
〈
特
集
「
″
和
″
の
思
想
―
東
と
西
―
」
５
〉

日

本

に

お

け

る

「
和

」

の

思

想

―
憲
法
十
七
条
を
基
盤
に
し
て
―

一

聖
徳
太
子
の
『
憲
法
十
七
条
』
第
一
条

に
「
以
和
為
貴
」

と
あ

る
が
、
こ

の
語

の
出
典
と
し
て
は
、
『
礼
記
』

の

「
礼
之
以
和
為
貴
」（
儒
行
）
や

『
論

語

』
の
「
礼
之
用
和
為
貴
」
（
学
而
）
な
ど
が
あ
げ

ら
れ

る
。

そ
こ
で

検

討

す

べ
き
問
題

は
、
儒
教

の
和
の
思
想
と
、
こ
れ
を
引
用

し
て
の
『

憲
法

十
七

条
』
の
和
の
思

想
と
の
同
異
で

あ
る
。
な

お
、
次

の
第
二
条

で

は
、「

篤
敬

三
宝
」
と
て
仏
教
へ
の
帰

依

が
う

た
わ
れ
て

お
り

、
そ
こ

か
ら
、
第
一
条

の

「
以

和
為

貴
」

に
は
、
仏
教
の
和

の
精
神

も
加

わ
っ
て
い

る
と
い

う
。

と
す

れ
ば
、
こ
こ
に
仏
教
の
和
の
思
想
も
呼
ぴ
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「

和
」

を
め
ぐ
っ
て
仏
教
・
儒
教

お
よ

び
日
本
思

想
の
比
較
検
討

が
必
要

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
仏
教
と
儒
教
に
関

し
て

和
辻
哲
郎

氏

は
、
『
論
語
』
の
「
礼
之
用

和

田
　
村
　
芳
　
朗

為
貴
」
と
い
う
こ
と
ぱ
を
取
り
あ
げ
、
主
題
は
「
礼
」
で
あ
っ
て
、
「
和
」

で

は
な
く

、
そ
れ
に
た
い
し
て
。
太
子
は
礼
と
無
関
係

に
真
先

に
和

を
原
理

と
し
て
掲

げ
て

お
り

、
こ

れ
は
仏
教

の
慈
悲
の
立
場
を
現

わ
し
て
い

る
と
い

う
。
そ
れ
を
証
す

る
も
の
が
、
第
二
条
の
「

篤
敬
三

宝
」

だ
と
す
る
。

た
だ

し
、
第
一
条
に
お
い
て
、
仏
教
の
用

語
を
避

け
て
儒
教
の
用
語

に
よ
っ
た
の

は
、
国
家
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り

、
儒
教

の
考
え
を
用
い
る
ほ
う
が
よ
い

と
考
え
た

か
ら
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
和
辻
氏
は
第
一
条
と
第
二
条
に
つ
い

て
、
「
国
家
の
原
理

と
し
て
の
和
、
そ
の
背
後

の
人
生
の
原
理
と
し
て

の

仏

教

を
説

い
た
」

と
解

し
、
そ
の
あ
と
で
、
第
三
条
以
下

に
君
臣
関
係
や
臣
民

関
係

に
つ
い
て
の
訓
戒

が
続
く
と
い
う
。
こ
れ
を
い
い

か
え
れ
ば
、
儒
教
は

国

家
の
原
理

と
し
て
用
い
ら
れ

る
も

の

で

あ

り
、
『
論
語
』
に
説
か

れ

た

「

和
」
も

そ
う
で

あ
る
が
、
仏
教
は
広
く
人
生
の
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
も

の
が
「
慈
悲
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
和
辻
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氏

