
〈

秋

季

特

別
大

会
公

開

講
演

〉

日

本

に

お
け

る
比

較
思

想

の
展

開

―
―
弘
法
大
師
よ
り
始
ま
る
―
―

中
　
村
　
　
　
元

こ

の
た
び
、
比
較
思
想
学
会
の
秋
季
特
別
大
会
が
坂
出
市

の
市
民

ホ
ー
ル

で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
会
員
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
至
上
の

よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。
従
来
比
較
思
想
学
会
は
、
例
会
は
し
ば
し
ば
行
な
っ
て

お
り
、
今
年
は
す
で

に
六
月

に
長
野
県

の
松
本
で
信
州
大
学

に
お
い
て
年
次

学
術
大
会
を
開

い
た
が
、
今
年

は
特
別

に
さ
ら

に
そ
の
上
に
秋
季
特

別
大
会

を
坂
出
市

、
坂
出
市
教
育
委
員
会

の
後
援
を
得
て
、
ま
た
財
団

法
人
鎌
田
共

済
会
の
協
賛

の
も
と

に
、
か
く
も
盛
大

に
行
な
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
坂
出
市
駒
止
町
の
ニ
一
世
紀
国
際
交
流
芸
術
学
院
の
指
導

者
で
あ

る
濱
野
年
宏
画
伯
が
数
年
前
か
ら
非
常

な
熱
意
を
も

っ
て
計
画
、
立

案
、
配
慮
下

さ
っ
た
。
そ
し
て
一

々
お
名

は
申
し
上
げ
な
い
が
、
地
元
香
川

県
の
方
々
の
熱
烈

な
後
援

、
協
力

が
こ
こ
に
み
ご
と
に
花
を
開
き
、
実
を
結

ん
だ
わ
け
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
盛
大
に
気
運
が
盛
り
上

っ
た
の
に
は
わ
け

が
あ

る
。
因
縁

が

熟
し
た

の
で
あ

る
。
わ

が
国
に
お
け

る
比
較
思
想
研

究
の
開
拓
者
で
あ
り
、

比
較
思
想
学
会
顧
問
と
し
て
陰
に
陽

に
指
導
さ
れ
た
川
田
熊
太
郎
博
士
は
、

香
川
県

の
出
身
で
あ
る
。
明

治
三
十
二
年
三
月
十
五
日

に
香
川
県
大
川
郡
に

生
れ
、
県
立
高
松

中
学
校
を
卒
業
し
、
京
都
の
第
三
高
等
学
校
第
一
部
丙
類

を
卒
業
し
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
続

い
て
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
の
哲
学
科
を
卒
業
し
、
の
ち
日
本
女
子
大
学
、
東
京
大
学
、
駒
沢
大
学

で
哲
学
を
教
え

ら
れ
た
。
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
逝
去
さ
れ
た
が
、

川

田
博
士
は
プ
ラ
ト
ン
を
始

め
と
し
て
西
洋
哲
学
に
深

い
造
詣

の
あ

る
方
で

あ
り
、
か
つ
東
洋

の
思
想

に
つ
い
て

も
非
常

に
深

い
研
究

を
し
て

お
ら
れ
た
。

哲
学
者

の
あ
い
だ
で

は
東
洋
思
想
だ
の
仏
教
だ
の
に
ほ
と

ん
ど
注
意
す
る
人

の
い
な
か

っ
た
時
代

に
「
比
較
哲
学
」
と
い
う
こ
と

を
唱
導

さ
れ
た
の
で
あ

る
。で

は
、
ど
う
し
て

そ
う
い
う
方
向

に
学
問
を
進
め
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、



お
宅
が
香
川
県
の
真
言
宗
の
家
で

あ

っ
た
か
ら
、
仏
教
的
な
も
の
の
考
え
方

に
な
じ
ん
で

い
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
た
。
弘
法
大
師
が
博
士
の
人
格

の
中

に

生
き
て

い
た
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代

に
真
言
律
を
唱
え
た
慈
雲
尊
者
が
い
か

に
重
要

な
人
で
あ

る
か
と

い
う
こ
と

を
わ
た
く
し

に
説
き
明

か
さ
れ
た
の
は
、

仏
教

の
専
門
学
者
で

は
な
く
て
川
田
博
士
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で

、

川

田
博
士
の
故
郷
で
特
別
大
会
が
開

か
れ

た
こ
と

は
、
決
し
て
故
な
き
こ
と

で

は
な
い
。
弘
法
大

師
の
声

が
呼

び
か
け

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
た
だ
学
問
的
志

向
だ
け
で

は
事

は
実
現
し

な
い
。
そ
れ

に
は
機
縁

を
必
要
と
す

る
。
こ
の
運
動

の
起
爆
剤
と

な
っ
た
方

が
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は

金
沢
市

の
松
尾
宝
作
博
士
で

あ
る
。
松
尾

宝
作
博
士

は
明
治
三
十
四
年
七
月

十
二
日

の
生
れ
で
、
金
沢
で

病
院
を
開
い
て
お
ら
れ
た
。
非
常
な
精
神
家
で

あ

っ
て

、
北

陸
地
方

に
仏
教
研

究
を
興
す
こ
と
に
大

い
に
貢
献
さ
れ
、
亡
き

母
上

の
菩

提
を
弔
う
た

め
に
寺
院
を
建
立
し
、
金
沢
大
学

に
教
育
社
会

セ
ン

タ

ー
を
寄
付

さ
れ
た
。
昭
和

六
十
年
九
月
十
日
歿
。
第
二

次
世
界
大
戦
直
後

の
混
乱

の
中

か
ら
精
神
運
動
を
起
し
、
わ
た
く
し
は
そ
の
こ
ろ
か
ら
博
士
と

心
を
ゆ
る
す
間
柄
と

な
っ
た
の
で
あ

る
。

わ
た
く
し

は
度

々
お
目

に
か
か
り
、

次

の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
合

っ
て

い
た
。

現
在
の
わ
が
国
の
思
想
界
に
お
い
て
顕
著
な
現
象
は
、
思
想
の
混
乱
、

あ

る
い
は
思
想
に
関

し
て
自
信
の
喪
失

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
者
は

思
想

を
研
究
し
て
い
る
が
、
た
だ
外

国
の
学
者

の
言

っ
た
こ
と
を
祖
述

し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
東
洋
の
古

典
を
訓

詁
注
釈
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。

こ

の

点

に

つ

い

て

の

是

正

の

動

き

が

在

野

の

一

知

識

人

か

ら

始

ま

っ

た

。

そ
の
切
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
松
尾
宝
作
と
い
う
一
医
師
な
の
で
あ
る
。

松

尾

宝

作

氏

は

医

師

で

あ

る

が

、

か

ね

て

仏

教

を

中

心

と

す

る

東

洋

思

想

の

研

究

を

熱

心

に

行

な

っ

て

い

た

。

松

尾

博

士

に

は

『

一

の

論

理

』

と

い

う

著
書
が
あ
り
、
英
訳
も
さ
れ
て
い
る
。
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博
士
は
か
ね
が
ね
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
―
―
現
在
日
本
に
は
い
ろ
い
ろ
の

