
〈
研

究

論

文

６
〉

「
気
」
の
思
想
と
「
間
」
の
文
化

高
　
須
　

裕
　
三

「

麻
浴
山
宝
徹
禅

師
、

あ
ふ
ぎ
を
つ
か
ふ
、
ち
な
み
に
、
僧
き
た
り
て

と
ふ
、
『
風
性
常
住
、
無
処
不
周
な
り
、
な
に
を
も
て

か
さ
ら

に

和

尚

あ
ふ
ぎ
を
つ

か
ふ
』

師
い
は
く
『
な

ん
ぢ
た
だ
風
性
常
住
を
し
れ
り

と
も
。
い
ま

だ
、

と
こ

ろ

と
し
て
い
た
ら

ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
道
理
を
知
ら
ず
』

と
。

僧
い
は
く
『
い

か
な
ら

む
か
こ
れ
無
処
不

周
底
の
道
理
』

と
き
に

師
、
あ

ふ
ぎ
を
つ
か
ふ
の
み
な
り

。

僧

、
礼

拝
す
。

仏
法

の
証
験
、
正

伝
の
活
路
、
そ

れ
か
く
の
ご
と
し
。
常
住
な
れ
ば
あ

ふ
ぎ
を
つ
か
ふ

べ
か
ら
ず
、
つ
か
は
ぬ
お
り
も
風
を
き
く

べ
き
と
い
ふ

は
、
常

住
を
も
し
ら
ず
、
風
性

を
も
し
ら
ぬ
な
り
。
風

性
は
常

住
な
る

が
ゆ
へ

に
、
仏
家

の
風

は
大
地
の
黄
金
な
る
を
現
成
せ
し
め
。
長
河
の

蘇
酪
を
参
熟
せ
り
。
」

Ｂ
　

有

形

と

無

形

と

の

二

層

構

造

す

べ
て

の

哲

学

な

い

し

思

想

体

系

は
、
「

本

質

界

」
（

無

形

の

場

）

と
「

現

象

」
（

有

形

の

物

）

と

の

相

互

関

連

の
仕

組
み

に

つ
い

て

の

論

究

で

あ

る

。

ち

な

み

に

ヘ
ー

ゲ

ル
に

よ

れ

ば
、

「
事
物
は
根
拠
の
中
か
ら
出
現
す
る
。
…
…
根
拠
は
条
件
（
制
約
）
と

の

合

一

に

よ

っ
て

外

面

的
直

接

性

と

有

の
契

機

と

を

獲

得
す

る

。

…

…

こ

の

よ

う
な

、

根

拠

と
条

件

と

に

よ

っ
て

媒

介

さ
れ

、

し

か

も

媒
介

の

止

揚

に

よ

っ
て

自

己

自
身

と
同

一

的

に

な

っ
た

直

接

性

は
、

即

ち
実

存

で

あ

る

。
」

他

方

、

曹

洞
宗

の
開

祖

、

道
元

は

ヘ

ー

ゲ

ル
に

先

立

つ
こ

と
約

六

百

年

の

昔

、
右

の

論

理

に

符

節

を
合

す

る

よ

う

な

趣
旨

を

つ
ぎ

の

よ

う
な

寓

話
で

説

明

し

て

い

る
。

―
―
東
洋
と
西
洋
と
の
差
異
―
―



右

の
説
話

の
中
で

、
若
僧
は
、
風
性
す

な
わ
ち
空
気
に
つ
い
て

、
空
気
は

（
時
間
的

に
）

つ
ね
に
あ
り

、（

空
間

的
に
）
処

と
し
て
い
た
ら
ざ
る

な

き

性
質
で
あ

る
ゆ
え

に
扇

の
使
用

は
不
要

だ
、
と
禅

問
答
の
挑
戦
を
し
た
の
で

あ

っ
た
。

禅

師
は
無

言
で
扇

を
動

か
し
、
こ

の
道

理
が
解
ら
ぬ
か
と
言
い
た
げ
な
顔

つ
き
で
あ

っ
た
。

若

僧
は
悟
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
恐
れ
入
り

ま
し
た
と
礼
拝
し
た
。

そ
の
際
、
若
僧
が
悟
っ
た
の
は
、
本
質
が
現
象
に
具
現
化

さ
れ
る
に
は
、

媒
介
と
し
て
の
人
間

の
行
為
（

右
の
場
合
、
扇
を
手
で
動

か
す
こ

と
）

の
必

要
性

に
つ

い