は

慈

悲

に

つ
い

て

、
「

無

差

別

慈

悲
」

と

称

し

て

も

い

る
。

仏

教

が
国

家

の

わ

く

を
こ

え

た
普

遍

的

な
人

生

な
い

し

人

倫

を

問

題

に

し

、

そ

の

現

わ

れ

が

「

慈

悲

」

だ

と

い

う
こ

と
は

、

当

を

得

た

見

解

と
評

せ

よ

う

。

こ

の

こ

と

は

、

仏

教

の
「

和

」

に

も

あ
て

は

ま

る

。

二

和

に

つ
い

て

は

「

和

合

」

と

「

平

和

」

の
二

種

に
大

別

さ

れ

る

が
、

仏

教

で
は
、
前
者
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
サ
ー
マ
グ
リ
ー
（
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｇ
ｒ
i
）
、
後
者
を

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
（
s
a
n
t
i
）
と
称
す
る
。
前
者
は
「
和
合
」
と
漢
訳
さ
れ
る
の

に

た

い

し

て

、

後

者

は

多

く

「

寂

静

」
、

と

ぎ

に

「

寂

滅
」

と
も

訳

さ
れ

る

。

と
こ
ろ
で
「
寂
静
」
と
か
「
寂
滅
」
と
い
う
訳
は
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
ｎ
ｉ
ｒ
-

ｖ
ａ
ｎ
 
ａ
涅
槃
）
の
訳
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）
は
、

直

接

的

に

は

煩

悩

の

火

の

吹

き

消

え

た

こ

と

を

意

味

す

る

が
、

ひ

い

て

は

平

安

な

悟

り

の

境

地

と

い

う

こ

と

か

ら

、
「

寂

静

」

と

か
「

寂

滅

」

と

訳

さ

れ

る

に

も

い

た

っ
た

の

で

あ

る

。

シ

ャ
ー

ン
テ

ィ
も

同

様

の
意

味

を

持

っ
た

語

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
並
べ
て
用
い
ら
れ
た
り
、
同
様
の

訳

語

が
あ

て

ら

れ

た
。

こ

の

「

寂

静

」

と

か

「

寂

滅

」

と

訳

さ

れ

た

シ

ャ

ー

ン
テ

ィ

が
仏

教

に

お

け

る

平

和

の

観

念

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

煩

悩

、

な

か
で

も

自

己

顕
示

欲

な

い

し

権

勢

欲

（

我

執

）

の

断

滅

が
平

和

実

現

の

根

本

要

件

で

あ

る

こ

と

を

物

語

っ
て

い

る

。

そ

う

い

う

角

度

か
ら

、

平

和

に

関

連

し

た
倫

理

と

い

う

も

の

を

原

始

経

典

や

大
乗

経

典

か
ら

収

集
す

る

こ

と

が
可

能

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

大

き

く

は

個

人

倫

理

と

社

会

倫

理

と

に

分

け

ら

れ

る

が

、

個

人

倫

理

に

つ

い

て

は

、

さ

ら

に

消

極

的

倫

理

と

積

極

的

倫

理

に

分

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

消

極

的

倫

理

の

例

と

し

て

は

、

た

と

え

ば

『

ダ

ム

マ

パ

ダ

』
（
法

句

経

）

に

、

「

お

よ

そ

、

こ

の

世

に

お

い

て

、

怨

み

は

怨

み

に

よ

っ

て

や

ま

ず

。

怨

み

な

き

に

よ

っ

て

や

む

。

こ

れ

、

不

変

の

真

理

な

り

」
（
五

）
、
「

勝

利

は

怨

み

を

生
ず
。
敗
者
は
苦
し
ん
で
臥
す
。
勝
敗
を
離
れ
て
寂
静
（
s
a
n
t
i
）
な
る
人
は

楽

し

く

臥

す

」
（

二

〇

一

）

と

て

、

自

己

顕

示

欲

の

反

作

用

で

あ

る

怨

み

の

抑

止

が

説

か

れ

て

い

る

。
『

ス

ッ

タ

ニ

パ

ー

タ

』

で

は

、

非

難

と

称

賛

の

い

ず

れ
に
も
動
ず
る
こ
と
な
く
、
執
見
の
も
と
是
非
・
優
劣
の
論
争
を
さ
し
ひ
か

え

る

こ

と

を

説

き

す

す

め

、
「

無

論

争

の

境

地

を

安

穏

な

り

と

観

じ

て

、

論

争

せ

ざ

れ

」
（

八

九
六

）

と

戒

め

て

い

る

。

特

に

強

調

し

た

も

の

は

、

堪

忍

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
『

ダ

ム

マ

パ

ダ

』

に

、
「

わ

れ

は

、

世

の

そ

し

り

を

堪

え

忍

ぱ

ん

」
（
三

二

〇

）
、
「

世

の

そ

し

り

を

忍

び

、

み

ず

か

ら

を

整

え

た

者

こ

そ

、

人
中
の
第
一
で
あ
る
」
（
三
二
一
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
『
憲
法

