文
選
』
中
国
社
会
科
学
出
版

社

一
九
八
五
、

二
刊

や
耿
雲
志
主
編

『胡
適
論
総
集
』
中
冊
、
中
国
科

学
出
版
社

一
九
九
八
、
九
刊
に
輯
録
さ
れ

て
い
る
。

⑫

「
欧
游
心
影
録
」

の
な
か

の
文

で
あ
る
。

⑬

呉
稚
暉

(
一
八
六
五
-

一
九
五
三
)
名

は
敬
恒
、
江
蘇
武
進

の
人
。

一

九

〇

一
年

日
本
留
学
、
東
京
高
等
師
範
学
校

で
学

ぶ
。

の
ち
渡
欧

、

一

九

〇
五
年

フ
ラ
ン
ス
で
中
国
同
盟
会

に
加
入

。
張

人
傑

、
李

石
曽
等

と

『
新
世
紀
』
を

発
刊
、
無
政
府

主
義
を
鼓
吹

、

一
九

二
四
年

中
国
国
民

党
中
央
監
察
委

員
に
選
任
さ
れ
る
。

⑭

胡
適

『
科
学
与
人
生
観
』
序
。

⑮

本
項

ω

～

⑳

の

「新
人
生
観
」

に

つ
い
て
の
説
明
文
中

の

「人

々
に

…
…
こ
と
を
知
ら
せ
る
」

の
表
現
は
、
=
口
。。
げ
皆

.竃
図
ρ

巴
。
譽
α
H件゚・

国
く
皀
ニ
ユ
o
眺

(
「
我

的

信

仰
」
、
.、ご
≦
昌
αq
℃
巨

o
ωo
℃
ゴ
①
ω、.
ω
巨

o昌

§

島

。゚
9
基
醇

中
①
のの
8
』

巳

Z
①ぎ

ぎ

時

H
⑩
G。
一
に
於

て
は
.茅

。゚ず
。
巳
ユ
冨
雫

o
鵯
§

.
「
我

々
は
…
…

こ
と
を
認
識
す

る
」
と

い
う
言

い
回
わ

し
に
な

っ
て
い
る
。
胡
適
著

欧
陽
哲
生

劉
紅
中
編
英
漢
対

照

(英
文

中
国

文
対

照
)

『
中
国
的

文
芸
復

興
』
北

京
外

語
教
育
出

版
社

二
〇

〇

一
、

二
、
刊
、
頁

二
五
二
参
照
。

⑯

こ
れ
が
即
ち
胡
適

の
社
会

不
朽
説

で
あ

る
。

⑰

中

国
科
学

社
が

一
九

一
五
年

一
月

上
海

で
自

然
科

学
関
係

の
刊
行

物

『
科
学
』
を
創
刊

「
科
学
救
国
」

の
信
念

の
も

と
、
科
学
概
論

、
科
学

史
、
科
学
伝
記
、
科
学
問
答
や
数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
電
気
、
農
学
、

医
学
、
生
物

学

の
専

門
記
事
を
掲
載
し
、
科
学
主
義
を
鼓
吹
し
た
。
編

集

長
は
楊
銓
で
あ

っ
た
。

⑱

科
学
主
義
を
大

い
に
広
め
た

の
は
陳
独
秀
が

一
九

一
五
年
九
月
十

五
日

上
海

で
創

刊

し
た

『
青
年

雑
誌

』

(
翌

一
九

一
六
年

九
月

一
日
か
ら

『新

青
年

』
と

改
称

)

で
あ

り

、

「科

学
」

(Qゆ
。冨
昌
8
)
と

も

に

「
民

主
」

(U
①日
9
蕁
身
)

を
鼓
吹
す

る

こ
と

が
極
め

て
大
切

で
あ

る
と
考

え
た
。

⑲

陳
独
秀

「科
学
与
人
生
観
序
」
、

『胡
適
文
存
』
第

二
集
巻

二
頁
三

一
。
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⑳

胡
適

「答

陳
独
秀
先
生
」
、
『
胡
適
文
存

』
第

二
集

二
巻
頁

四
四
。

⑳

当
時

の
論
争

に
於
る
精
神
と
物
質
、
主
体
と
客
体
、
自
由
意
志
と
理
性
、

科
学
主
義

と
人
文
主
義
等

の
問
題
は
今

日
も

哲
学
思
想

の
問
題
点

で
あ

る
が
、
林
毓
生

『中

国
伝
統

的
創

造
性

転
化

』
生

活

・
讀
書

・
新
知

三

聨
書

店

一
九

八
八
ー

一
二
、
刊
を

み
る
と
、

「民
初

科
学
主
義
的

興
起

与
含
意
-
対
科
学
与
玄
学
之
争
的

研
究
ー
」

の

一
文

中
に

「
中
国

の
科

学
主
義

は
現
在
人
文
科
学
と
社
会
科
学

の
発
展
過
程

に
於

る
阻
力

と
な

っ
て
い
る
」
。

「科
学
的
方
法

(帰
納
法
的
方
式
)

万
能

の
信
念

お
よ
び

主
観
と
客
観

の
逾
越
と
溝
通
を
否
定
す

る
強

い
観
念

が
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し

て
い
る
が
、
社
会
的
危
機

…
政
治
的
危
機

に
加
え
文
化

が
困
迷

し

て
方
向
性
を
失
な

い
、
文
化
的
危
機

の
生
じ

て
い
る
時

は
最
も
イ

デ

オ

ロ
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
時

で
あ
る
。
」
旨

の
指
摘
が
あ
る
。

〈
付
記

〉
人
名
、
事
項

に
係
る
注
記

の

い
く

つ
か
は
、

『
中
華
民
国
史
大

辞
典
』
江
蘇
人
民
出
版
社
刊
お
よ
び

『民
國
人
物
小
傳
』
台
北
傳
記
文

學
雑
誌
社
刊
に
拠

っ
て
い
る
。

(
や
ま
ぐ
ち

さ
か
え

・
中
国
近
代
思
想
史
)
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