て
で

あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
さ
き
の
引

用
の
中

で
、
「
し
か
も
媒
介
の
止
揚

に

よ

っ
て
」

と
あ
る
そ

の
止
揚
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
人
間
の
動
き

が
必
要

な
の
で
あ

る
。
仏
家
の
生
活
慣
行
た
る
作
務
（
勤
労
）
に
よ
っ
て
こ
そ
、
大
地
（
根

拠
）
か
ら
黄
金
色
に
稲

が
稔

る
（

現
象
）
の
で
あ
り
、
ま

た
揚
子
江
沿
岸
名

産

の
チ
ー

ズ
が
美
味
に
出
来
上
る
の
で
あ
る
。

口
　
「

気
」

の
つ

く

語

の

深

い

意

味

と
こ
ろ
で
漢
字
の
語
彙

は
、
右

の
よ
う

な
現
象
界

と
本
質
界
と
の
弁
証
法

的
構
造
を
示

唆
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い

る
こ
と

が
少

な
く
な
い
。

右
の
寓
話
の
題
材

と
さ
れ
た
「

空
気
」
に
つ

い
て

考
え

る
に
「

空
」
は
こ

の
場
合
は
現
象
界

の
相
で

あ
り

。「
気
」

は
本
質
界
で

特
定
現
象
を
生

み

出

す
可

能
態
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
「

空
・
気
」
で
あ
り

、
こ

こ
の
「

・
」
は
相

互
媒
介

の
機
能

を
示

し
て
い
る
。

そ
こ
で
学
問

的
概

念
と
し
て
の
語
彙
に
、
し
ば
し
ば
「
気
」
の
字
の
つ
く

こ
と
は
偶
然
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

た

と
え

ば
大

学
の
理
学
部
で
は
、
こ

の
「

空
気
」
の
ほ
か
に
「

気
象
」
が

研
究
分
野

の
有
力
な
も
の
で
あ
る
が
、
象
は
も
と
よ
り

現
象
の
意
味
で
あ
り
。

気

は
「
天

候
や
四

時
の
変
化

を
起
す
も
と
に
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

医

学
部
で

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「

病
気
」
を
研
究
の
主
題
と
す
る
。
病

は
病

的
現
象
で
あ
り
、
気
は
そ
の
背
後
の
生
命
の
場
で

あ
る
。
俗
説
に
「

病

は
気

か
ら
」
と
言
い
、
そ
の
気

を
ぱ
心
の
持
ち
よ
う
い
か
ん
と
解
す
る
人

が

少

な
く
な
い
が
、
こ
の
気
は
も

っ
と
深
い
次
元

、
自
然
的
生
命
力

の
世
界
と

解
す

べ
き
で

あ
ろ
う
。

工

学
部
で

は
「

電
気
」
と
い
う
春
秋
に
富
む
分
野
が
開
け
て

い
る
。
電
は

放
電
現
象
な
ど
の
目

に
見
え

る
事
物
で
あ
る
が
、
気
は
無
形
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
場
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典
物
理
学
に
対
し
フ
ァ
ラ
デ
ー
を
先
駆

と
す
る
現
代
物
理
学

が
「

電
場

」
と
い
う
概
念

を

用

い

た
（
一
八
三
七
年
）

が
、
日
本
で
の
「
電
気
」
に
は
、
も

と
も
と
目

に
は
見
え
ぬ

が

根

底

的

な

「

場
」
の
意
味
合
い

が
加
味
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
経
済
学
関
係
で
は
、
い
ま
日
本