十

七

条

』

の

第

十

条

や

第

十

四

条

に

類

似

の

説

が

見

え

て

お

り

、

仏

教

の

精

神

を

反

映

し

た

も

の

と

い

え

よ

う

。

積

極

的

倫

理

と

し

て

は

、

い

う

ま

で

も

な

く

、

慈

悲

が

あ

げ

ら

れ

る

。

大

乗

仏

教

に

お

け

る

菩

薩

は

、

個

人

的

に

は

慈

悲

・
利

他

行

を

目

的

と

す

る

も

の

で

、
『
法

華

経

』

法

師

品

第

十

に

は

、

実

践

に

さ

い

し

て

の

方

軌

と

し

て

慈

悲

（
ｍ

ａ
ｉｔｒ
ｉ
）
　・

忍

辱

（

ｋ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
）
　・

空

性

（
ｓ
ｕ
ｎ
ｙ
ａ
ｔａ
）

の

三

つ

が

説

か

れ

て

い

る

。

積

極

的

倫

理

と

し

て

慈

悲

、

消

極

的

倫

理

と

し

て

忍

辱

、

そ

の

根

底

と

し

て

無

執

着

の

空

性

が

三

軌

と

し

て

立

て

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

こ



こ
で
慈
悲
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
無
縁
の
慈
悲
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
、
一
切

の
限
定

や
立
場
を
こ
え
た
不

偏
・
平
等

の
愛

を
意
味
す
る
。
こ

の
こ

と
は
、
社
会

倫
理

に
も
か
か
わ

っ
て
く
る
。

平
和
に
つ
い
て
の
社
会
倫
理
も
、
し
ば
し
ば
仏
教
で
説
か
れ
て
お
り
、
ひ

い
て

は
、
そ
こ

か
ら

仏
教

の
国
家
観
や
戦
争
観
な
ど
を
引

き
だ
す
こ
と

が
可

能
で

あ
る
。
ま
ず

、
イ
ン
ド
の
き
び
し
い
階
級
差
別

に
た
い
し
て
、
階
級
の

平
等

が
さ
け
ぱ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
「
結

髪
・
族

姓
・
素

性
に
よ

っ
て

婆

羅

門
（
貴
族
）

な
の
で
は
な
い
。
真
理
と
法

の
あ
る
者
こ

そ
浄
福
で
あ
り
、
婆

羅
門

で
あ
る
」
（
『
ダ
ム
マ
パ
ダ
』
三
九
三
）
、「

生
れ
に

よ
っ
て

賎
民
な
の

で

は

な
い
。
生

れ
に
よ

っ
て
婆

羅
門
な
の
で
は
な
い
。
行

い
に
よ
っ
て
賎
民
と
も

な
り
、
婆
羅
門
と
も
な
る
」
（
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
一
三
六
）
、
「
生
れ
を
問
う

な
。
行
い
を
問
え
」
（
同
四
六
二
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
階
級
平
等
の
説

は
、
民
主
・
共
和
の
政
治
な
い
し
国
家
を
理
想
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
も
為
政
者
あ