思

想

が

外

か

ら

入

っ

て

来

て

い

る

。

こ

れ

ら

に

対

し

て

日

本

人

は

ど

う

対

処

し

た

ら

よ

い

の

か

？
　

仏

教

学

者

は

た

だ

古

典

の

訓

詁

注

釈

を

行

な

っ

て

い

る

だ

け

で

、

諸

思

想

に

対

す

る

批

判

的

対

決

と

い

う

も

の

が

な

さ

れ

て

い

な

い

。

そ

の

必

要

性

を

学

界

の

指

導

者

の

方

々

に

い

く

ら

進

言

し

て

も

取

り

上

げ

て

も

ら

え

な

い

。

そ

こ

で

松

尾

博

士

は

、

僅

か

の

人

た

ち

で

も

検

討

研

究

を

開

始

す

べ

き

で

は

な

い

か

、

と

考

え

て

、

グ

ル

ー

プ

に

よ

る

研

究

を

す

る

た

め

に

若

干

の

人

々

を

推

薦

し

て

く

れ

と

依

頼

さ

れ

た

。

そ

れ

は

昭

和

四

十

七

年

こ

ろ

で

あ

っ

た

と

記

憶

す

る

。

わ

た

く

し

は

適

任

と

思

わ

れ

る

方

々

を

数

人

ご

推

薦

し

た

だ

け

で

、

何

も

し

な

か

っ

た

し

、

ま

た

何

も

で

き

な

か

っ



た

。

と

こ

ろ

が

グ

ル

ー
プ

を

作

っ
た

こ
と

が

急

速

に
発

展

す

る
動

き

と

な

っ

た

。

こ

れ

が

今

日

の
比

較

思

想

学

会

の
始

ま

り
で

あ

る

。

＊

と

こ

ろ

で

さ

か

の

ぼ

っ
て

考

え
て

み

る
と

、
比

較

思

想

と

い
う

試

み

を

わ

が

国

で
最

初

に
行

な

っ
た

の

は

、
弘

法

大

師

空

海

で

あ

る

。

さ

ら

に

比

較
思

想

の

体
系

的

論

述

を
世

界

で

最

初

に
行

な

っ
た

の
も

弘
法

大

師

で

あ

る
と

い

う
こ

と

が
言

え

よ

う

。
そ

の

次
第

は
次

の

ご

と

く

で

あ

る

。

ま

ず

、

か

れ

の
最

初

の
比

較

思

想

的

労

作

は

『
三
教

指

揮

』
で

あ

る
。

三

教

す

な

わ

ち

儒

教

と

道

教

と

仏

教

の

究
極

に

あ

る

も

の

を
開

明

す

る
と

い

う

の

で

あ

る

が

、

か

れ

が

ま

だ
唐

へ
留

学

す

る

以

前

に
、

二

十

四

歳

の
と

き

に

著

し

た
と

い

う

の
で

あ

る

か

ら
、

そ

の
学

殖

と

熱

意

に
驚

か

さ

れ

る

。

そ

れ

の
序

文

は

、

か

れ

の
精

神

的

遍

歴

を

示

す

自

伝

的

論

述

で

あ

る

。

〔
以

下

の
邦

訳

は

、
福

永

光

司

訳

『
三

教

指

揮

』
（
中
央
公
論

社
『
日
本
の
名
著
』

３
、
昭
和
五
二
年
、
二
五
三

ペ
ー
ジ
以
下

）

に
よ

っ
て

引
用

す

る

。〕

序

文

章

の
成

立

は
偶

然

で

は

な

く

必

ず

い

わ

れ

が

あ

る

。
（
古

人

も

い

う

よ

う

に
）

天

が

晴

れ

わ

た

っ

て

い

る
と

さ
ま

ざ

ま

な
天

文

現

象

を

示

し

、
人

が
感

動

す

る
と

筆

を
含

ん
で

文

章

を
書

く

。

だ

か
ら

伏

羲

の
八

卦
や
老
■
の
著
作
、
詩
経
や
楚
辞
な
ど
の
文
章
も
、
人
が
心
に
感
動
し
、

そ

の
感

動

を
紙

に
書

き

し

る
す

こ

と

に

よ

っ
て

成

立

し

た

も

の

で

あ

る

。

凡

夫

と

聖

者

と

で

は
人

間

が
違

い

、
古

と

今

と

で

は

時

代

が

異

な

る
と

は

い

う

も

の
の

、

人

た

る

も

の

、

心

の
悶

え

を

晴

ら

そ

う

と

す

れ

ば

、

詩

文

を

作

っ
て

お

の

れ

の

志

を

述

べ

ず

に

お

れ

よ

う

か

。

私

は

十

五

歳

の

と

き

母

方

の

叔

父

で

禄

高

は

二

千

石

、

親

王

府

の

文

学

と

い

う

職

に

あ

っ

た

阿

刀

大

足

に

つ

い

て

学

問

に

は

げ

み

努

力

研

鑚

し

た

。

そ

し

て

十

八

歳

に

な

る

と

大

学

に

遊

学

し

、

雪

あ

か

り

や

蛍

の

光

で

読

書

し

た

古

人

を

め

ざ

し

て

、

そ

れ

で

も

怠

ろ

う

と

す

る

気

持

を

く

じ

き

、

ま

た

縄

を

首

に

か

け

錐

で

股

を

刺

し

て

睡

魔

を

防

い

だ

古

人

に

な

ら

っ

て

、

お

の

れ

の

不

勉

強

を

は

げ

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

空

海

は

、

或

る

僧

に

出

会

っ

て

仏

教

に

導

き

入

れ

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

と

こ

ろ

が

こ

こ

に

一

人

の
僧

侶

が

い

て

、

私

に

虚

空

蔵

聞

持

の

法

（
虚

空

蔵

菩

薩

の
説

く

記

憶

力

増

進

の
秘

訣

）
を

教

え

て

く

れ

た

。
そ

の

秘

訣

を

説

い

て

い

る

『
虚

空

蔵

菩

薩

能

満

諸

願

最

勝

心

陀

羅

尼

求

聞

持

法

』

と
い
う
経
典
に
は
、
「
も
し
も
人
々
が
こ
の
経
典
に
示
さ
れ
て
い
る
作

法

に

し

た

が

っ

て

、

虚

空

蔵

菩

薩

の

真

言

す

な

わ

ち

『
南

牟

・

阿

迦

捨
・
掲
婆
耶
・
■
阿
■
迦
・
麼
■
慕
■
・
莎
■
訶
』
と
い
う
陀
羅
尼
を

百

万

遍

と

な

え

れ

ば

、

す

ぐ

に

あ

ら

ゆ

る

経

典

の

教

え

の

意

味

を

理

解

し

暗

記

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

と

書

か

れ

て

い

る

。

そ

こ

で

私

は

、

こ

れ

は

仏

陀

の

い

つ

わ

り

な

き

言

葉

で

あ

る

と

信

じ

て

、

木

を

錐

も

み

す

れ

ば

火

花

が

飛

ぶ

と

い

う

修

行

努

力

の

成

果

に
期

待

し

、

阿

波

の

国

の

大

滝

岳

に

よ

じ

の

ぼ

り

、

土

佐

の

国

の

室

戸

崎

で

一

心

不

乱

に

修

行

し

た

。

そ

の

私

の

ま

ご

こ

ろ

に

感

応

し

て

、

谷

は

こ

だ

ま

で

答

え

、

虚

空

蔵

菩

薩

の

応

化

と

さ

れ

る

明

星

は

、

大

空

に

姿



を
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

か
れ

は
浅
ま
し
い
汚
れ

た
世

の
中

を
遁
れ

る
気
持
を
起
し
た
。

か
く
て
私

は
、
朝
廷
で
名

を
競

い
市
場
で
利
を
争
う
世
俗

の
栄
達

は

刻
々
に
う
と

ま
し
く
思

う
よ
う
に
な
り
、
煙
霞

に
と
ざ

さ
れ

た
山
林

の

生
活

を
朝
夕
に
こ
い
ね
が
う
よ
う
に
な
っ
た
。
軽
