
賢
者
に
学
ぶ
　
１
月
１
７
日
付
け
産
経
新
聞
記
事

歴
史
の
背
後
に
あ
る
も
の
　
哲
学
者
　

て
き
な

適
菜
　

お
さ
む

収

　世
界
最
高
峰
の
物
理
化
学
者
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
（
１
８
９
１
～
１
９
７
６
年
）
が
哲
学

者
に
転
向
し
た
理
由
は
、
「
な
ぜ
世
界
は
不
幸
に
な
っ
た
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
だ
っ

た
。

１
９
３
５
年
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
共
産
主
義
の
理
論
派
ブ
ハ
ー
リ
ン
に
モ
ス
ク
ワ
で
会
い
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
る
。

そ
の
言
動
の
中
に
、
「

テ
ク
ニ
カ
ル

機
械
論
的
な
人
間
観
や
歴
史
観
」
（
『
暗
黙
知
の
次
元
』
）
を
見
出
し

た
か
ら
だ
。

ナ
チ
ス
や
ソ
連
の
全
体
主
義
は
、
自
由
を
抑
圧
し
、
非
道
徳
的
態
度
を
貫
い
た
が
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
そ
の
根
本
に
自
由
主
義
と
道
徳
主
義
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

近
代

け
い
も
う

啓
蒙
主
義
は
教
会
の
権
威
を
弱
体
化
さ
せ
、
実
証
主
義
お
よ
び
科
学
的
価
値
の
正
当
化
を

否
定
し
て
き
た
。

権
威
が
引
き

ず摺
り
下
ろ
さ
れ
た
結
果
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム

虚
無
主
義
が

ま
ん
え
ん

蔓
延
す
る
。
こ
う
し
て
懐
疑
主
義
は
物

質
的
必
然
性
を
唱
え
る
し
か
な
く
な
っ
た
。

一
方
、
自
由
主
義
に
よ
り
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
道
徳
は
崩
壊
し
た
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
に

起
源
を
持
つ
道
徳
的
熱
情
や
憎
悪
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
両
者
が
不
幸
に
も
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
「
新
し
い
形
の
狂
信
」
す
な
わ
ち
共
産
主
義
・
全

体
主
義
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
ど
こ
で
大
き
く
間
違
え
た
の
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
鍵
に
な
る
の
が
「
暗
黙
知
」
と
い

う
概
念
だ
。

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
私
た
ち
は
言
葉
に
で
き
る
こ
と
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
言
う
。
た
と
え
ば
人
間
は
、
知
人
の
顔
と
そ
の
他
大
勢
の
顔
を
区
別
す
る
能
力
を
持
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
顔
を
見
分
け
て
い
る
の
か
は
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
意
識
の
表
面
に
は
上
が
ら
な
い
が
、
「
知
る
」
と
い
う
作
用
に
背
後
で
決
定
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
「
暗
黙
知
」
で
あ
る
。

化
学
や
心
理
学
の
実
験
デ
ー
タ
な
ど

ぼ
う
だ
い

厖
大
な
例
証
を
挙
げ
た
上
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。



「
世
に

う
た謳

わ
れ
た
近
代
科
学
の
目
的
は
、
私
的
な
も
の
を
完
全
に
排
し
、
客
観
的
な
認
識
を
得

る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）

し
か
し
、
も
し
も
暗
黙
的
思
考
が

ナ
リ
ッ
ジ

知

全
体
の
中
で
も
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
個
人
的
な
知
識
要
素
を
す
べ
て
駆
除
し
よ
う
と
い
う
近
代
科
学
の
理
想
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
す
べ
て
の
知
識
の
破
壊
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
中
略
）

近
代
啓
蒙
主
義
と
は
、
理
性
や
明
示
的
な
も
の
を
信
仰
し
、
説
明
不
可
能
な
も
の
を
「
迷
信
」

と
切
り
捨
て
る
運
動
で
あ
っ
た
。

科
学
的
歴
史
法
則
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
、
「
正
義
」
と
な
る
。

そ
の
成
れ
の
果
て
に
登
場
し
た
「
絶
対
的
な
知
的
自
己
決
定
」
と
い
う
発
想
が
地
獄
を
生
み
出

し
た
の
は
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
明
ら
か
だ
。

知
は
単
な
る
情
報
の
集
積
で
は
な
い
し
、
人
間
理
性
に
は
限
界
が
あ
る
。

科
学
的
記
述
で
さ
え
社
会
的
権
威
と
信
任
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

が
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
に
言
及
し
な
が
ら
、
節
度
あ
る
自
由
、
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
配
慮

を
説
い
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。

保
守
的
で
あ
る
こ
と
、
伝
統
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
思
想
的
哲
学
的
に
も
っ
と
も
誠
実
な
態
度

な
の
だ
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
言
う
。

「
伝
統
主
義
と
は
認
識
す
る
前
に
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
ま

ず
は
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
も
の
だ
。
す
る
と
ど
う
や
ら
伝
統
主
義
は
、
知
識
の
本
質

や
知
識
の
伝
達
に
対
し
て
科
学
的
合
理
主
義
な
ど
よ
り
も
深
い
洞
察
力
を
携
え
て
い
る
ら
し

い
」
（
中
略
）

知
に
対
す
る
浅
薄
な
理
解
が
「
こ
の
道
し
か
な
い
」
と
い
う
狂
信
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。