る
い
は
統
治
者

の
心

が
ま
え
と
い
う
こ
と
か
ら
、
し

ば
し

ば
「
王
論
」

と
い
う
形

で
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
「
王
論
」
で
は
、
王

が
権

勢

欲
に
か
ら

れ
て
横

暴
な
ふ
る
ま
い
に
出
た
り
、
他
国
侵
略

の
戦
争

を
お
こ
し

た
り

す
る
こ

と
に
批
判
を
向
け

つ
つ
、
正
法
に
基

づ
い

て
の
平

和
・
平

等
の

政
治
を
説
き

す
す
め
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
「
王
論
」
に

か
な

っ
た
実
例
と

し
て
、
聖
徳
太
子

と
対
比

さ
れ

る
ア

シ
ョ
ー
カ
（
阿
育
）
王

を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
ア

シ
ョ
ー

カ
王
に

は
『
石

柱
法

勅
』
や
『

摩
崖
法

勅
』

が
残

さ
れ
て
お
り
、
聖
徳
太
子

の
『
憲
法
十

七
条
』
と
の
比

較
検
討

は
興
味
深

い

こ

と
が
ら
で
あ

る
。

ア

シ

ョ

ー

カ
王

は

、

カ
リ

ン

ガ
国

の

征

服

後

、
民

衆

の

悲
惨

な
犠

牲

に

た

い
す

る
反

省

と

し
て

、
仏

教

に

よ

る
慈

悲

と
平

和

の

政

治

を
行

な

お
う

と

志

し

た
。

王

が
政

治

の

原

理

な
い

し

理

念

と

し

て

採
用

し

た
も

の

は
、

仏

教

の

「
法

」
（
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
）

で

あ

っ

た
。

そ

の

法

に

つ

い
て

は

、
「

法

は

善

で

あ

る

。

し

か
ら

ぱ
、

法

と

は

な
に

か
。

少

漏

と

衆
善

と

慈
愛

と
布

施

と

真

実

と

清

浄

と
で

あ

る
」
（
『
六
章
石
枉
法
勅
』
第
二
章
）
と

解
説

し

て

い

る
。

人

民

に

関

し

て

は

、

そ

の

平

等

と
幸

福

を
念

願

し

た
。

た

と
え

ば
、
「

す

べ
て

の

人

は

、

み

な

私

の

子

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ
え

に

、

王
子

た

ち

の

た

め
に

現

世

・
後

世

の

利

益

・
安

楽

を
願

う

と
全

く

同

様

に

、

す

べ
て

の
人

び

と
に

た

い
し

て

、

こ

れ
を

願

う
」
（
「
別
刻
摩
崖
法
勍
」
第
一
章
）
と

い

う

。
法

勅

の
多

く

は

人

民

の

利
益
に
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
思
い
は
辺
境
の
異
民
族
や
奴

