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研
究

論
文

１

〉

ゲ

ー

テ

と

大

乗

仏

教

序

ゲ
ー
テ

は
決

し
て

い
わ
ゆ
る
体
系
的
哲
学
者
の
部
類
に
属
さ
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
彼

は
お
そ
ら
く
ど
の
哲
学
者
に
も
劣
ら
ず
、
人
間
ら
し
く
生
き

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
を
追
求
し
、
そ
れ
に
応
え

る
べ
き

も
の
と
し
て
の

哲

学
を
要

求
し
た
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
ま
い

か
。
た
と
え

ば
彼
の
晩
年
の

人

生
智
の
結
晶
と
さ
れ

る
千
数
百
篇
に
及
ぶ
ア
フ

ォ
リ

ズ
ム
に
は
、
人
間
ら

し
く
生
き
る
と
は
人
間
存
在
の
実
相
に
忠
実
に
な
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば

真

に
自
由
に
な
ろ
う
と
す

る
こ
と
、
哲
学
は
そ
れ
を
助
長
す

る
べ
き
も

の
で

あ
る
こ
と
等
の
注
目
す

べ
き
主
張

が
随
処
に
読
み
と

れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の

よ
う
な
主
張
は

、
実
は
ゲ

ー
テ
に
限
ら
ず
、
真
理
探
求

と
い

う
こ
と
の
本
来

の
意
味
を
回
復
し
よ
う

と
す
る
広
義
の
人
間
哲
学
に
共
通
に
み
ら
れ

る
も
の

で

あ
り
、
た
と
え

ば
ゲ

ー
テ

が
全
く
知

ら
な
か
っ
た
は
ず
の
大
乗
仏
教
も
そ

の
例
外

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
「

ゲ
ー
テ

は
思
想
体
系
の
本
質

か
ら
す
れ
ば
大
乗
仏
教
の
行
者
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
そ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
、
非

常
に
興
味
深
い
の
で
あ

る
。

さ
て

、
本
論
考

は
、
ゲ

ー
テ
の
こ
と
ぱ
を
通
し
て
、

い
わ
ぱ
典
型
的
人
間

の

生
き
方
と
し
て
の
大
乗

の
行
者

の
条
件

を
描
こ
う

と
す

る
試
み
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
は
ゲ

ー
テ
の
根
本
思
想

と
大
乗

仏
教

の
核
心
の
問
題
に
つ
い

て

の
あ
る
観
点
か
ら
す
る
比
較
研

究
の
些
少

の
努
力
で

あ
る
。

そ

の

構

成

（
骨
子

）
を
導
び
く

べ
く
今
し
ば
ら
く
予
備

的
考
察

を
試
み
て
序
に
代
え

た

い
。ゲ

ー
テ

の
根
本
思
想
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
と
は
人

生
に
内
在

す
る
も
ろ
も
ろ
の
要
求

に
忠
実
に

な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

よ
り
高

い
も
の
に
転

化
す

る
た
め
に
努
力
す

る
こ
と
で
あ

る
と
い
う
重
要

な

主
張

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
表
現

を
か
り
れ

ば
、
人
生
の
目

的
と
す

る

大
　
沼
　
栄
　
穂

只

）

４



幸

福

は

必

ず

し

も

等

質

で

な

く

、

さ

ま

ざ

ま
の

挫

折

を

節

目

と

す

る
い

く

つ

か

の
段

階

を

有

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

さ

ら

に

そ

の

こ

と

は

そ

の

最

高

の

も

の

が
一

種

の

人
格

活

動

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

も

意

味

す

る

の

で

あ

る
。

後

述

す

る

よ

う

に

、

こ

の
人

格

活

動

と

は

人

間

の

自

由

に

も

と

づ

く

と

こ

ろ

の

真

理

探

求

の
姿

勢

に
他

な
ら

な

い

の

で

あ

る

が
、

多

く

の

場
合

わ

れ

わ

れ

は

そ

の

こ

と

を

理
解

し
得

ず

、

む

し

ろ

そ

れ

か

ら

逃

避

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

さ

て

、

ゲ

ー
テ

に

よ

れ

ば
、

哲

学

と

い

う

も

の

は

こ

の
真

理
探

求

と

い

う

人

間

ら

し

い

生
き

方

を
自

覚

さ

せ

、

徹

底

さ

せ

る
こ

と

に

そ

の
使

命

が

あ

る

の

に

、

一
般

に

は

そ

れ

を
放

棄
し

て

い

る

の

で

あ

る

。
真

理
探

求

と

は

一
方

に

お

い

て
永

遠

を

の

ぞ
み

な

が
ら

、

他

方

同

時

に

そ

れ

に
も

か

か

わ

ら

ず

（

む

し

ろ
そ

の

ゆ
え

に
）

無

常

を
覚

悟

し
、

対

決

す

る

と

い

う

い

わ

ば
人

間

存

在

の
実

相

そ

の

も

の

な

の

で

あ

り

、

そ

し

て

ま

た
哲

学

と

は
こ

の

実

相

を

完

成

さ

せ

る

努
力

、

無

常

と
対

決

し

そ

れ

を

無

常

で

な

く

す

る

ｕ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
-

ｇ
ａ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉｃ

ｈ
　ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

努

力
で

あ

る

は

ず

な

の

で

あ

る

が

、

に
も

か

か

わ

ら

ず
哲

学

は
そ

の
本

末

を
転

倒

し

て

、

無

常

の

空

し

さ

の
み

を
強

調

し

。
空

虚

な
思
弁
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
が
そ
の
中
に
あ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
尊
敬
し
た
の
は
、
彼
が
ソ
フ