や

か
な
衣
服

を
ま
と

い
肥
え

た
馬
に
ま
た
が
り
、
流
れ
る
水
の
よ
う
に
疾
駆

す
る
高

級
車

の

贅
沢
な
生
活

ぶ
り
を
見
る
と
、
電
の
ご
と
く
幻

の
ご
と

き
人

生
の
は
か

な
さ
に
対
す
る
嘆
き
が
た
ち
ま
ち
に
こ
み
あ
げ
て
き

、
体

の
不

具
な
も

の
、
ぼ
ろ
を
ま
と

っ
た
貧
し
い
人

々
を
見
る
と

、
ど
の
よ
う
な
因
果
で

こ
う
な

っ
た
の
か
と
い
う
哀
し
み
の
止
む
こ
と

が
な
い
。
目

に
ふ
れ
る

も
の
す
べ
て
が
私
に
悟
り
へ
の
道
を
す
す
め
、
吹
く
風

の
つ

な
ぎ
と

め

よ
う
が
な
い
よ
う

に
、
私
の
出
家
の
志
を
お
し
と

ど
め
る
こ
と

は
誰

に

も
で
き
な
い
。

と
こ
ろ

が
世
間

に
は
、
仏
教
を
非
難
す
る
人
々
が
い
る
。
そ
こ
で

自
分

は

他

の
思
想
と
対
決
せ
ね
ば

な
ら

ぬ
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
こ
に
比
較
思

想
が
成

立
す

る
。と

こ
ろ

が
こ
こ

に
幾
人

か
の
親
友
知
己
が
い
て
、
私
を
仁
義
五
常
の

き
ず
な
で

つ
な
ぎ
と

め
よ
う
と
し

、
忠
孝
の
道
に
背
く
も
の
と
し
て
見

す
て

よ
う
と
す
る
が
、
私

は
こ
う
考
え

る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

も
ち
ま
え
は
同

じ
で

は
な
く
、
空
を
飛
ぶ
鳥
、
水

に
ひ
そ
む
魚
と
い

っ

た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ

に
性
分
の
違
い
が
あ

る
。
だ
か
ら
聖
人
が
人
を
み

ち
び
く
に

は
、
三
種

の
教
え
を
救
い
の
網
と
し
て
用

い
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ

る
「
釈
」
と

「
李
」
と
「
孔
」
（
仏
教
と
道
教
と
儒
教
）
と

が
そ
れ

で

あ
る
。
こ
の
三
種

の
教
え

に
は
浅
い
と
深
い
と
の
違
い
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
み
な
聖
人

の
説

い
た
教
え
で
あ

る
。
そ
の
同
じ
教

え
の
網
の

な
か
に
身

を
お
け

ば
、
忠
孝
の
道
に
そ
む
く
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い

の

だ
、
と
。

以

上
は
、
哲
人
、
知
識
人
と
の
対
決
で
あ
る
。

し
か
し
世

間
に
は
、
哲
学
思

想
そ

の
も
の
が
不
用
、
無
意
味
で
あ
り
、
考

え
る
と
い
う
の
は
い
や
だ
と
い
う
人
も
い
る
。
か
れ
ら
と
も
対
決
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

さ
ら

に
ま
た
私

に
は
一
人
の
母
方
の
甥

が
い
て

、
性
質

は
ひ
ど
く
ね

じ
け
、
狩
猟
や
酒
や
女
に
昼
も
夜
も
お
ぼ
れ
こ
み

、
賭
博
や
や
く
ざ
稼

業
を
日
常
の
仕
事
に
し
て
い
る
。
思
う
に
彼

の
習
性

は
周
囲
の
悪
風

に

染
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
「
彼
」
と

「
此
」
と

の
二
つ

の
事

、

す

な
わ
ち
親
友
知
己
の
反
対
と
甥

の
放
蕩
無
頼
と

が
、
日
ご
と
に
私

の

心

を
発
憤

さ
せ

た
。

す
で

に
遠
い
平
安
時
代
の
初

め
に
も
、
非
行

少
年
、
非
行
青
年

が
い
て
、

勝
手

な
こ
と
を

ほ
ざ

い
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
面

白
い
。

こ

の
二
種
類

の
人

々
を
説
得
す
る
た
め
に
『
三
教
指
揮
』
を
著
し
た
の
で

あ
る
が
、
空
海

は
ド
ラ
マ
的

な
構
想
を
以
て
対
話
を
進
め
て
行

く
。

〔
以
下

は
、
加
藤
精
神
訳
注

、
岩
波
文
庫
本

の
よ
み
に
よ
る
。
加

藤
純
隆
訳

著

『
口
語
訳
三
教
指
揮
』
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
昭
和
五
二
年
匸
一
月
）
三
ニ

ペ

ー
ジ
も
同

じ
よ
み
に
よ
る
。〕



か
く

て

（
私

は

一

篇

の

ド

ラ

マ

を

構
想

し

）
、
亀

毛

先

生

に

登

場

ね

が

っ
て

儒

教

を

代

表

す

る

客

人
と

し

、

兎
角

先

生

を

お
願

い

し

て

そ

の

主
人

役

と

し

た
。

ま

た

虚

亡

隠

士

に

登

場

ね

が

っ
て

神

仙

の
道

に
入

る

道

教

の
教

理

を

述

べ

て

も

ら

い

、
仮

名
児
（
仮
名
乞
児
）
を

わ
ず

ら

わ

し

て

世

間

を
出

離

す

る
仏
教

の

教

理

を

説
明

し

て

も

ら

い

、
と

も

に
論

陣

を

し

い
て

そ

れ

ぞ

れ

に

な

ら

ず

も

の

蛭
公

（
蛭
牙

公

子

）

を

い
ま

し

め

（

る
と

い
う

構

想

の

本
書

を
執

筆

し
）

た

。
と

と

の

え

て

三

巻

と

し

、

名

づ
け

て

三

教

指

揮

と

い

う

。
本

書

は

私

の

心

の
悶

え

の
や

む

に
や

ま

れ

ぬ
気

持

を

ぶ

ち

ま

け

た

だ
け

の

も

の
で

あ

り

、
他

人

に
目

を

通

し

て

も

ら

お
う

な

ど

と

い

う

つ

も

り

は

さ

ら

さ

ら

な

い

。
時

に
延

暦

十

六
年

（
七
九
七
）

十

二

月

一

日
で

あ

る

。

こ

こ

に

は
三

種

類

の
思

想

を
代

表

す

る

三
種

類

の

主
人

公

が

登

場

す

る

の

で

あ

る
。

儒

教

を

代

表

す

る

亀

毛

先

生

の

「
亀

毛

」
、
「

兎
角

公

」

の

「
兎

角

」

は

、
亀

の
毛

、

兎

の

角

で

あ

り

、

仏

典

で

は

実

在

し
得

な
い

も

の

の

代

表

的

な

例

と

さ

れ

て

い

る
。

だ

か

ら

こ

こ

で

は

登

場

人
物

が

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

で

あ

る

こ
と

が
示

唆

さ
れ

て

い

る
の

で

あ

る

。

「
虚

亡
隠

士

」

と

は
、

道

教

で

は

「
虚

無

」

を

説

き

、

隠

者
と

し

て

生

き

る

道

を

説

く

か

ら

こ

の

よ

う

に

な

づ

け

た

の

で

あ

る

。

仏

教

を

説

く

「
仮

名

乞
児

」

と

は

、
実

際

に

仏
教

を
実

践

す

る
者

は

ビ

ク
、

乞

食

者

で

あ

る

か

ら

、
「

乞
児

」

と

い

い

、
仏
教

で

は
す

べ
て

の
も

の

は

「

仮

名

」
（
ｐ
ｒ
ａ
ｊｎ
ａ
ｐ
ｔ
ｉ
）

で

あ

り

、

仮

り

に
設

定

さ

れ
て

名

を

与

え

ら

れ

て

い

る

だ

け
で

あ

る
と

説
く

の
で

、

こ

の

よ

う

に
名

づ

け

ら

れ

た

の
で

あ

ろ

う

。

こ
の
よ
う
に
三
人

の
論
客
を
登
場
さ
せ
て
互

い
に
議
論
さ
せ
る
と
い
う
戯

曲
的
な
、
ｄｒ
ａ
ｍ
ａ
ｔ
ｉｃ

な
構
想
は
、
日
本
で

は
恐
ら
く
最
初
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
上
巻
で
儒
教
、
中
巻
で
道
教
、
下