隷

・
従

僕

に

も

及

ん

だ
。
「

い

か

な

る
苦

悩

も
蒙

る
こ

と

の

な

い

よ

う

に

」

（
同
第
二
章
）
、
「

正

し

い

取

り

扱

い
」
（
『
十
四
章
摩
崖
法
勅
』
第
九
章
）
を

念

願

し

た
。

囚

人

の

釈

放

に

も

心

が

け

て

い

る

。

な

お

、
王

と

人

民

と

の

関

係

に

つ

い
て

、

次

の

ご
と

き

注

目

す

べ
き

こ

と

ぱ

が
見

ら

れ

る
。

す

な
わ

ち

、
「

私

は

、

一
切

世

間

の
利

益

を
増

進

す

る

こ

と

を
義

務

と

考

え

る
」

と

い

い

つ

つ

、
「

し

た

が

っ

て
、

私

の

な
す

い

か

な

る
努

力

も

、

す

べ
て

こ

れ

、

一

に

私

の

人
民

に

負

う

て

い

る
債

務

を
返

還
せ

ん

が

た

め
で

あ

る
」
（
『
十
四
章
摩
崖
法
勅
』
第
六
章
）

と

の

ぺ
て

い

る

。

こ

れ

は
、

仏

教

の
国

家

契
約

説

な

い
し

民

約

論

的

な

国
王

観

に

基

づ
い

た
も

の
と

考
え

ら

れ

る

。
『
小

縁

経
』
『
世

記

経

』
『
起

世

経

』

な

ど

に

、
国

王

と

は
、

人

民

を
守

る

た

め

に

大
衆

に

よ

っ

て

選

び
立

て

ら

れ

た
者

と
定

義

づ
け

て

お

J
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り

、「

平
等
主
」
と

か
「
民
主
」
あ

る
い
は
「
田

主
」
と
い
う
呼
称
も

見

ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
国
王

と

は
、
人
民

に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
し

た

が
っ
て
、
租
税
と
は
、
人
民

を
守

っ
て

く
れ
た
こ
と
に
た
い
す

る
謝
礼

で

あ
り
、
国
王
に
た
い
し
て
払

わ
れ

る
俸

給
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
国
家
契
約
説
的
な
王
制

に
つ
い
て
は
、
日
本

の
思

想
家
も
知

っ
て
い
た
。
た
と
え
ぱ
北
畠
親
房
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
巻
一
に
お
い
て
日

本

の
起
源
に
ふ
れ
つ
つ
、
王

制
の
面

か
ら

イ
ン
ド
や
シ
ナ

と
日
本

と
の
相

違

を
論
じ
て
い
る
が
、
日
本

は
万

世
一
系

の
国
で

あ
る
の
に
た
い
し
、

シ
ナ

は

「
み

だ
り
が
は
し
き
国
」

と
し
て
、
「
一
種

を
さ
だ
む

る
事
な
し
。
乱

世

に

な
る
ま
ま
に
ち
か
ら
を
も
っ
て

国
を
あ
ら
そ
ふ
」一
と
評
し
、
イ
ン
ド
に
つ
い

て
は
、
『
彼
国

の
初

の
民
主
王

も
衆
の

た
め
に
選

び
立
ら
れ
し
よ
り
相

続

せ

り

。
又
世

く
だ
り
て

は
そ
の
種
姓
も
お

ほ
く
ほ
ろ

ぼ
さ
れ
て
、
勢
力
あ

れ
ば

下

劣
の
種
も
国

主
と
成

る
」
と
い
う
。

さ
き
に
あ

げ
た
『
小
縁
経
』
や
『
世

記
経
』
な
ど
の
文

を
そ
の
ま
ま
引

用
し
て
も
い
る
。
要

は
、
万
世

一
系
の
日

本

を
最
も
す
ぐ
れ
た
国

と
主
張
し
た
も

の
で
、
「
天
祖
よ
り
こ
の
か

た
、

継

体

だ
が
は
ず
し
て
唯
一

種
ま
し
ま
す
事
、
天
竺
に
も
其
た
ぐ
ひ
な
し
」
と
賛

嘆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上

の

ご
と
き
人
民

観
や
国
王

論
に
基

づ
い

た
ア

シ
ョ
ー
カ
王

の
法
勅
に

聖
徳
太
子
の
『

憲
法
十

七
条
』
を
対
比
さ
せ
て
み

る
と
、
気
が
つ
く
こ
と
は
、

『

憲
法

十
七
条

』
に
お
い
て
は
、
上
下

の
階
位
的
秩
序

が
う
た
わ
れ
て
い

る

こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
氏

族
間

の
権
力
闘
争
を
お
さ
え
て
、
天

皇
中

心
の

統
一
国

家
の
樹

立
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
状
況
下

に
太
子

が

位
置
し
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
第
「

条
の
和

も

説

か
れ
た
と
考
え

う
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
同

じ
く
仏
教

を
取
り

こ

ん
だ
ア

シ
ョ
ー
カ
王

と
聖
徳
太
子

に
お
い
て
、
大
き
な
違

い
が
見
ら
れ

る

の
は
、
仏
教
摂
取

の
程
度

の
差
に
よ

る
も
の
か
、
イ

ン
ド
と
日
本
の
風
土
的

違

い
に
よ

る
も
の

か
、
あ

る
い
は
当
時
の
国
情
の
相
違
に
よ

る
も
の

か
、
そ

れ
に
中
国
の
儒
教
も
介
在

さ
せ
な

が
ら
、
改
め
て
検
討

を
加
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

三

ア

シ
ョ
ー
カ
王

と
聖
徳
太
子

の
違
い
に
関
連
し
て
、
特
に
考
慮
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
問
題