ィ

ス

ト
や

あ

る
い

は

多

く

の

哲

学

者

と

は
異

な
り

、

単

に
人

間

存

在

の
無

常

の

空

し

さ

（

無

知

）

を

検

察

し

た
に

と

ど
ま

る
こ

と

な
く

、

む

し

ろ

そ

の

こ

と

の

積

極

的

意

義

を

強
調

す

る

こ

と

に

力

点

を
置

い

た

か
ら

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

真

に

人

間

を

よ

り

よ

く

す

る

も

の

と

し

て

の

哲

学

、
愛

知

活

動

と

し

て

の

哲

学

を

説

き

み

ず

か
ら

実

践
し

た

か

ら

で

あ

る
。

真

の

哲

学

と

い

う

も

の

が
健

全
な
人
生
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
教
え

た
か
ら
で

あ
る
。

人
間
ら
し
い
生
き
方
あ
る
い
は
哲
学
の
あ
り
方
に
関

す
る
以

上
の
よ

う
な

ゲ
ー
テ
の
態
度

を
か
え
り
み

る
と
き
、

わ
れ

わ
れ
は
そ
こ
に
大
乗

仏
教

の
成

立
事
情

を
要

約
す
る
も
の
、

従
っ
て

多
少
過
大

な
表
現

な
が
ら
大
乗
仏
教
の

核
心
の
理
解

と
実
践

が
い

か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
暗
示

す
る
も
の
を
見
出

し
得

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す

な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
。

真
理
探
求
は
人
間
存
在
の
実
相
そ
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
自
由
に

も
と

づ
く
。

そ
の
こ
と
の
正

し
い
実
践
（
真
理
探
求
生
活
完
成
四
努
力
）

の
み
が
健
全

な
人
生
態
度
を
約
束
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
右
二
点

を
さ
ら

に
そ

れ
ぞ
れ
二
分
、
三
分
し
て

次
の
よ
う
な

本
論
の
構
成
を
導
き
、
以
下

に
両
者

の
比
較
検
討

を
試
み
て
み
た
い
。

一
　
求

め
る
存
在
と
し
て
の
人
間

二
　

求

め
る
こ
と
の
意
味
と
し
て
の
自
由

三
　

人
生
の
目
的
と
し
て
の
幸

福

四
　

右
に
至

る
方
法
と
し
て

の
教
育

五
　

理
想
の
社
会
（
人
間
社

会
の
平
和
）

一

「
人
生
は
い
か
に
平
俗
に
見
え
て
も
常
に
あ
る
よ
り
高
い
要
求
心
を
秘
か
に

抱
き
養

い
つ
づ
け
て

お
力
、
こ
れ
を
満
足
さ
せ
る
手
段
を
探
し
て

い
る
」

と



い

う

ゲ

ー

テ

の

こ

と

ば

は

、

求

め

る

存

在

と

し

て

の

人

間

の

実

相

を

雄

弁

に

語

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

人

間

ら

し

く

あ

ろ

う

と

す

る

こ

と

は

何

よ

り

も

ま
ず
こ
の
よ
う
な
実
相
―
―
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
真
理
探
求
と
呼
ん
で
み
た

い
の
で
あ
る
が
―
―
に
忠
実
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ

の

求

め

る

こ

と

、

あ

る

い

は

真

理

探

求

と

は

ど

の

よ

う

な

こ

と

な

の

か

、

本

節

に

お

い

て

考

え

て

み

る

こ

と

に

し

た

い

。

さ

き

の

ゲ

ー

テ

の

こ

と

ば

は

、

人

間

の

要

求

と

い

う

も

の

が

実

は

求

め

る

か

ぎ

り

充

た

さ

れ

な

い

と

い

う

こ

と

、

従

っ

て

個

々

の

要

求

は

つ

ね

に

よ

り

高

い

要

求

の

た

め

に

挫

折

す

る

宿

命

に

あ

る

と

い

う

こ

と

を

も

意

味

す

る

の

で

あ

る

。

人

間

は

努

力

す

る

か

ぎ

り

迷

う

Ｅ
ｓ
　
ｉｒ
ｒ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　Ｍ

ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ

，　ｓ
ｏ
ｌａ

ｎ
ｇ
ｅ

ｅ
ｒ
　
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｔ
（
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
）
と
い
う
こ
と
は
、
求
め
る
存
在
と
し
て
の
人
間