巻
で
仏
教
と
い
う
ふ
う

に
、

三
種
類
の
人
々
が
そ

れ
ぞ
れ
自
分
の
立
場
か
ら
の
思
想
表
明
を
行

な
う

の
で

あ
る
が
、
最

後
に
仮
名
乞
児
は
そ
の
所
論

を
次
の
よ
う
に
結

ぶ
。

「
か
の
仏
陀
が
同
一
の
言
葉
で
妙
な
る
説
法
を

お
こ
な

っ
て
人

々
の
愚

か
な
我

執
を
打
ち
く
だ
き
、
三
千
大
千
世
界
を
引

っ
こ
抜

い
て
別
の
世

界
を
投
げ
う
ち

、
大
山
を
削
ら
ず
に
そ

の
ま
ま
小
さ
な
芥
子
粒
の
な
か

に
入

れ
、
甘
露

の
雨
を
ふ
ら
せ
て
衆
生
を
み
ち
び
き
戒

め
、
仏
法

を
聞

く
喜

び
を
心

の
糧
と
し

て
、
そ

の
な
か

に
智
慧
と
戒
律
を
く
る
め
、
一

切
衆

生
が
太
平

の
世
を
謳

歌
し
て
腹
づ
つ
み
を
う
ち
土
く
れ
を
叩
き

、

人
民
す
べ
て
が
"
君
来
た
ら
ば
其
れ
蘇
ら
ん
”
と
歌
っ
て
帝
王
の
功
績

を
意
識

し
な
い
理
想
の
社
会
を
実
現
し
、
無
数
の
国
々
が
そ
の
偉
大
な

徳
に
帰
一
し

、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
の
す
べ
て
が
そ

の
功
徳
を
仰
ぎ

慕

っ
て
集
ま

っ
て
き
、
最
も
尊
き
も
の
、
最
も
す
ぐ

れ
た
る
も
の
と
し

て
、
多
く
の
人

々
を
集
め
、
人

類
至
高

の
存
在
と
な
る
に
至

っ
て
は
、

あ
あ
、
な
ん
と
広
大
無
辺
で
は
な
い
か
、
こ

の
大
い
な
る
覚
め
を
も
つ

雄
猛
の
聖
人

、
仏
陀
世
尊
の
徳
は
。
ま
こ
と
に
高
く
そ
び
え
た

っ
て
、

そ
の
高

さ
は
比
べ
よ
う
も
な
く

、
窮

め
よ
う
も
な
い
。

こ

れ
こ
そ
、
ま
こ
と

に
吾

が
師
と
仰
ぐ
仏
陀
の
今
に
遺
さ
れ
て

い
る

教
え
で
あ
り
、
広
大
な
真
如

の
法
海

に
お
け
る
小

さ
な
水
の
あ
つ
ま

り

で
し

か
な
い
。
か
の
道
教

の
仙
人

の
小
さ
な
方
術

、
儒
教
の
俗
に
ま
み



れ
た
微

々
た
る
教
え

な
ど
ま
っ
た
く
言
う

に
足
り

な
い
も

の
で
あ
り
、

立
派
と

す
る
に
は
価
し
な
い
も

の
で
あ

る
」

こ

の
こ
と

ば
を
聞
い
て

、
亀
毛
先
生
ら

は
仏
教

に
帰
依
す

る
こ
と
に
な
っ

た
と

い
う
。

仮
名
乞
児

の
言
葉
を
聞

い
た
亀
毛
先
生
ら
は
、
あ

る
い

は
懼
れ
、
あ

る
い
は
恥
じ
い
り
、
お
の
れ
の
無
知
を
悲
し
む
一
方
、
喜

び
に
顔
が
ほ

こ
ろ
ん
だ
。
彼
ら
は
仮

名
乞
児

の
言
葉

に
つ
れ
て
う

な
だ
れ
た
り
顔
を

あ
げ
た
り
し
、
そ
の
声

に
し
た
が

っ
て
円
く
も
な
り
、
ま
た
方
に
も
な

っ
た
。
そ
し
て
喜
び
躍

り
あ
が
っ
て
こ
う

い
っ
た

。

「
わ
た
く
し
た
ち
は
幸
運

に
も
遇
い
が
た
い
大
導
師

に
お
目
に
か
か
る

こ
と
が
で

き
、
鄭
重
に
出
世
間

の
最
も
す
ぐ
れ
た
教
え
す
な
わ
ち
仏
法

に
つ
い
て

承

る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
昔
に
も
聞

い
た
こ
と

が
な
く

、
後
世

に
も
ま

た
聞
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で

す
。
わ
た
く

し

た
ち
が
も
し
不
幸

に
し
て
和
尚
に
お
目

に
か
か
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

い
つ
ま
で

も
眼
前

の
欲
望

に
溺
れ
沈
ん
で

、
か
な
ら
ず
や

『
三
途
』
す

な
わ
ち
地
獄
、
餓
鬼

、
畜
生
の
世

界
に
落
ち
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う

。

し
か
し
今
か
ろ
う
じ
て

お
導
き
を
い
た
だ
い
た
の
で
身
も
心
も
ゆ

っ
た

り
と
安

ら
ぎ
ま
し

た
。
た
と
え
て
み
れ
ば
、
春
雷
の
と
ど
ろ
き
に
冬
眠

し
て

い
た
虫

が
戸

を
開
い
て
始
め
て
外
に
出
、
朝
の
太
陽

の
運
行

に
暗

い
夜
の
闇

が
氷

の
解
け
ち

る
よ
う
に
明

る
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
す
。

か
の
周
公
・
孔
子
の
儒
教
や
老
子
・
荘
子
の
道
教
な
ど
は
、
な
ん
と
一

面
的
で
浅
薄

な
も

の
で
あ
る
こ
と

か
。
今

か
ら
の
ち
は
、
わ
が
身
の
皮

膚

を
剥

ぎ
と

っ
て
紙
と
し
、
骨

を
折
り
と

っ
て
筆
を
作
り
、
血
を
刺
し

と
っ
て
絵
具

に
か
え
、
し
ゃ
れ
こ
う
べ
を
曝
し
て
硯
に
使
い
、
大
和
尚

の
慈
愛
あ
ふ
れ
る
教
え
を
書

き
し
る
し
て
、
生
ま
れ
か
わ
り
立
ち
か
え

る
後

々
の
世
ま
で
悟
り
の
世
界

に
向

か
う
船
と
も
車
と

も
致
し
た
い
と

思

い
ま
す
」

と

こ
ろ
で
仮
名
乞
児
の
立
場
と

い
う
も

の
は
、
他
の
諸
宗
教
を
排
斥
し
て

捨

て
さ
せ

た
の
で

は
な
い
。
他
の
諸
宗
教
を
も
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す

る
と
仮
名
乞
児

は
い
っ
た
。

「
も
と

の
席

に
戻
る
が
い
い
。
こ
れ
か
ら
『
三
教
』
す

な
わ
ち
儒
教
・

道
教

・
仏
教
を
明
ら
か
に
し
て
、
十
韻
二
十
句
の
詩
を
作
り
、
き
み
た

ち

の
世
俗
的
な
歌
と
囃
し
に
代
わ

る
も
の
と
し
よ
う
。

居
諸
破
冥
夜

三
教
■
痴
心

性
欲
有
多
種

医

王
異
薬
鉞

日

月
の
光

は
冥
き
夜
の
闇
を
破
り
、

儒
・
道
・
仏
の
三
教
は
痴
な
る
心
を
■
く
。

衆
生
の
習
性
と
欲
求
は
さ
ま
ざ
ま
な
れ
ば
、

偉
大

な
る
医

師
・
仏
陀
の
治
療
法
も

さ
ま
ざ
ま
。

綱
常
因
孔

述

受
習
入
槐

林

変
転
■
公
授



依
伝
道
観
臨

三
綱
五
常
の
教
え

は
孔
子

に
本

づ
い
て
述
べ
ら
れ
、

こ
れ
を
学
べ
ば
高
官
の
列
に
入

る
。

陰
陽
変
化
の
哲
学
は
老
■
が
授
け
、

師

に
就
き
伝
受

す
れ
ば
道
観
に
地
位

を
も
つ
。

金
仙
一
乗
法

義
益
最
幽
深

自
他
兼
利
済

誰
忘
獣
与
禽

仏
陀
の
大
乗
た
だ
一
つ
の
真
理
は
、

教
義
も
利
益
も
最
も
深
遠
で
あ
る
。

自
己
と
他
者
と
を
兼

に
利

益
救
済
し
、

獣
や
鳥
を
も
決
し
て
見
す
て
な
い
。

（
以
下
略
）」

衆
生
の
習
性
と
欲
求
と

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
種

々
の
も
の
を
必
要

と
す

る
か
ら
、
そ
こ
で
儒
教
も
道
教
も
必
要

な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
す

べ
て
を
生
か
す
も

の
は
、
仏
教

の
み
で
あ

る
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
表
明

し
て
い
る
。

自
分

の
体
験
を
追
想