が
あ

る
。

そ
れ
は
、
聖
徳
太
子
の
根
源
的
背
景

を
な
す
日
本

的
思
考
の
問
題
で
あ
り
、
日
本
的
和
の
問
題
で
あ
る
。
鎌
倉
中
期
（
一
二
五

〇
）
ご
ろ
よ
り
神
道

の
仏
教
か
ら
の
独

立
運
動

が
お
こ
り
、

近

世
に
い
た
っ

て
は
排
仏
論

と
な
っ
て
爆

発
す
る
が
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
も
の
は
日
本
的

思
考
で
あ
り

、
日
本

の
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
居
宣
長
も
主
張
す
る
よ
う

に
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
自

然
な
心
情
と
さ
れ
る
。
宣
長
は
『
玉

勝
間

』
に
お

い
て
、
「
生
れ
な
が
ら
の
真
心
な
る
ぞ
、
道
に
は
有
け
る
。
真
心
と
は
、
よ

く
も
あ
し
く
も
、
う
ま
れ
つ
き
た
る
ま
ま
の
心
を
い
ふ
」
（
一
の
巻
）
と
説
き
、

そ
れ
が
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
だ
と
し
た
。
こ
の
生
ま
れ
た
ま
ま
の
心
は
、

『

古
事
記
』
『
日
本
書

紀
』
『

続
日
本

紀
』

な
ど
に
説
か
れ
る

「
清

く

明

き

心
」
と
か
「
清
く
直
き
心
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、
特
に
「
直
き
心
」
が
、

そ
の
ポ
イ

ン
ト

を
な
す
。



こ

こ
か
ら
、
人
間
の
自
然
な
心
情
の
現
わ
れ
で
あ

る
男
女

の
愛

が
肯
定

さ

れ
て
も
く
る
。
宣
長
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
注
釈
し

た
『
玉

の

小

櫛
』

の

中

で
、
「
人

の
情
の
感
ず

る
こ
と
、
恋
に
ま

さ
る
は
な
し
」

と
て
、
人
情

の
最

た
る
も
の

が
男
女

の
愛

で
あ
る
と
し
た
。
ひ

い

て

は
、
『
源
氏

物
語

』
を
好

色
の
い
ま
し

め
と
解
す

る
こ

と
は
誤
り
で

あ
る
と
評

し

つ

つ
、
「
人

情
世
態

に
よ
く
通

ぜ
ん
こ

と
、
此

の
物
語

を
よ
む
に
し

く
物

あ
ら
じ
」
と
て
、
人

情

世

態
を
知

る
に

は
、
『
源
氏
物
語
』

を
読

む
に
し
く
は
な
い
と

い

う
。
元
禄

期
に
原
始
儒
教

へ
の
復
帰

を
唱
え
て
古
学
派

を
お
こ
し
た
荻
生
徂
徠
・
伊
藤

仁
斎

た
ち
も
、
男
女

の
愛

を
肯
定
し

た
。
特

に
仁
斎
の
『
童
子
問
』
に
は
、

「
仁
の
徳
た
る
大
な
り
。
然
れ
ど
も
一
言
以
て
之
を
蔽
ふ
。
日
く
、
愛
の

み
」
（
巻
の
上
）
と
て
、
仁

は
愛

の
一
語

に
つ
き
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

ま
た
、

「
皆
愛
よ
り
出

づ
」
、と
て
、
す

べ
て

は
愛

に
源
を
発
す
る
と
説
い
た
。
徂
徠

の
系
統

を
受
け

た
堀
景
山

に
な
る
と
、
男
女

の
愛
欲
を
最
も
重

視

し
、
『
不

尽
言
』
に
お
い
て
、
「
人
情
の
最
も
重
く
大
事
な
る
も
の
は
、
男
女
の
欲
な

り
」
「
男
女
の
欲
は
全
く
是
れ
人
情
の
起
る
本
原
な
る
な
り
」
と
主
張
す
る

に
い

た
る
。
本
居

宣
長

は
、
こ
れ
に
続

く
も
の
で
あ

る
。

生
ま

れ
た
ま
ま
の
自
然
な
心
情
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
男
女
の
本
能
的