が
自
己
矛

盾
的
逆
説
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は

正

直

で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り
公
正

た
り
得
ず
、
誤
り
は
絶
え
ず
行
為

に
お

い
て

繰
返

さ
れ
、
善
い
も
の
正

し
い
も
の
を
完
成

さ
せ

る
た
め
の
純
粋

な
中

庸
を
得
た
活
動
は
き
わ

め
て
稀
で
あ
り
、

わ
れ

わ
れ
は
内
心

の
反
論

を
の

が

れ
る
こ
と

が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
自
信

に
み

ち
た
人
生

の
歩
み

の
中
で
突

然
自
分

が
錯
誤
に

と
ら
わ
れ
て
い
た
こ

と
の
自
覚

は
た
れ
し
も
経
験
す

る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
種
の
自
己
矛
盾
の
事
実

が
、
き

わ
め
て
人
間

的
で
あ
り
し
か
も
人

生

不
可

避
の
厳
粛

な
事
実
で

あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
日
常

何
気
な
く
繰
返

さ
れ

て
い

る
「

何

を
な
す

べ
き

か
」
の
問

い
か
け

が
時
と
し
て
非

常
な
重
み

を
も

つ
こ
と
で
も
容
易

に
推
察
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

わ
れ
わ
れ
は
真
剣
で
あ
ろ
う

と
す
れ

ば
毎
日

の
よ

う
に
、

い
な
時
々
刻
々
「

何
を
な
す
べ
。き

か
」
「

な
す

べ
く
何

を
知

っ
て
い
る
か
」
を
自
問

自
答
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
よ
く
考
え

れ

ば
こ
の
こ
と
は
な
す

べ
き
こ
と

が
あ
り
そ
れ

を
知
り
た
い
と
い
う
永

遠
志

向
と
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
れ

を
知
り
得

な
い
と
い
う
無
常
志
向
の
二

律
背
反

的
自
己
矛
盾

そ
の
も

の
を
表

わ
し
て

い
る
の
で

あ
る
。

「

何

を
な
す

べ
き

か
」
に
象
徴
さ
れ

る
自
己
矛
盾

が
緊
張
な
い
し
悲
観
と

し
て
受

け
と
め
ら

れ
る
の
は

、
そ
れ

が
し
ば
し
ば
単
に
個
人
の
問
題
に
と
ど

ま
ら

ず
、
良
法
変
じ
て
悪
法

と
な
り
美
俗
変
じ
て
陋
習
と
な
る
よ
う
な
社
会

の
一
種

の
価
値

混
乱

の
意
識

に
つ
な

が
る
か
ら
で

あ
る
。
崇
高
な
も
の
は
知

識
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
、
い
か
な
る
こ
と
ば
も
静
止
し
な
い
の
で
あ

り
、

ど
ん
な
偉
大

な
理
念
も
現
実
化
さ
れ
る
や
否
や
暴
君
の
よ
う
に
作
用

す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
権
威
も
真
理
と
同

様
に
誤
り
を
伴
う
こ
と
、
ど
ん
な
秩
序
か
ら
も
最
後
に
杓
子
定
規
が
生
れ
て

来
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
・
あ
ら
ゆ
る

国
民
に
妥
当
し
得
る
ま
こ
と
の
判
断
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
い
や

応
な
し
に
知
る
の
で
あ
る
。

人
間
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、

自
己
の
存
在
実
相
に
忠

実
で

あ
ろ

う
と

す
る
こ
と
は
、
か
く
て
必
然
的
に
価
値
混
乱
の
意
識
の
た
だ
中

に
身

を
置
く

こ
と
で
あ
る
。
真
理
探
求
と
は
そ
の
失

敗
反

応
を
認
め
る
こ

と
に
他

な
ら

な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
し

ば
し
ば
『
無
常
』
と
い
う
こ
と
ば
で
示
す
。

『
無
常
』
と
い
う
こ
と

ば
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
否

定
的
に
う
け

と
め
ら

れ
て

い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
こ
の
無
常

を
人
生

に
お
け
る
苦
し
み

の
根



源

と
し
て
そ
の
深
い
積
極
的
意
味

を
考
え

ず
に
い
る
。
そ
の

あ
げ
く
、

わ
れ

わ
れ
は
真
理
探
求
と
い
う

わ
れ
わ
れ
の
実

相
か
ら

自
己

を
疎
外

し
、

逃
避

的

人
生
態
度
に
追
い
や

っ
て

い
る
。

大
乗
仏
教

と
い
う
も
の

が
そ
の
出
発
点

と
し
て

か
か
げ

る
「
生
死
」

な
い

し
「
無
常
」
と
い
う
人
間
生
存
の
現

実
は
、
と
り

あ
え

ず
は
以
上
述

べ
た
よ

う
な
求

め
る
存
在
と
し
て
の
人
間

の
否
定

的
側
面

を
暗
示

し
て

い
る
よ
う
に

思

わ
れ

る
。
そ
こ
に

お
い
て
こ
の
「

生
死
」

と
か
「
無
常
」

は
実

は
、
わ
れ

わ
れ
が
求
め
る
こ
と
の
意
味
―
―
真
の
自
己
―
―
に
対
す
る
、
無
知
に
他
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し