す

る
自
伝
的
比
較
思
想
論
と
し
て
、
西
洋
で
こ
れ

に

対
比
さ
る
べ
き
も

の
は
、
ア
ウ

グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス

の
『
告
白
』
で

あ
ろ
う
。
か

れ
は
十
九
歳

の
と
き

に
キ
ケ
ロ
の
対
話
篇

『
ホ
ル
テ

ン
シ
ウ
ス
』
（
い

ま

は

失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
キ

ケ
ロ
の
著
作
。
『
告
白
』
第
三
巻
第
四

章
に

言
及

さ

れ
て

い
る
。）
を
読

ん
で
深
い
感

銘
を
受
け
、
さ

ら

に
マ
ニ
教
、
ア
カ
デ

メ

イ
ア
派

の
懐
疑
論
、
新
プ
ラ
ト
ン
派

の
哲
学
を
経
過
し
て

、
つ

い
に
キ
リ
ス

ト
教
に
帰
信
し

た
精
神
的
遍
歴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で

『
三
教
指

帰
』
と
対
比

さ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
両
者

の
間

に
は
大
き
な
相
違
が
あ

る
。
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
他

の
諸
思
想
や
諸
宗
教

を
捨
て
て
し
ま

っ
た
。
か
れ
を
迷
わ
し
た
も
の
に
言
及

し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
空
海
は
そ
れ
ら
す
べ
て

に
存
在
意
義
を

認

め
て
、
生
か
し
て

い
る
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
他
の
諸

宗
教
や
諸
思

想
を
生
か
す
と

い
う
意
図

は
見
ら
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
空
海
は
そ

れ
ら
の
存
在

意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

空
海
の
比

較
思

想
の
体
系
学

は
さ
ら
に
発
展
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

か
れ

は
八
〇
四
年

に
遣
唐

使
の
一
行

に
従

っ
て
長
安

に
入
り
、
八
〇

五
年
に
青
龍

寺

の
恵
実

に
師
事
し
、
八
〇

六
年
十
月

に
帰
国
し
た
。
と
き
に
空
海
は
三
十

三
歳
で
あ

っ
た
。

す
ば
ら
し
く
大
規
模
な
活
動

を
展
開
し
た
の
ち
に
八
三
〇
年

に
勅
命
に
よ

り
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
篇
』
一
〇

巻
を
撰
述
し
て
献
上
し
た
。
と
き
に
空

海
は
五
十
七
歳
で
あ

っ
た
。
た
だ
こ
の
書

は
あ
ま
り
に
も
厖
大
で
あ

っ
た
た

め
、
多
く

の
引
用
文
を
省
い
て

三
巻
に
ま
と

め
た
の
が
『
秘
蔵
宝
鑰
』
で

あ

る
。
撰
述
年
時

は
さ
ほ
ど
隔

っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

こ
こ
に
は
、
か
れ

の
多
年
の
研

鑚
が
盛
り
込
ま
れ
て

、
体
系
的

に
詳
論
さ

れ
て

い
る
。
段
階
的

な
比
較
思
想
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
の
知
り
得
た

あ
ら
ゆ
る
思
想
類
型
を
十
種
に
ま
と
め
、
そ
れ
ら
が
逐
次
、
後
の
も
の
が
前



の
も

の

を
凌

駕

優

越

し

て

い

る
と

い

う

構
造

を

も

っ
て

い

る

。
そ

れ

ら

を

「

十

住

心

」

と

呼

ぶ

。

心

の
境

地

の
十

種

類

の

あ

り
方

で

、
空

海

が

定

め

た

も

の
で

あ

る
。

そ

れ

ら

を
順

次

に
経

由
し

て

高

い

境

地

に
達

す

る

と

い

（
１
）
異
生
羝
羊
心
。
　
異
生
（
凡
夫
の
こ
と
）
や
羝
羊
の
よ
う
に
動
物

的

な
本

能

に
支

配

さ

れ
て

い

る
愚

か

な
者

の
段

階

。

（
２
）
愚
童
持
斎
心
。
　
愚
か
な
童
子
の
よ
う
に
人
倫
の
道
を
守
り
、
五

戒

・
十

善

戒

を

た

も
つ

。

善

い

こ

と

を

し

よ

う
と

す

る
段

階

。

（
３
）
嬰
童
無
畏
心
。
　
嬰
児
に
も
似
た
凡
夫
や
外
道
が
人
間
世
界
の
苦

悩

を

厭

っ
て

、
天

上

の
楽

し

み

を

求

め
て

天

上

に
生

れ

た
い

と
思

っ
て

修

行

す

る

段
階

。
凡

夫

や

外

道

は

い

か

に
す

ぐ

れ

て

い

て

も

、

偉

大

な

仏

に
比

べ

れ
ば

劣

弱

で

愚

か

で

あ

る
こ

と

は
、

あ

た

か

も
嬰

児

の

ご
と

く

で
あ

る

。

以

上

は

、
仏

教

外

の
教

え

を

奉

じ

て

い

る

人

々
の

段

階

で

あ

る

。
次

に

、

仏

教

内

部

の
人

々

の
奉

ず

る
異

な

っ
た

思

想

段

階

が

登

場

す

る

。

（
４
）
唯
蘊
無
我
心
。
　
五
蘊
の
諸
法
は
実
在
す
る
が
、
個
体
と
し
て
の

人

間

は
仮

の
も

の
で

あ

り

、

我

は

存

在

し

な

い

と

考

え

る
段

階

。

法

有

無

我

の
説

を
奉

ず

る
声

聞

が

こ

れ

に

相

当

す

る

。

つ

ま

り
小

乗

仏

教

の

う

ち

の
最

大

の
学

派

で

あ

る
説

一

切

有

部

の

思

想

で

あ

る

。

（
５
）
抜
業
因
種
心
。
　
悪
業
を
抜
き
去
っ
て
の
が
れ
て
、
煩
悩
の
原
因

で

あ

る
無

明
（
ａ
ｖ
ｉｄ
ｙ
ａ
）
の

種

子

（
潜

在

的

な

可
能

性

）

を
断

ち

切

る
心

、

す

な

わ
ち

十

二

因

縁

の
相

を

観

じ

、

生
死

の

苦

し

み

を
離

れ

る
段

階

。

縁
覚

が
こ
れ

に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
山
林
に
籠
っ
て
独
り
で
修
行

し
て

い
る
孤
独
な
修
行
者
の
思

想
で
あ

る
。

（
６
）
他
縁
大
乗
心
。
「
他
」
と
は
、
自
分
の
主
観
に
対
す
る
他
の
も

の
で
あ
り
、
法
界

（
宇
宙
）

の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
縁
（
対

象
）

と
す
る
。
教
化

の
対
象
と
す
る
。
一
切
衆
生
を
さ
と
り

に
連
れ
て
行
く

乗
り
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
と
い
う
。
人
無
我
と
法
無
我
を
さ
と

る

段
階
。
い
か
な
る
固
定

的
な
も

の
を
も
認
め
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
だ

対
象
を
見
る
認
識

主
観
と

い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
。
大

仏
教

の
初
門
。

法
相
宗
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