な

愛
の

肯
定

は
、
そ
の
発
端
を
自
然
順

応
に
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き

よ
う
。
日

本
で
は
、
四
季

適
当
に
変
化

す
る
温
和
な
自
然
に
恵

ま
れ
、

そ
れ
が
自
然

と

人
生
な
い
し
人
間

と
を
一
体

た
ら
し
め
、
考
え
か
た
や
心
情

、
生
活
様
態
に

い
た
る
ま
で
、
自

然
順

応
を
特
色
と
す
る
に
い
た

っ
た
。
土
着

の
宗
教
信
仰

（
神
道
）

が
自
然
崇

拝
を
根

強
く
保

ち
、
自

然
の
移
り
ゆ
き

に
美

を
見
い

だ

し
て
伝
統

的
な
日
本
文
芸

が
形
成
さ
れ
た
ゆ
え

ん
で

も
あ
る
。
日
本
に
お
け

る
「
和
」

の
精
神

も
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
と
い
え

る
か
も

し

れ

な

い
。

『
憲
法
十

七
条
』
第
一
条

の
「
和
」
は
、
直
接
に
は
儒
教
か
ら

の
引

用
だ
と

し
て

も
、
そ
の
背
景
に
は
、
自
然
順

応
に
由
来
す
る
日
本
的
和

が
考
慮
に
入

れ
ら
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
和
の
精
神

に
富
む
仏
教
の
影
響
も
否
定
は
で
き

な
い
。
た
と

え

ば
、
日
本
へ
の
仏
教
伝
来
に
よ

っ
て
弱
者
救
済
の
社
会
事
業
が
お
こ
り
、

特
に
減
刑
運
動
や
、
平

安
時
代

に
は
三
百
余
年
に
も
わ
た
っ
て
死
刑
廃
止

が

続
い
た
こ

と
が
、

そ
れ
を
雄
弁

に
物
語

っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
さ
き
に
あ
げ

た
近
世
の
国
学
者

や
神
道
家
、
そ
れ
に
古
学
派
の
儒
教
者
も
加
え
て

、
日
本

か
ら
仏
教

の
影
響

を
排
除
し
よ
う
と
し

た
。
と
い
う
の
は
、
仏
教
は
自
然
な

心
情
に
反
す
る

か
ら
で
あ
る
。
そ

の
例
と
し
て
、
釈
迦

が
妻
子

を
捨
て
て
独

身
を
通
し

た
こ

と
を
取

り
あ
げ
、
非
難
し

た
。
『
自
然
真
営
道
』
を
著

わ

し

た
安
藤
昌
益

は
、
「
釈
氏

が
独

身
に
偏
す

る
も
、
男
女
自
然
の
人
道
に
背
く
」

と
評
し
て

い
る
。
昌
益
は
、
天
地
自
然

の
人
倫

の
道
に
お
い
て
は
、
万
民
平

等
で
あ
り

、
一
体
で

あ
る
こ
と
を
強
調

し
た
。
同

じ
く
『
自
然
真
営
道
』

の

中
で

、「
天
地
一
体
万
人
に
し
て
一
人

な
る
自

然
天
地

の
人
倫
に
、
君

臣

と

云

う
貴

賤
の
差
別
之

れ
無
し
」
「
自

然
・
互
性

の
妙
道

を
以
て
、
上
下

二

別

無
し
」

と
い
う
。
自
然
天
地
は
本
来
、
融

和
一
体

を
な
す
こ
と
を
主
張
し
た

も

の
で

、
そ
れ
が
、
日
本
的
和
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
仏
教
は
自
然
の
心

情

、
男
女

の
愛
を
煩
悩

と
し
て
否

定
す
る
も
の
で

あ
り

、
し
た
が
っ
て
、
仏

教
で
説

く
和
は
、
自
然
順
応
に
由
来
す
る
日
本

的
和
と
は
違
う
こ
と
に
も
な
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る
。
と
も
あ