か
し
な
が
ら

そ
の
こ

と
は
い
い
か
え

れ

ば
「

生
死

」
と
か
「

無
常
」
は
も
し
そ
の
真
の
意
味

が
了
解

さ
れ

る
に
至
れ

ば
、
逆
に
も
は
や
否

定
的
側
面

と
し
て
の
「

生
死
」
「

無
常
」

で
は
な

く

な

る
の
だ
と
い
う
楽
観

を
も
底

流
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
次
章

に
お
い
て
大
乗
の
核
心

を
形

づ
く

る
第
二

の
柱
と
し
て
そ

の
こ
と
を
見

た
い

と
思

う
。

二

ゲ
ー
テ
は
イ
ン
ド
の
思
想

に
つ

い
て

は
一
般

に
積

極
的
理
解

を
示

さ
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
当
時

の
イ
ン
ド
研
究

の
レ
ベ
ル

の
低

さ
と
か
、

現
世
否
定
的
な
側
面
の
み

が
強
調

さ
れ
て

い
る
と
い

う
事
情

も
手
伝

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
彼

が
大
乗

仏
教
の
存
在
に
つ
い
て
知

っ
た

な
ら
、
状
況

は
一
変

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
な

ぜ

な
ら
、
大
乗

仏
教
と
は
、
ま
さ
に
ゲ

ー
テ
の
歓
迎
す
る
「

無
常
を
無
常
で

な

く

す

る

努

力

」

と

し

て

の

典

型

的

人

間

回

復

の

哲

学

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

さ

て

、

わ

れ

わ

れ

は

『

フ

ァ

ウ

ス

ト

』

の

中

に

す

べ

て

無

常

な

る

も

の

は

比

喩

に

他

な

ら

ず

、
Ａ

ｌ
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ｖ

ｅ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ

ｇ

ｌ
ｉ
ｃ

ｈ
ｅ

，
　
１
ｓ
ｔ
　
ｎ

ｕ

ｒ

　
ｅ

ｉｎ

　
Ｖ

ｅ
ｒ
ｇ

ｌ
ｅ

ｉｃ

ｈ
ｎ

ｉ
ｓ

と

い

う

こ

と

ば

を

周

知

し

て

い

る

が

、
こ

の

こ

と

ぱ

の

中

に

こ

そ

、
無

常

を

克

服

す

る

も

の

と

し

て

の

彼

の

哲

学

の

鍵

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

な

か

ろ

う

か

。

無

常

と

は

無

常

な

ら

ざ

る

も

の

の

存

在

す

る

証

拠

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

真

理

を

求

め

る

が

得

ら

れ

な

い

と

い

う

人

間

の

自

己

矛

盾

の

実

相

を

肯

定

す

る

深

い

積

極

的

理

由

を

も

明

ら

か

に

す

る

の

で

あ

る

。

真

理

と

は

存

在

す

る

か

ら

こ

そ

、

か

ん

た

ん

に

知

り

得

な

い

。

人

間

は

正

直

で

あ

ろ

う

と

す

る

か

ら

不

偏

不

党

で

あ

る

こ

と

を

約

束

で

き

な

い

。

人

間

は

努

力

す

る

か

ら

こ

そ

迷

う

自

己

を

自

覚

す

る

。

本

来

人

間

を

愛

す

べ

き

存

在

た

ら

し

め

て

い

る

の

は

彼

の

迷

誤

で

あ

る

。

誤

り

を

ぞ

ん

ざ

い

に

す

る

こ

と

は

同

時

に

真

理
を
き
ず
つ
け
る
等
の
ゲ
ー
テ
の
こ
と
ば
に
は
ゲ
ー
テ
自
身
そ
の
存
在
に
つ

い

て

知

ら

な

か

っ

た

は

ず

の

大

乗

の

英

知

が

脈

動

し

て

い

る

と

い

え

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

真

理

と

は

所

有

す

べ

き

も

の

で

な

く

て

探

求

す

べ

き

も

の

、

認

識

の

失

敗

反

応

の

つ

み

か

さ

ね

こ

そ

成

功

反

応

、

完

全

さ

と

は

努

力

の

中

に

あ

る

と

い

う

菩

薩

の

知

恵

が

見

ら

れ

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

た

と

え

ば

先

に

あ

げ

た

ゲ

ー

テ

の

こ

と

ば

も

「

こ

の

生

死

は

す

な

わ

ち

仏

の

お

い

の

ち

な

り

」

「

煩

悩

即

菩

提

・

生

死

即

涅

槃

」

「

衆

生

本

来

仏

な

り

」

等

々

の

語

句

と

の

お

ど

ろ

く

程

の

類

似

を

思

わ

せ

る

の

で

あ

る

。

大

乗

仏

教

の

核

心

を

示

す

こ

と

ぱ

の

一

つ

に

「

修

よ

り

ほ

か

に

証

を

ま

つ

教仏乗大とテ一
ゲ―

一
ｂ



想

い

な

か

れ

」

と

い

う

有

名

な

道

元

の

戒

句

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

さ

と

り

と

い

う

も

の

は

日

々

の

修

業

の

中

に

あ

る

も

の

、

迷

い

の

自

覚

の

中

に

約

束

さ

れ

て

い

る

も

の

。

身

近

に

あ

っ

て

し

か

も

永

遠

に

心

が

け

ら

れ

る

も

の

と

い

う

ほ

ど

に

理

解

さ

れ

る

の

で

あ

る

が

、

同

時

に

そ

れ

は

人

間

が

自

由

で

あ

る

と

い

う

こ

と

の

真

意

を

日

本

語

で

示

し

た

好

例

で

あ

る

と

考

え

る

。

わ

れ

わ

れ

は

そ

の

う

ら

づ

け

を

、

西

洋

的

修

証

一

等

の

知

恵

と

も

い

う

べ

き

、

『

フ

ァ

ウ

ス

ト

』

の

次

の

語

句

に

見

出

し

得

る

か

ら

で

あ

る

。

Ｎ
ｕ
ｒ

，

ｄ
ｅ
ｒ
 
ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
w
ｉ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
,
 