唯
識
説

の
立
場
で
あ

る
。

（
７
）
覚
心
不
生
心
。
さ
と
っ
た
心
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
何
も
の
も

新
た
に
生
ず

る
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
心
も
対
象
も
不

生
、
す
な
わ
ち

空
で
あ

る
と
観
ず
る
段
階
。
三
論
宗
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
前

の
段
階
で
あ
る
唯
識

説
で
は
、
心

の
対
象
は
空
で
あ
る
が
、
認
識

作
用

の
主
体
で
あ
る
心
は
実

在
す

る
と
考
え
て
い
た
の
に
、
こ
の
段
階
で

は

心
も
空
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

「
覚
心
」
と
い
う
語

に
つ
い
て

の
説
明

は
序
文

に
は
出
て
い
な
い
。
し

か
し
空
海
は
『
大
日
経

』
の
住
心
品
（
大
正
蔵
、
一
八
巻
三
ペ
ー
ジ
中
）
の

文
章
を
引
用

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
文
句
と
符
合
す

る
か

ら
、
「
さ
と

り
を
開
い
た
心
」
ま

た
は
「
本
来
さ
と

っ
て
い
る
心
」
の
意
に
解

す
る
。

以

上
は
イ
ン
ド
で
成
立
し

た
思
想
体
系
で
あ
る
が
。

シ
ナ
に
お
い
て
は
さ

ら

に
、
右
の
も
の
を
凌
駕
す

る
思
想
体
系
が
成
立
し
た
。

（
８
）
一
道
無
為
心
。
　
宇
宙
に
は
唯
だ
一
つ
の
道
理
が
あ
る
だ
け
で
あ



り

、

無

為

で

あ

る

。
「
無

為

」

と

は

、

あ

さ

は

か

な

人

間

の

知

慧

に

よ

っ

て

何

も

の

か

が

人

為

的

に

つ

く

り

出

さ

れ

る

こ

と

は

無

い

と

さ

と

る

心

の

境

地

で

あ

る

。

一

実

中

道

を

説

く

一

乗

思

想

の

段

階

。

天

台

宗

が

こ

れ

に

相

当

す

る

。

こ

の

立

場

に

お

い

て

は

、

仏

教

の

種

々

の

実

践

方

法

が

み

な

仏

と

成

る

た

め

の

道

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

認

め

る

。

（
９
）
極
無
自
性
心
。
「
無
自
性
」
と
は
孤
立
し
た
実
体
は
無
い
と
い

う

こ

と

で

あ

る

。

究

極

に

お

い

て

は

無

自

性

・

縁

起

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

さ

と

る

段

階

。

華

厳

宗

が

こ

れ

に

相

当

す

る

。

こ

の

立

場

に

よ

る

と

、

宇

宙

に

お

け

る

一

切

の

事

物

は

互

い

に

依

存

し

条

件

づ

け

合

っ

て

成

立

し

て

い

る

の

で

あ

り

、

宇

宙

の

中

に

は

孤

立

し

て

存

在

す

る

も

の

は

有

り

得

な

い

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

。

（
１
０
）
秘
密
荘
厳
心
。
「
荘
厳
」
と
は
美
し
く
飾
ら
れ
、
み
ご
と
に
と

と

の

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

秘

密

の

隠

れ

た

究

極

の

真

理

を

さ

と

っ

た

境

地

。

真

言

宗

の

立

場

。

そ

れ

は

ま

た

空

海

自

身

の

説

く

真

言

密

教

の

究

極

の

立

場

で

あ

る

。

こ

こ

に

お

い

て

は

宇

宙

の

一

切

の

事

物

が

密

厳

浄

土

の

す

が

た

に

ほ

か

な

ら

ぬ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

す

ば

ら

し

い

浄

土

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

仏

教

外

の

諸

思

想

を

も

含

め

て

、

一

切

の

諸

思

想

体

系

全

体

に

わ

た

っ

て

比

較

思

想

論

の

論

述

を

し

た

人

は

、

西

洋

人

に

は

い

な

か

っ

た

。

儘

か

に

近

世

に

な

っ
て

ヘ

ー

ゲ

ル

と

か

デ

ィ

ル

タ

イ

に

見

ら

れ

る

だ

け

で

あ

る

。
ウ

ィ

ン

デ

ル

バ

ン

ト

の

『
哲

学

史

教

科

書

』
（
Ｌ
ｅ
ｈｒ
ｂｕ
ｃ
ｈ
　ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｋ
ｉｃ
ｈ
ｔｅ

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
e
）
に
は
思
想
を
類
型
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
見
ら
れ
る
が
、

弘

法

大

師

の

よ

う

に

段

階

的

に

把

捉

し

よ

う

と

す

る

試

み

は

見

ら

れ

な

い

。

こ

と

に

ヘ

ー

ゲ

ル

の

弁

証

法

に

お

い

て

は

、

基

本

的

原

理

は

ａ

ｕ

ｆ
ｈ

ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

止

揚

ま

た

は

揚

棄

と

訳

さ

れ

る

よ

う

に

、

次

の

発

展

段

階

に

お

い

て

は

、

前

の

も

の

は

棄

て

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

も

は

や

顧

み

ら

れ

な

い

。

い

わ

ん

や

史

的

唯

物

論

の

立

場

に

立

つ

と

、

も

は

や

古

い

も

の

は

捨

て

て

顧

み

ら

れ

な

い

。

い

わ

ゆ

る

「

文

化

大

革

命

」

な

る

が

、

そ

の

適

例

で

あ

る

。

ま

た

似

た

よ

う

な

見

解

を

表

明

し

た

人

と

し

て

ド

イ

ツ

の

Ｇ

ｅ
ｏ

ｒ
ｇ

　
Ｍ

ｉｓ
ｃ

ｈ

（

１
８

７
８
-

没

年

不

明

）

が

い

る

。

か

れ

は

生

の

哲

学

の

立

場

に

立

っ

て

そ

の

著

『

哲

学

へ

の

道

』

（

Ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｗ

ｅ
ｇ

　
ｉｎ

　
ｄ

ｉｅ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｋ

ｉｅ

，
　

１
９
２

６
.
　
ｚ
w

ｅ

ｉ
ｔ
ｅ

，
　
ｓ

ｔ
ａ
ｒ

ｋ

　
ｅ
ｒ
-

w
e
i
t
e
ｒ
ｔ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
，
　
１
９
５
０
)
に
お
い
て
は
、
人
類
の
主
要
な
哲
学
潮
流
と
し
て
、