を
も
含

め
て
先
進
諸
国
共
通
の
悩
み

は
、
い
か
に
し
て
「
景
気
」
を
奮
い
起
す
か
で
あ
る
。

お
よ
そ
経
済
学
は
近
代
に
入

っ
て

か
ら
科
学

と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で

、

数
量
統

計
に
よ

っ
て
客
観
的
事
実
を
土
台
と
し
て
作
り
上
げ

る
性
格
が
濃
厚

で
あ
る
。
し

か
る
に
企
業
家
が
遠
近

の
差
は
あ

れ
、
将
来
の
損
得
を
予

想
し



て

投

資

す

る
と

い

う

分

野

が
物

を

い

う

「

景

気

」

は

。

経

済

学

と

し

て

は
扱

い

難

い

部

門

な

の

で

あ

る

が

、

経

済

の

現

実

は

、

い

ま
こ

の

も

や

も

や

し

た

部

分

の

多

い

「

景

気

」

に
活

力

が

出

な

く

て

難

儀

し

て

い

る
の

で

あ

る
。

景

は

も

と

よ

り

現

象

的

景

色

、
気

は

「

な

ん

と

な

く

感

じ

ら

れ

る

無

形

の

勢

」

で

あ

る
。

法

学

部

で

は

「

法

律

」

が
研

究

対
象

で

あ

る

が

、
こ

れ

も

「

法

・

律

」

の

意

味

で

あ

る

。

法

は

正

義

（
Ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
）

の

意
味

で

、

時

と
所

と

を

問

わ

ず

妥

当

す

る

自

然

法

で

あ

る

’

た

と

え

ば
「

人

を
殺

し

て

は

な
ら

ぬ

」

と

い

う

よ

う

な

至
上

命

令

で

あ

る

。

そ

れ

に
対

し

、
律

は

、

支

配

者

に

よ

っ

て

民

衆

の

前
に
置
か
れ
た
（
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｔ
）
と
い
う
意
味
で
の
人
為
法
（
G
e
s
e
t
z
）
で
、
時