D
ｅ
ｒ

ｔ
ａ
ｇ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
　
m
ｕ
s
s
．

（

自

由

と

は

自

由

で

あ

ろ

う

と

努

力

す

る

者

の

み

が

享

受

に

値

す

る

）

さ

と

り

と

い

う

も

の

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

、

「

人

間

が

自

由

で

あ

る

」
・

と

い

う

こ

と

の

理

解

は

、

単

に

頭

の

中

で

可

能

に

す

る

と

い

う

も

の

で

な

い

。

そ
れ
は
日
々
の
生
活
の
中
に
人
間
が
刻
々
努
力
し
て
か
ち
得
る
も
の
、
近
い

よ

う

で

遠

い

ま

さ

に

人

間

の

最

終

的

課

題

な

の

で

あ

る

。

現

実

に

わ

れ

わ

れ

は

ほ

と

ん

ど

こ

の

自

由

の

意

味

を

は

き

ち

が

え

て

い

る

。

ゲ

ー

テ

に

よ

れ

ば

、

フ

ラ

ン

ス

革

命

後

、

自

由

が

権

利

で

あ

る

こ

と

の

み

が

強

調

さ

れ

む

し

ろ

義

務

で

あ

る

こ

と

が

忘

れ

ら

れ

て

い

る

。

わ

れ

わ

れ

は

や

や

も

す

れ

ば

自

身

を

統

御

す

る

こ

と

を

な

さ

し

め

な

い

で

わ

れ

わ

れ

の

精

神

を
解
放
し
よ
う
と
す
る
危
険
を
犯
し
て
い
る
。
思
想
と
言
論
の
自
由
を
公
け

の
場
で
た
が
い
に
軽
蔑
し
あ
っ
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
解
し
て
い
る
。
だ

れ
も

が
自
分
の
知

っ
た
と
信
ず

る
こ
と

を
伝
え

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
と
信
じ

て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
大
乗
の
核
心
と
し
て
人
間
存
在
の
実
相
の

意
味
、
求
め
る
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
の
自
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

次

に

わ

れ

わ

れ

は

そ

れ

ら

の

正

し

い

理

解

は

必

然

的

に

大

乗

の

実

践

と

も

い

う

べ

き

積

極

的

人

生

態

度

を

可

能

な

ら

し

め

る

も

の

で

あ

る

と

考

え

、

以

下

、

人

生

の

目

的

と

し

て

の

幸

福

、

そ

の

方

法

と

し

て

の

教

育

、

そ

の

展

開

と

し

て

の

平

和

と

い

う

三

つ

の

項

目

に

お

い

て

考

察

し

て

み

た

い

。

三

人

間

は

た

れ

し

も

幸

福

を

ね

が

う

。

そ

れ

ゆ

え

、

人

間

ら

し

く

あ

る

こ

と

の

追

求

と

し

て

の

哲

学

は

、

た

れ

し

も

が

そ

の

気

に

な

り

さ

え

す

れ

ば

幸

福

に

な

れ

る

は

ず

で

あ

る

と

い

う

力

強

い

人

生

観

を

そ

の

第

一

の

特

色

と

し

て

有

す

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

そ

れ

は

人

生

に

は

苦

し

み

が

つ

き

も

の

で

あ

る

が

そ

れ

に

は

意

味

が

あ

り

、

そ

の

意

味

を

正

し

く

知

る

こ

と

に

よ

っ

て

苦

し

み

が

よ

ろ

こ

び

に

転

ず

る

と

い

う

、

あ

の

大

乗

の

核

心

の

理

解

を

通

し

て

は

じ

め

て

可

能

に

な

し

得

る

も

の

で

な

か

ろ

う

か

。

そ

れ

は

ま

た

同

時

に

健

全

な

人

生

態

度

の

樹

立

を

め

ざ

す

あ

ら

ゆ

る

人

間

哲

学

が

有

す

る

共

通

の

特

色

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

さ

て

、

わ

れ

わ

れ

は

ゲ

ー

テ

の

周

知

の

「

何

は

と

も

あ

れ

、

人

生

は

善

し

」

Ｗ

ｉ
ｅ

　
ｅ

ｓ

　
ａ
ｕ

ｃ

ｈ

　
ｓ
ｅ

ｉ
，

　
ｄ
ａ
ｓ

　
Ｌ
ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

，
　

ｅ
ｓ

　

ｉｓ
ｔ
　
ｇ

ｕ

ｔ
（
『

フ

ァ

ウ

ス

ト

』
）

「

幸

福

は
い
つ
も
眼
の
前
に
あ
る
」
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｇ
l
u
ｃ
ｋ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
i
m
m
e
ｒ
（
『
追
憶
』
）
と
い

う

こ

と

ば

の

中

に

右

に

の

べ

た

典

型

的

な

人

間

哲

学

の

好

例

を

見

出

し

得

る

と

考

え

る

‘
の

で

あ

る

が

、

以

下

そ

れ

を

い

わ

ば

ゲ

ー

テ

的

福

徳

知

一

致

の

思



想
と
仮
称
し
、
彼

の
ア

フ
ォ
リ

ズ
ム
を
通
し
て

う
ら
づ
け
て
み

る
こ

と
に
し

た
い
。

「

わ
た
し
達
の
欠
点

を
矯
正

し
、

わ
た
し
達
の
あ
や
ま

ち
を
償
っ
て

く
れ

る
も
の
が
最
高
の
幸
運
で
あ
る
」
と
か
「
探
求
し
得
る
も
の
を
探
求
し
つ
く

し
探
求
し
得
な

い
も

の
を
心
静

か
に
崇
め
る
こ

と
が
思
索
す
る
人
間

の
も
っ

と
も
す
ば
ら
し
い
幸
福
で
あ
る
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
こ
と
ば
は
徳
性
涵
養
と