ギ

リ

シ

ア

お

よ

び

西

洋

、

イ

ン

ド

、

シ

ナ

の

三

つ

の

思

想

を

並

べ

、

ギ

リ

シ

ア
の
思
想
潮
流
は
自
然
学
的
（
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
）
、
イ
ン
ド
の
そ
れ
は
形
而
上
学
的

（
m
e
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
）
、
シ
ナ
の
そ
れ
は
倫
理
的
（
ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
）
で
あ
る
と
特
徴
づ

け

、

そ

れ

ら

の

思

想

体

系

の

現

れ

た

こ

と

自

体

が

哲

学

な

の

で

あ

る

と

い

う

。

し

か

し

か

れ

は

こ

れ

ら

の

潮

流

の

あ

い

だ

の

優

劣

は

論

じ

て

い

な

い

。

と

こ

ろ

が

空

海

の

場

合

に

は

、

前

の

発

展

段

階

が

人

間

に

と

っ

て

は

や

は

り

そ

れ

な

り

に

意

味

を

も

っ

て

い

る

。

完

全

に

棄

て

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

。

い

か

な

る

思

想

を

も

全

体

系

の

う

ち

に

生

か

す

の

で

あ

る

。

か

れ

は

人

間

の

い

だ

く

誤

っ

た

見

解

、

煩

悩

に

対

し

て

も

温

か

い

同

情

を

示

し

て

い

る

。

こ
れ
に
似
た
も
の
と
し
て
イ
ン
ド
の
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
（
Ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
一
四
世
紀
）

の

『

全

哲

学

綱

要

』

（

Ｓ
ａ

ｒ

ｖ
ａ

ｄ
ａ

ｒ

ｓ

ａ
ｎ

ａ

ｓ
ａ
ｍ

ｇ
ｒ

ａ

ｈ
ａ

）

に

は

諸

体

系

を

段

階

的

に



見

な

す

と

い

う
思

想

は
あ

る

が

、

弘

法

大

師

ほ

ど

に
体

系

化

さ

れ

て

い

な

い

。

だ

か

ら

わ

れ

わ

れ

は
比

較

思

想

は

弘

法

大

師

に

始

ま

る
と

い
う

わ
け

な

の

で

あ

る

。

し

か

も

空

海

の

今

日

的

意

義

は

、

人

間

が

生

き

て

安

心

立
命

を

求

め

る

道

を

、

体

系
的

に
把

捉

し

よ

う

と

し

て

い

る
点

に
存

す

る

。

今

日

、

宗
教

を

重

ん
ぜ

よ

、
と

い

う

声

が

あ

る
。

し

か

し

宗

教

を

ど

こ

ま

で

に

限

っ
た

ら

よ

い

か
？
　

は

っ
き

り

し

な

い

。

儒

教

は
宗

教

で

あ

る
か

、

な

い

か

、

論

議

さ

れ

て

い

る

。
神

道

が

宗

教

で

あ

る
か

、

な

い
か

と

い

う

こ

と

は

、

今

の

日

本

人

に
と

っ

て

は
非

常

に

重

要

な

意

味

を

も

っ
て

い

る
。

共

産

主

義

の

運

動

は

、

非
常

な
情

熱

を

伴

い

、

排

他

的

に

な

る
と

い

う

点

で

し

ば

し

ば

宗

教

的

で

あ

る
と

評

さ
れ

て

い

る
。

し

か

し

共

産

主

義

を

宗

教

と

呼

ぶ

こ
と

は

で

き

な

い

で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
宗
教
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
っ

た

。

だ

か
ら

、
儒

教

や

神

道

や

マ

ル

ク

ス
・

レ

ー

ニ

ン
主

義

に

一
顧

も

与

え

な

い
で

宗
教

だ
け

を

論

ず

る
と

い
う

な
ら

ば

、

そ

れ

は
人

間

論

と

し

て

決

し

て
十

全

な

も

の
で

は

な

い

。

で

は

、

哲

学

が
人

間

の
問

題

を
解

決

し
て

く

れ

る

の

か
？
　

し

か

し

記

号

論

理

学

に
よ

る
論

理

計

算

を

い

か

に
精

密

に
行

な

っ
て

も

人

間

の
悩

み

は
解

決

さ

れ

な
い

。

ま

た

認
識

論

か

ら

は

価

値

の

基

準

は
出

て

来

な

い

。

だ

か

ら

学

校

で

、

限

ら

れ

た
意

味

の

哲

学

だ
け

を
教

え

る
と

い

う

こ

と

は
、

無

意

義

で

あ

る
。
ｐ
ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉａ

と

い

う
語

を
最

初

に
用

い

た

の

は

ギ
リ

シ
ア

の

オ

ル

フ

ェ

ウ

ス
教

の

共

同

体
で

あ

っ
た

と

い

わ

れ

て

い

る

が
、

か

れ

ら

に
と

っ

て

は

、
「
哲

学
」

と

は

、
人

生

の

「

生
き

方

」

で

あ

っ
た

。
（
Ｊ
ｏ
ｈｎ
　Ｂ
ｕ
ｒ
ｎ
ｅ
ｔ
：

E
ａ
ｒ
ｌ
ｙ
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｋ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
,
　
N
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
：
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ
，
　
１
９
５
８
，
　
ｐ
ｐ
.