と
所

と

を
限

定

し

て

妥
当

す

る
も

の

で

あ

る
。

た

と

え

ば

道

路

交

通
法

、

食

糧

管

理

法

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る
。

法

は

律

に

よ

っ
て

裏

打

ち

さ

れ

て

は

じ

め

て
正

義

へ

の
方

向

で

実

効

を

も

ち

、

律

は

法

を

映

し

て

こ

そ

守

ら

れ

る

に

値

す

る

も

の

と

な

る

の

で

あ

る

。

法

と

い

う

語

に

は

気

の

字

は

な

い

が

、
自

然

法

で

あ

る

ゆ
え

に

、
自

然

の

線

で

気

に

相

通

ず

る

こ

と

と

な

ろ

う

。

つ

ぎ

に
芸

術

学

部

で

は

、

絵

画

・
演

劇

な

ど

の

重

要

な
研

究

対

象

と

し

て

「

色

気
」

が

あ

る
。

こ

の
場

合

も

、

色

は

現

象
界

の

事

、

気

は

本

質

界

の

生

命

力

で

あ

る
。

岡

倉

天

心

や
横

山

大

観

が

弟
子

た

ち

へ

の

訓

練

と

し

て

選

ん

だ

課

題
の

一

つ
に

「

空
気

を
画

い

て

来

い

」

と

い

う

の

が

あ

っ
た

由

で

、

大

観

自

伝
の

中

で

、

日

本

画

の
中

心

概

念

は

「

気
韻

生

動

」

だ

と

述

べ
ら

れ

て

い

る
。

こ

の
よ

う

に
し

て

種

々

の

学

問

自

体

が

、

そ
の

本

質

を

な

す

「

気

の

文

化

」

の

一

現

象
形

態

な

の

で

あ

る

。
「
気

の
文

化

」

と

い

う

と

、

人

は

世

俗

に

「

気
学

」

と
僭

称

す

る

占

い

を
想

起
し

て

、

何

か

迷

信

く

さ

い

と

感

じ
て

喰

わ

ず
嫌

い

の

態

度

を
示

す

か

も

し

れ
な

い

。

し

か

し

昔

、

漠

然

と

「

気

」

と

称

さ

れ

た
分

野

の

中

で

、

た

と

え

ば

病
気

に

し

て
も

、

電

気

に

し

て

も

、

つ

ぎ

つ
ぎ

に

科

学

的

に

解

明

さ

れ

た
部

分

が

拡

充

さ

れ
て

き

た

の

が

学

問

の

進
歩

の
歴

史

で

あ

り

、

科

学

が

進

め

ば

進

む

ほ

ど
「

気

」

の
文

化

的

認

識

の

必
要

性

が

増

大

し
七

く

る

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

本

質

に

還

る
こ

と

を

忘

れ

て

現
象

界

を

追

い

か

け

る

科

学

は

、

暴
走

車

の

よ

う

に

人

類

を

破

滅

の
淵

に

運

び
か

ね

な

い

か
ら

で

あ

る
。

三
　
東
洋
思
想
の
精
髄

「
気
」
の
原
型
た
る
「
气
」
の
字
は
、
小
に
し
て
は
個
人
の
吐
く
息
、
大

に

し

て

は

雲

気

の

動

き

を

示

し

て

い

る

。
气

の
形

は

、

気

流

の

上

昇

・

棚
引

き

・
下

降

の

三

種

の

流

れ

を

示

し

て

い

る
。

そ

れ

は

生

命

の

リ

ズ

ム
で

も

あ

り
、
ま
た
自
然
の
時
の
運
行
で
も
あ
る
。
朝
―
昼
―
タ
―
夜
―
朝
と
繰
返
す

波

状

進

行

が

螺

旋

状

に

展

開

し

て

い

く

型

は
、

こ

の

世

の
中

の

上

昇
－

維

持

―
下
降
の
動
き
の
原
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
の
命
運
で
も
あ
る
。
平

家

物

語

の
冒

頭

を

飾

る
「

諸

行

無

常

、

盛
者

必

衰

の

理

」

の

名

句

は

、

歴

史

法

則

と

い

っ

て

よ

く

、

何

者

も

そ

の

例
外

で

は

あ

り

え

な

い

。

そ

れ

な
ら

ば

「

必

衰

」

と

い

う
滅

び

の
後

に

は

ど

う

な

る

か
。

そ

の

際

、

滅

び

に
二

種

あ

っ

て

、

無

常

を

悟
り

泰

然

と
し

て

気

の

リ

ズ

ム
に

則

し

て

滅

び
て

い

く
場

合

に

は

、

ド

イ

ツ

語

の

ｚ
ｕ
ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
（

＝
滅

び

る

）

が



含
意
す
る
よ
う
に
G
r
u
n
d
（
根
拠
、
本
質
界
）
に
赴

く
わ
け
で
、
そ
の
際
に
は
自
然
の
リ
ズ
ム
に
則
し
て

「
輪
廻
、
転
生
」
と
し
て
後
継
者

に
バ
ト
ン

タ
ッ
チ

さ

れ
る
。
（
平
家
物
語
、
平
重
盛

の
例
）
ひ

と
た

び

死

ん

だ
肉
体
は
、
そ
れ
自
体

が
蘇
生
す

る
こ

と
は

な
い

が
、

重
盛
の
遺
志
は
、
平

家
一
門

の
若
武
者
た
ち
に
よ
っ
て

滅
び
の
美
学
に
ま
で
高

め
ら

れ
て
い
く
。

ま
た
観
阿
弥
・
世
阿
弥
六
百
年
の
能
楽
の
歴
史
に
見

ら
れ
る
よ

う
に
、
代

々
の
後
継
者
に
よ
っ
て

螺
旋
状
に

展

開
し
て
引
継

が
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
文
化
は

永

く

生

き

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

反

し

、

平

清

盛

の

よ

う

に

あ

く

ま

で

現

象

界

に

執

着

し

て

断

末

魔

の

ご

と

く

、

気

の

リ

ズ

ム

か

ら

逸

脱

し

て

死

ぬ

場

合

は

、

本

質

界

に

赴

け

ず

、

成
仏
で
き
ず
、
野
垂
死
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
涅
槃
経
の
偈
文
は
、
「
諸
行