れ
、
排

仏
論
を
お
こ
し
た
近
世
の
日
本
思

想
家

た
ち
の
意
を
体

し
て
い
え

ば
、’
日
本

に
お
け
る
和
の
精
神
は
仏
教
の
影
響
に

よ
る
も

の
で
な

く
、
自

然
順
応

と
。い
う
本
来
の
日
本
的
思
考
に
起
源

を
有
す

る
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

と
こ

ろ
で

、
自
然
順

応
と
い
う
日
本
的
思
考
に
た
い

し
て

、
逆

に
仏
教
か

ら
批
判

さ
れ
る

べ
き
点

が
存
す

る
。
四

季
の
自
然
に
美

を
見

い
だ
し
、
そ
れ

に
順
応
す

る
こ

と
は
長

所
と
し
て
も
、
自
然
順

応

が
現
実
順
応

と
な
り

、
つ

い
に
は
体
制
順
応

と
な
る
恐
れ

が
あ
る
。
与
え

ら
れ
た
現
実
社
会
に
抵

抗
す

る
こ

と
な
く
、
封
建

的
な
社

会
体
制
の
中

に
埋
没
す
る
傾
向

が
見
ら
れ

る
こ

と
で
あ

る
。
ひ

い
て

は
、
宿

命
論
的
な
あ
き

ら
め
の
色
濃
き
も
の
と
な
り
、

和
も
ま

た
妥
協

の
様
相

を
呈

し
て

く

る
。『

源
氏
物
語

』
に
「

宿
世

」
の
語

が
一
二
〇
回
も
あ
が
っ
て
い
る
が
、
宿
命
論
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
。

『
憲
法
十
七
条
』
に
顕
著
な
上
下
の
階
位
説
も
、
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

今
日
に

い
た
る
ま
で
聖

徳
太
子

が
賛
仰
さ
れ
続

け
た
。
そ
の
点
、
仏
教

の
民

主
・
共
和

の
思

想
は
日
本

に
は
受
け
い
れ
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
仏
教
か
ら
の
日

本
批
判

と
い

う
こ

と
に
も
な
る

が
、
大
勢
は
、
仏
教

の
日
本
伝
来
後
、
次
第

に
日
本
化
し
、

と
き

に
全
き

日
本

的
変
様

を
遂

げ
る
に
も
い
た
っ
て
い
る
。

仏
教
に

お
け

る
業
説

が
日
本

に
来
て

は
、
前
世
に
重

心
の
か
か
っ
た
宿
命
論

的
な
も

の
に
な

っ
た
こ

と
が
、
そ
の
例
で

あ
る
。

た

と

え

ば
「
十

善
の
帝

王

」
と
い
う
こ

と
ぱ
は
、
帝
王

に
な
る
者

は
民
衆
に
先

だ
っ
て
十
善

を
な
す

べ
し
と
い
う
意
味
で
あ

る
が
、
日
本

に
来

る
と
、
帝
王

に
生

ま
れ
る
の
は
、

前
世
に
十
善
を

な
し

た
か
ら

だ
と
い

う
風
に
変

わ
る
。

つ
ま
り

、
帝
王

の
権

威

づ

け

に

用

い

ら

れ

る

に

い

た

る

。

仏

教

の

和

の

思

想

も

、

日

本

に

来

て

は

、

日

本

的

和

に

溶

融

す

る

に

い

た

っ

た

。

今

日

、

改

め

て

両

者

の

同

異

・

是

非
・
長
短
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
時
と
い
え
よ
う
。

（

―
）
　

和

辻

哲

郎

『
日

本

倫

理

思
想

史

』

上

巻

。
」

三

八

～

九

頁

。

（
２

）
　
中

村

元

『
宗

教

と

社

会

倫

理
』

一

一
五

頁

以
下

参

照

。

（

た

む

ら

・

よ

し

ろ

う

、

日

本

仏

教

思

想

史

・

仏

教

哲

学

、

立

正

大

学

教

授

）
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