か
自

己

完
成

の

努

力

の
中

に

人

間

の
幸

福

が

あ

る

と

い

う
古

典

的

福

徳

知

一

致

の
思

想

を
思

わ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

ら

を
約

束

す

る

も

の

こ

そ

真

理

探

求

の
生

活

で

あ

る

と

い

う

ス

ト

ア

的
発

想

が

そ

こ

に

見
ら

れ

る

。

ま

た
彼

が

『
西

東

詩

篇

』

に

お

い

て

、

地

上

の

子

ら

の

最

高

の

よ

ろ

こ

び

は

た
だ

人

格

で

あ

る
こ

と
、

そ

の

こ

と

を

庶
民

も
下

僕

も

勝
利

者

も

だ

れ

も

が
共

通

に

、

し
か
も
い
つ
も
ｚ
ｕ
　
ｊ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
告
白
し
て
い
る
と
う
た
わ
せ
て
い
る
こ
と

も
、

そ

れ

を

う
ら

づ

け

て

い

る
か

に

見

え

る

。

し

か

し

ゲ

ー
テ

的

福

徳

知

一
致

と

は

よ

り

実

践

的

、

よ

り

大

乗

的

で

あ

っ

て

、
単

な

る

徳

性

涵

養

と

か
単

な

る
自

己

完

成

と

か
以

上

の

も

の
、

す

な

わ

ち

他

者

救

済

を

も

含

む

と

こ

ろ

の
真

理
探

求

な
の

で

あ

る

。
大

乗

に

お
い

て

菩
薩
の
波
羅
蜜
多
行
が
単
な
る
さ
と
り
の
完
成
に
と
ど
ま
ら
ぬ
衆
生
済
度
を

も
含

ん
で
い

る
よ
う

に
。

ゲ
ー
テ

が
努
力
や
忍
耐
、

さ
ら

に
無
抵
抗
を
説
き
、

ざ
ら
に
仕
事
に
よ
ろ
こ
び
と
誇
り
を
も
つ
べ
き

こ
と
を
強
調
す
る
の
は
そ
の

あ
ら

わ
れ
で

あ
ろ
う
。

四

人

間

ら

し

く

あ

ろ

う

と

す

る

哲

学

が

要

求

す

る

力

強

い

人

生

観

の

第

二

の

特

色

は

、

教

育

す

な

わ

ち

幸

福

の

創

造

な

い

し

方

法

に

つ

い

て

の

そ

れ

で

あ

る

。こ

ん

に

ち

、

教

育

と

は

何

か

と

い

う

古

く

し

て

新

し

い

問

い

が

く

り

返

さ

れ

て

い

る

が

、

そ

れ

は

所

詮

、

幸

福

と

は

何

か

と

い

う

問

い

の

無

限

性

に

も

と

づ

く

も

の

、

ひ

い

て

は

人

間

と

は

何

か

と

い

う

問

い

の

永

遠

性

に

も

と

づ

く

も

の

と

い

い

得

る

で

あ

ろ

う

。

大

乗

仏

教

に

代

表

さ

れ

、

ま

た

ゲ

ー

テ

に

も

見

ら

れ

る

人

間

回

復

の

哲

学

は

い

っ

た

い

こ

の

問

題

を

ど

の

よ

う

に

答

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

教

育

の

本

質

に

つ

い

て

の

正

確

な

理

解

は

人

間

存

在

の

実

相

（

真

理

探

求

）

と

そ

の

意

味

、

大

乗

仏

教

的

に

い

え

ば

菩

薩

と

空

の

把

握

に

ま

つ

も

の

で

あ

ろ

う

。

ま

た

そ

れ

に

よ

る

人

生

苦

の

克

服

な

い

し

幸

福

創

造

の

方

法

が

す

な

わ

ち

教

育

の

方

法

と

い

う

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

前

者

に

つ

い

て

い

う

と

、

ま

ず

真

理

と

い

う

も

の

が

単

に

存

在

す

る

の

で

は

な

く

主

体

的

に

学

ば

れ

得

る

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

か

ら

、

教

育

と

は

本

質

的

に

自

己

教

育

で

あ

り

、

自

ら

学

ぶ

こ

と

を

教

え

る

も

の

、

と

い

う

、

い

わ

ぱ

こ

ん

に

ち

の

教

育

の

自

由

化

と

か

個

性

化

の

主

張

に

も

つ

な

が

る

よ

う

な

根

拠

が

示

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
。
「
君
た
ち
自
身
の
中
を
箜
し
た
ま
え
。
そ
う
す
れ
ば
見
出
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
」
「
1
1
人
は
ま
ず
自
分
自
身
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
」
「
自
分
の

教仏乗大とテ一
ゲＱ
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権
威
を
基
礎
づ
け
る
べ
く
努
め
よ
」
。
ま
た
真
理
の
探
求
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ

が
当
然
終
り

が
あ

っ
て

は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

か
ら
教
育

「
わ
た
し
達
は
毎
日
の
よ
う
に
自
己
を
改
革
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
」
「
わ
た
し