無

常

、

是

れ

生

滅

の

法

、

生

滅

滅

し

已

ら

ぱ

、

寂

滅

楽

と

為

る

」

と

教

え

る

の

で

あ

る

。
（

寂

滅

の

境

地

を

楽

し

と

自

覚

す

る

心

構

え

に

導

く

こ

と

は

、

高

齢

化

社

会

に

お

け

ゐ

老

人

教

育

の

要

諦

で

あ

る

。
。
真

の

福

祉

社

会

に

お

い

て

は

、

気

の

文

化

と

し

て

の

宗

教

が

復

活

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
）

さ
て
「
気
」
の
上
昇
・
堋
引
き
・
下
降
の
動
き
で
こ
の
世
を
理
解
す
る
思

考

方

法

は

、

東

洋

思

想

の

中

枢

を

な

し

て

き

た

も

の

で

あ

り

、

と

く

に

戦

前

の
世
代
に
と
っ
て
は
縁
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
小
学
校
の
講
堂
で
戦
前
よ

く

見

受

け

ら

れ

た

「

忠

」
・
「

孝

」

の

額

の

筆

者

、

文

天

祥

の

「

正

気

歌

」

に

「
天

地
　

正

気

有
り

。
雑

然

と
し

て
　

流

形

に

賦

す

。
下

れ

ば
即

ち

河

嶽

と
為

り

、
上

れ

ば
即

ち
　

日

星

と
為

る

。

…

…
」

す

な

わ

ち
本

質

界

の
気

が
現

象

界

の
万

物

を

作

り

出

し

た

の
で

あ

っ
て

、

気

が
下

降
し

て

地

上

に
山

川

が
出

来

、

気

が
上

昇

し

て

太

陽

や

星

と
な

っ
た

、

と
い

う
宇

宙

哲
学

で

あ

る

。

こ

の
文

天

祥

の

詩

に

共

鳴

し

て

、

幕

末

の

藤

田
東

湖

は
「

天

地

正

大

の

気

粋
然
と
し
て
神
州
に
鍾
る
。
秀
で
て
は
不
二
の
嶽
と
為
り
…
…
発
し
て
は
万

朶

の

桜

と
為

り

…

…
」

と

唱

和

し

た

。

糾
　
西
洋
の
気
の
思
想
―
場
の
物
理
学
―

こ

の

ほ

か
「

陰

陽

五

行

」

説

が

陰

陽

二

元

の
世

界

の
循

環

原

理

を

説

い

て

中

国

の
長

い

伝

統

文

化

と

な

っ

た
こ

と

な

ど

も

含

め
て

、

東

洋

の
気

の

思
想

が

い

さ
さ

か

詩

的

空

想

に

流

れ

る
憾

み

が
あ

っ

た
の

に

対

し

、
西

洋

の

エ

ー

テ

ル
説

は

、

古

代

よ

り

自

然

科

学

の
面

に
即

し

つ

つ
同

じ

く

気

の

思
想

の
半

面

を

形

成

し

て

現

代

の

物

理
学

に
到

達

し
て

き
て

い

る

。

古

代

ギ
リ

シ

ャ
哲

学

で

は

物
質

元

素

と

し

て
地

上

に

は
土

・

水

・
火

・

空

気

を

、

天

上

界

に

は

第

五

の
元

素

と

し

て
「

エ

ー
テ

ル
」

を
想

定

し

た
。

そ

し

て

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス

末

期
ま

で

は
大

気

の
外

側

の

宇

宙

空
間

に

充
満

す

る
も

の

と

し

て

エ

ー

テ

ル

の

存
在

が
考

え

ら

れ
て

い

た

。

近

代

に
入

っ
て

光

学

の

創

始

に

つ

れ

、

光

の

媒
質

と

し

て

の

エ
ー

テ

ル

が
唱

え

ら

れ
、

一
八

七

三

年

に

は

マ

ク

ス

ウ

ェ

ル

の
電

磁

気

理

論

の

定

式

化

に

よ

っ

て
電

磁

波

の

担

い

手

と

し

て

の

新

し

い

エ

ー

テ

ル
像

が
作

ら

れ

た

。

し

か

し

一
九

〇

五

年

、

ア

イ



ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て
光

媒
質

と
し
て

の
エ
ー
テ

ル

の
概
念
は
放
棄

さ
れ
る
運
命

と
な
っ
た
。

け
れ

ど
も
そ
の
後

の
電

磁
場

の
量
子
論

に
よ

っ
て

エ
ー
テ
ル
は
電
磁
場

と

い

う
物
理

的
性
質

を
も
っ
た
空
間

の
別
称

と
し

て
蘇
生
さ
れ
て
今
日
に
至

っ

て
い

る
。

さ
ら

に
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
後

の
論
文

に
よ
っ
て
「

莫
大
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
狭
い
空
間

領
域
に
集
中

し
て

あ
る
も
の
が
物
質
粒
子
で
あ
る
こ
と

物
質

が
稀
薄
に
拡
が
っ
て
い
る
の
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。

し

た
が
っ
て
『
場

』
と
は
媒
質

に
よ
っ
て
荷
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
物
質

か
ら
独

立
し
て
存
在
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
空
間
分

布
で
あ
り
、
ま
た
『
場

』

と
『
物
質

』
と
は
二
元

論
的
に
考
え
る
必
要

は
な
く
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
い
う

見

地
か
ら
一
元

論
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

こ

の
よ
う
に
し
て
「
気
」
に
相
当
す

る
英
語
と
し
て
は

ａ
ｅ
ｔｈｅ
ｒ

と
も
い

わ
れ
、
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｇ
ｙ
と
も
い
わ
れ
、
f
i
e
d
 
(
場
）
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
西
洋
で
は
、
東
洋
に
比

べ
て
、
現
象
界

の
物
に

即
し
て
展
開

さ
れ

る
性
格

が
は

る
か
に
強
い
の
で
あ
る
。

五
　
「
間
」
の
生
活
文
化
―
東
西
の
差
―

右

の
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ

ン
論
文
に
よ

れ
ば
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
狭
い
空
間
領

域
に
集
中

し
た
と
き

物
質

に
な
る
、

と
い

う
。
す

な
わ
ち
根

拠
か
ら

現
象
が

生
ず

る
媒
介

と
な
る
も
の
は
狭
い
空
間

の
装
置

で
あ
る
。
こ

れ
が
わ
が
国
で

は
古
来

、
「
間

」
と
称
さ
れ
て
き

た
。

た
と
え
ば
神
社
の
鳥
居
は
狭
い
空
間

を
作

る
た
め
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
神
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
集
中
し
て
、
そ
こ

を
通

る
人

は
神
に
呼
応
で
き
る
状

態
と

な
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
相
撲
道
場

や
能
楽

堂
の
四
本
柱
の
装
置
も
、

あ
れ

に
よ

っ
て
狭
い

空
間

が
作
ら
れ
、
気
が
凝
縮
し
て
、
そ

の
場
の
力
士
や

役
者

に
力

が
与
え
ら

れ
神
の
世
界
と
呼
応
可

能
に
な
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で

あ

る
。

つ
ぎ
に
時
間

的
な
間
の
仕
組
み
を
考
え
よ
う
。

野

に
出
て

農
耕
の
重
労
働

を
し
て
い
る
と
き
、
さ
あ
１

つ
と
時
雨
れ
て
き

た
と
す

る
。
農
夫

は
大
樹
の
蔭
か
濡
れ
縁
に
し
ぱ
し
休
ん
で
雨
脚
の
過
ぎ
る

の
を
待
つ
。
そ
の
間
、
苦
し

い
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
時
間
的

な
間

が
入

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
俳
句
で
も
詠
め
ば
芸
術

の
世
界
に
赴
け

る
。

そ
こ

に
は
本
質
界

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
救
い

が
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
収
穫
の
祭
と
し
て
一
日
中
、
労
働