達

は
毎

日
の

よ
う

に

経

験

を
解

明

し

精

神

を

浄

化

す

る
必

要

を

感

じ

る

」

「

年

を
と

る
に

つ

れ

て

試

練

も

ま

た

き

び

し

く

な

る
」
。

と

は
、
本
質

的
に
生
涯
教
育
（

学
習
）
で
あ

る
と
い
う
こ
と

が
帰

結

さ
れ

る
。

次

に
後
者
、
つ
ま
り
教
育

の
方
法

に
つ
い
て
い
う
と
。

真
理
探
求

と
は
所

詮
、
人
間
存

在
の
逆
説
的
・
弁

証
法

的
実
相

に
忠
実

に

な

る
こ

と
だ
と
い
う
こ
と

か
ら
そ

の
正

し
い
方
法

理
念

が
み

ち
び
か
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
古
く

は
「
悪

を
さ
け
」
「
善

を
な
し
」
「

そ
の
心

を
浄
く
せ
よ
」
を
意
味
す

る
「
戒
」
「

慧
」
「
定
」

の
三
学
、

が
そ

の
典
型

の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

お
そ
ら

く
イ
ン
ド
に
限
ら

ぬ
全
人
類

史
的
背
景

を
有
す

る
も
の
で
な

か
ろ

う
か
。

た
と
え

ば
キ
リ

ス
ト
教

も
所

詮
は
「
律
法

を
守
り
」
「
人

を
愛
し
」
「
神

に
祈

れ
」
の
三
者
の
弁

証
法

的
有
機

性
を
強

調

し
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ

ん
に
ち
の
わ
れ
わ
れ
も
、

全
人
教
育

の
項
目

と
し

て

か
か
げ

る
「
徳
育
」
「
知
育
」
「
体
育
（

な
い
し
情
操
教
育
）
」

の
本
来

の
意

味
や
そ
の
有
機
性

を
回
復
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

で
見

た
よ
う
な

古
来

の
人
間
回
復
の
哲
学
に
耳

を
藉
す

べ
き

な
の
で

な
か
ろ

う
か
。
徳
育

と

は

、
な
す

べ
き
こ
と

が
あ

る
（
そ

れ
に
よ

っ
て
悪

を
さ
け

る
）
と

い
う
人
間

の
永
遠
志
向

を
充
た
し
、
知
育
と

い
う
も

の
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
む

し
ろ
そ
の
ゆ
え
に
つ
ね
に
「
何

を
な
す

べ
き

か
」

を
問
い
な

お
す
無
常
志
向

を
、
体
育
と
い
う
も
の

が
、
こ
の
自
己
矛
盾
の
苦
し
み
を
克
服
す
る
心
の
強

Ｓ

さ
、
素
直

さ
を
め
ざ
す
も
の
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

「
私

た
ち
の
生
れ
つ

き
は
礼
儀
作
法
に
よ
っ
て

い
よ

い
よ
そ
の
輝

き
を
増

す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
「
礼
儀
作
法
の
形
式
に
は
す
べ
て
深
い
内
面
的
な
根

拠

が
あ
る
。
本
当
の
教
育
と

は
形
式
と
こ
の
内
面

的
な
根
拠

を
同
時

に
伝
え

る
よ
う
な
教
育
の
謂
で

あ
る
」
。

ゲ

ー
テ
は
ま
た
心

の
平
静
こ

そ
人
間

を
し

て

最

商

の

教

養

に

至

ら

し

め

る
も

の

で

あ

り
、

宗

教

や

芸

術

の

教

育

的

意

義

を
そ
こ
に
お
い
て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

五

大
乗

的

人

生

論

の

し

め

く

く

り

と

し

て
、

理

想

社

会

な

い

し
平

和

に

関

す

る

も

の

を
問

う

て

み

た

い

。

「

自

由

に

自

分

自

身

の

幸

福

を
鍛

え

る

こ

と

よ
り

こ

の

上

な

く

美

し

い

平

和

を

い

っ

た

い

何

が

わ

れ

わ

れ

に
与

え

る

の

か
」
（
『
格
言
風
に
』
）

と

い

う

の

が
ま

さ

に

大
乗

行

者

た

る

ゲ

ー
テ

の
面

目

を
躍

如

た
ら

し

め
て

い

る

。

一

人

ひ

と

り

が
自
己

を

幸

福

に

す

る

（

鍛

え

る
Ｓｃ
ｈ
ｍ

ｉｅ
ｄ
ｅ
ｎ
…

…

）

努

力

が
、

と

り

も

な

お

さ

ず
平

和

で

あ

る

と

は

、

一
人

ひ

と
り

が
仏

・
菩

薩

で

あ

る

こ

と

の

自

覚

と

実

践

が
と

り

も

な

お

さ
ず

浄

土

で

あ
り

蓮

華

国

で

あ

る
と

す

る
大

乗

の
平

和

観

と

通

ず

る

も

の

を

感

ず

る

か
ら

で

あ

る
。

こ

れ

は

ま

た
平

和

と

は

単

な

る
秩

序

以

上

の

も

の

で

あ

り

、
心

の
中

に
き

ず

き

あ
げ

る

べ
き

も

の

と
す
る
ユ
ネ
ス
コ
宣
言
の
趣
旨
に
も
あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

か

く
て

大

乗

の
実

践

論

は

一

人

ひ

と
り

が
自

己

の

真

の

幸

福

を
き

ず

く

と

こ

ろ

の
自

由

人

で

あ

る

よ

う

な
社

会

を
理

想

と

す

る

。
「

い

か

な

る

政
府

が

４［
○



最
上

の
政
府
で

あ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
自
身

を
治
め
る
こ
と
を
教
え

る
政
府

が

そ
れ
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
ス
ト
ア
の
「
宇
宙
国
家
」
や
カ
ン
ト
の
「
目
的
の

王

国
」
と
一

脈
あ
い
通
ず
る
も
の
で

あ
り
、

さ
ら

に
は
現
代
の
民
主
主
義
の

根
幹
で
も

あ
る
。

か
く
て

わ
れ
わ
れ
自
身
を
治
め
る
、
自
己
目

的
的
生
活
（
探
求
生
活
）

を

送

る
と
い
う
こ
と

が
人
間

の
信
頼
関
係
の
基
礎
で
あ

る
。
東
西

を
超
え

た
修

己
治

人
の
理
想
で
あ
る
。
忍
耐
や
努
力
、
勤
労
は
個
人

を
超

え

る
。
「
勤
労

は
仲
間
を
作
る
」
徳
は
孤
な
ら
ず
。
「
真
に
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
は
他
の