か
ら
解
放
さ
れ
る
日
も

あ
る
。
い
ず
れ
も
自
然
の
リ

ズ
ム
に
呼
応

し
た
間

の
設
定
で
あ
る
。
そ
こ
で

趣
味
や
芸
術
や
法

悦
の
世

界
に
遊
び
、
心
身

を
ジ
フ

レ

。
シ
ュ
す
る
こ

と
が

で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
の
と
り
方
に
つ
い
て
も
、
日
本
人

は
雨

と
か
収
穫
と
か
自
然
の
契

機
に
即
応
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
対

し
、
西

洋
で

は
古
来
、
七
日
目
を
休
日

と
定
め
、
今
で
も
午
後
五

時
に
は
直

ち
に
帰

宅
す

る
と
い

う

よ

う

に
人
為

的
・
数
量
的
に
間
を
定

め
て
。
物
理
的
に
生
活
ｎ
ｙ
ズ
ム
を
編
成
す
る
こ
と
が

多
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
気
の
思
想

や
間

の
と
り
方

に
つ
い
て
も
東
西



を
比

較

す

れ

ば

一
応

、

対

照

的

と

い

え

よ

う

。
（

た

だ

し

東

西

の

中

間

的

性

格
を

も

つ
も

の

と
し

て

北

欧

文
化

に

も
注

目

を
要

す

る

。
）

東

西
対

照

的

の
因

由

は

何

か

。
結

局

、
東

洋

の
農

耕

文
化

に

対

す

る
西

洋

の
牧

畜

文

化

の
差

異

で

あ

ろ

う

。
農

耕

は

太

陽

・
土

壌

・
気

温

等

々

漠

然

と

し

た
恵

み

の

無

形
界

を

重
視

す

る

が

、

牧
畜

は
家

畜

の

交

尾

が

決
定

的

に

見

え

る
の

で

有

形

具
象

を
重

視

す

る
傾

向

に
な

る

か
ら

で

あ

ろ

う

。

（

１
）
　
『

ヘ
ー
ゲ

ル
大
論
理
学

』
武
市
健

人
訳
、
岩
波
書

店
、
中

巻
、
一
三
五
ペ
ー

ジ
。
武
市
氏
訳
で

は
「
制
約
」
と

あ
る
の
を
、
私

は
「
条
件
」
と

い
う
語
を
使

わ
せ
て
い
た
だ
く

。

（
２
）
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
「
現
成
公
案
」

の
末
尾

。

（
３
）
　
藤
堂
明
保
『
学
研
漢
和
大
字
典
』
七
〇
ニ

ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
同

右
。

（
５
）

横
山

大
観
「
大

観
自
伝
」
講
談
社
『
学
術
文
庫
』
一
五
〇

ペ
ー
ジ
。

（
６
）
　
小
川
肋

「
エ
ー
テ
ル
」
弘
文
堂
『
科
学
史
技
術
史
事
典
』
一
一
六

ペ
ー
ジ
。

（

７
）
　
遠
藤

真
二
「
場

の
理
論
」
弘
文
堂
「

科
学
史
技

術
史
事
典
」
八
二
九

ベ
ー
シ

ー

（

た

か

す

・

ゆ

う

ぞ

う

、

経

済

・

社

会

・

文

化

史

、

日

本

大

学

教

授

）

‐

Ｉ

ｉ

‐

１

１

４
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