価
値
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
」
、
心
の
寛
さ
、
寛
容
は
価
値
相
対
と
い
う
人

間

哲
学
の
上
に
立
つ
だ
ろ
う
。
ま

た
そ
の
哲
学

に
立
つ
と
き
、
よ
い
対
話

と

い
う
の
は
単

な
る
反
論
で
も
な
く
単
な
る
迎
合
で

も
な
い
よ
う
な
あ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。

以

上
の
よ
う

な
態
度
を
欠
く
と
わ
れ
わ
れ
は
し

ば
し

ば
い
つ

わ
り
の
み
せ

か
け
の
平
和

と
ほ
ん
と
う
の
そ
れ
を
見
分

け
得
な
く
な

る
。
み

ん
な
が
満
足

し
て
い
る
よ
う
な
社
会
は
な
い
し
、
ま
た
実
際
以
上
に
危
険
な
存
在
は
な
い

し
（
仮
想
敵
の
否
定
）
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
に
対
す
る
理
解
は
誤
解
が
大
半
で

あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と

ば
は
虚
構
の
平

和
を
見
破
り
、

そ
の
こ
と
を
覚
悟
し
、

そ

の
克

服
に
つ
ね
に
心
掛
く

べ
き
こ
と

を
い
ま

し
め
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

本

論

考

に

お

い

て

数

多

く

引

用

ぜ

る

ゲ

ー

テ

の

ア

フ

ォ

リ

ズ

ム

は

Ｈ

ａ
ｍ

ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ

Ａ

ｕ
ｓ
ｇ
ａ

ｂ
ｅ

　
Ｂ

ａ
ｎ

ｄ

　
１
２
：
　
Ｍ

ａ
ｘ

ｉ
ｍ

ｅ
ｎ

　
ｕ
ｎ

ｄ

　
Ｒ

ｅ
ｆ
ｌｅ

ｘ

ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ

（

略

号

Ｍ

．
　
ｕ

．
　
Ｒ

．
）

に

も

と

づ

く

。

数

字

は

そ

の

所

載

の

番

号

を

示

す

。

（

―
）
　
木
村
謹
治

『
ゲ

ー
テ
』
一
五
五
ペ
ー
ジ

（
２
）
　
Ｍ

．　ｕ
．　
Ｒ
.　
１
０
４
０

（
３
）
　
同
書

、
４
２
３「
１
０
３
８

（
４
）
　
同
書
、
3
5
7

（
５
）
　
同
書
、
1
0
4
0

（
６
）
　
同
書
、
１
３
６
２

（
７
）
　
同
書
、
３
１
９

（
８
）
　
同
書

、
１
１
１
１

（
９
）
　
同
書
、
1
2
4
4

（
1
0
）
　
同
書
、
1
0
7
0

（
1
1
）
　
同
書
、
5
4
0

（
1
2）
　
同
書
、
１
０
２
４

（
1
3
）
　
同
書
、
1
3
2

（
1
4
）
　
同
書
、
3
8
2

（
1
5
）
　
同
書
、
1
3
8

（
1
6
）
　
同
書
、
9
7
9

（
1
7）
　
白
隠

『
坐
禅

和
讃
』
に
平
易
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
「
六

趣
輪
廻
の
因
縁
は

己

れ
が
愚
痴
の
闇
路
な
り
闇
路
に
闇
路
を
踏
み
そ
え
て
い
つ
か
生
死

を

離

る

べ

き
」

（
1
8）
　
Ｍ

．
　ｕ
．　
Ｒ
．　
１
０
４
５

（
1
9
）
　
同
書
、
3
1
0

（
2
0）
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
　「
弁
道
話
」

（
2
1）

Ｍ

．　ｕ
．　
Ｒ
．　
１
１
１
９

（
2
2
）
　
同
書
、
1
6
3

（
2
3）
　
同
書
、
４
６
３

（
2
4
）
　
同
書
、
1
2
4
5

（
2
5
）
　
同
書
、
7
1
8

（
2
6
）
　
同
書
、
1
0
5
2

教仏乗大とテ
一
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（
2
7
）
　
同
書
、
1
0
9
2

（
2
8
）
　
同
書
、
5
1
0

（
2
9
）
’
同
書
、
7
1
4

（
3
0
）
　
同
書
、
1
0
8
6

（
3
1
）
　
同
書
、
6
2

（
3
2

）
　

同

書

、

１
３
４
２

（
3
3
）
　
同
書
、
1
3
3
0

（
3
4
）
　
同
書
、
1
1
7
8

（
3
5
）
　
同
書
、
1
1
8
3

（
3
6
）
　
同
書
、
5
4

（
3
7
）
　
同
書
、
9
9

（
3
8
）
　
同
書
、
1
0
8
3

（
3
9
）
　
同
書
、
1
5
2

（
4
0

）
　

同

書

、

１
１
９
０

（
4
1
）
　
同
書
、
1
1
3
9

（
4
2
）
　
同
書
、
１
３
５
７

（
4
3

）
　

同

書

、

１
１
９
３
'

（

お
お
ぬ
ま

・
ひ
で
ほ
、
哲
学
、
日
本
大
学

教
授
）

冖
ｎ

ｙ

・
」
Ｄ
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