８

２
-

８

３
）

と

こ

ろ

が

今

日

の

日

本

で

は

、

哲

学

の

原

義

が

忘

れ

ら

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

？
　

今

日

、

日

本

の

諸

大

学

で

は

哲

学

の

講

義

が

盛

ん

に

な

さ

れ

て

い

る

が

、
「

人

生

観

」

に

関

す

る

講

義

が

一

つ

も

な

い

。

人

間

の

「

生

き

る

道

」

を

教

え

て

く

れ

な

い

。

た

だ

西

洋

の

哲

学

書

に

書

か

れ

て

い

る

こ

と

の

羅

列

と

紹

介

だ

け

だ

と

い

っ

た

ら

言

い

過

ぎ

だ

ろ

う

か

。

今

や

日

本

の

諸

大

学

で

は

チ

グ

ハ

グ

な

、

統

一

性

の

な

い

、

宗

教

や

哲

学

に

関

す

る

知

識

の

切

り

売

り

が

さ

れ

て

い

る

だ

け

で

は

な

い

か

。

「

生

き

る

」

と

い

う

問

題

と

無

関

係

な

知

識

の

断

片

的

取

得

だ

け

だ

と

い

う

な

ら

ば

、

け

っ

き

ょ

く

精

神

分

裂

症

的

症

状

が

見

ら

れ

る

だ

け

で

あ

る

。

思

想

の

学

問

が

混

迷

を

つ

づ

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

現

代

日

本

に

お

け

る

道

徳

の

頽

廃

、

教

育

の

荒

廃

と

い

う

恐

る

べ

き

事

実

と

決

し

て

無

関

係

で

は

な

い

。

こ

の

点

で

思

想

の

学

問

を

し

て

い

る

人

間

は

大

き

な

責

任

を

感

ず

る

の

で

あ

る

。

こ

う

い

う

実

情

を

考

え

る

と

き

、

弘

法

大

師

が

、

あ

ら

ゆ

る

人

間

の

生

き

方

に

理

解

を

示

し

、

そ

れ

ら

を

位

置

づ

け

、

意

義

を

段

階

的

に

認

め

て

、

全

体

的

な

体

系

を

示

し

た

と

い

う

こ

と

は

、

大

き

な

意

義

が

あ

る

。

そ

こ

に

は

哲
学
だ
、
宗
教
だ
と
い
う
よ
う
な
ケ
チ
な
縄
張
り
争
い
は
見
ら
れ
な
い
。
人

間

の

も

つ

あ

ら

ゆ

る

欲

望

、

欲

求

、

悩

み

、

期

待

と

希

望

に

正

面

切

っ

て

、

ま

と

も

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

人

間

の

生

き

る

べ

き

道

を

示

し

て

い

る

。

こ

れ

が

ま

さ

に

わ

れ

わ

れ

比

較

思

想

学

会

の

め

ざ

す

と

こ

ろ

で

あ

る

。

「

比

較

哲

学

」

と

い

う

語

を

用

い

な

い

で

、

「

比

較

思

想

」

と

し

た

わ

け

は

、



哲
学

の
奥

に
あ

る
も

っ
と
根
源
的
な
も

の
を
め
ざ
し
た

の
で
あ

る
。
世
間
に

は
「
哲
学
と
い
う
も

の
は
無
用
で

あ
る
」
と
主
張
す

る
人
も
い
る
。
そ
れ
も

一
つ

の
思
想
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
哲
学

な
し

に
生
き

る
こ
と

は
で
き
る
が
、

思
想
な
し

に
生
き

る
こ
と
は
で
き

な
い
。

そ
れ
と
同
じ
理
由

に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ

は
「
比
較
宗
教
」
よ
り
も
さ
ら
に

根
源
的

な
も

の
を

め
ざ
し
て
い
る
。

む
ろ

ん
弘
法
大
師
か
ら
い
き
な
り
現
代

の
わ
れ
わ
れ

に
ま
で
跳
ぶ
わ
け
で

は
な
い
。
中
間
に
も
立
派
な
学
者

が
あ

っ
た
。
富
永
仲
基

の
「
誠
の
道
」
も
、

同
じ
よ
う
な
も
の
を
め
ざ
し
て

い
た
が
、
西
周

の
『
百
一
新
論
』
も
同
じ
よ

う
な
思
惟

に
も
と

づ
い
て

い
る
。
「
哲
学
」
と
い
う
語
を
初
め
て
用

い

た

の

は
西

周
で

あ
る
が
、
か
れ
の
哲
学

は
、
重
箱
の
隅
を
楊
子
で
ほ
じ
く
る
よ
う

な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
弘
法
大

師
の
よ
う
な
精
神
は

の
ち
の
時
代

に
も
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
源

を
弘
法
大
師
の
う
ち
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

弘
法
大

師
は
、
い
か
な
る
思
想

を
も
捨
て
な
か

っ
た
。
い
か
な
る
異
端
邪

説
を
も
、
そ
の
由
っ
て
来

る
所
以
を
見
究
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
位
置

に

位
置
づ
け

た
。
そ

の
上
で

、
完
き
人
間
が
進
む
べ
き
道
を
示

し
た
の
で
あ

る
。

そ
う
し
て
そ

の
努
力
を
継
承
し
発
展
さ
せ
る
こ
と

こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
比
較
思

想
学
会

の
使
命
で
あ

る
と
確
信
す
る
。

以

上
弘
法
大
師

の
思
想
を
主
軸
と
し
て

い
ろ
い
ろ
考
え

を
述
べ
た
が
、
も

ち
ろ
ん
弘
法
大
師
の
多
数
の
著
作
の
う
ち
に
は
現
代

に
お
い
て
は
適
切
で
な

い
立
言
も
い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し

か
し

か
れ

の
め
ざ
し

た
意
図

と

い

う

も

の

は

、
新

し

い
人

類

の
思

想

形

成

の

た

め

に

大

き

な
意

義

を

も

っ

て

い

る

も

の
で

あ

る

。

そ

の

ほ

か

弘
法

大

師

の
思

想

の
う

ち

に
は

、

西

洋

に

も

そ

の
対

比

を
求

め

得

る
も

の

が
多

い
。

陀

羅

尼

を

唱
え

、

霊

験

を

求

め

る

と

い

う
こ

と

は

、
西

洋

に

お

い
て

も

呪

術

に

た
よ

り

、
奇

蹟

を

信

じ

た

信
仰

に

対
比

さ

れ

る

。

信

徒

の
あ

い

だ
で

は
四

国

八
十

ハ

ケ
所

巡

礼

が

行

な

わ

れ
て

来

た
が

、
西

洋

で

も

恩

寵

を
蒙

り

、
贖

罪

の
目

的

を

は

た

す

た

め

に
聖

地
巡

礼

が
行

な
わ

れ

た

。

弘

法

大

師

は

「
仏

は
わ

れ

に
入

り

、

わ

れ

は

仏

に

入

る
」
（
入

我
我

入

）

と

説

い

た
が

、

こ
れ

に
対
応

す

る
体

験

は

、
新

プ

ラ

ト

ン
派

を

中

心

に
す

る

神

秘

主

義

の

う

ち

に
見

ら

れ

る
。

そ

れ

は

エ
ク

ス

タ

シ

ス
（
Ｅ
ｘ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｉｓ
）
と

エ

ン
ト
ゥ
シ
ア
ス
モ
ス
（
Ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｉ
ａ
ｓ
m
o
ｓ
）
に
相
当
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神

秘

家

に
も

同

様

の
神

人

合

一

の
体

験

が

見

ら

れ

る

。

絶

対

者

の
顕

現

の
視

覚

的

具
象

化

（

マ
ン

ダ

ラ
）

は
西

洋

に
も

そ

の
志

向

を
認

め

る
こ

と

が
で

き

る
。
自

然

万

物

が

救

済

さ

れ
得

る

か
ど

う

か
と

い

う

こ
と

も

大

き

な
問

題

と

さ

れ

た
。

こ

れ

に
対

応

す

る
体

験

は

、
新

プ

ラ

ト

ン

派

を

中
心

と

す

る
神

秘
主

義

の

う

ち

に
見

ら

れ

る
。

西
欧
に
お
け
る
神
秘
宗
教
は
東
邦
の
オ
ル
プ
ェ
ウ
ス
の
信
仰
や
ミ
ト
ラ
信

仰

に

由

来

す

る
。

例

え

ば

ギ
リ

シ
ア

末

期

の
新

プ

ラ

ト

ン
学

派

の

プ

ロ
テ

ィ

ノ
ス

に

見

ら

れ

る
よ

う

に
、

神

た

る

一

者

か
ら

万

物

が

発

源

す

る

こ
と

を

説

く

こ

と

に

始

ま

り

、

そ

れ

は
精

神
・
霊

魂
・
物
質

と

い
う

過

程

を
と

っ
て

発

出



す

る

（
光

源

か

ら
光

の
発

す

る

よ

う

に
、

あ

る

い

は
源

泉

か

ら

水

の
流

出

す

る

よ
う

に
）

と

説

く

。

こ

の
精

神

・
霊

魂

・
物

質

と

い

う

過

程

を

逆

行

し

て

人

間

の
場

合

に

は
物

質

即

ち
身

体

か
ら

意

識

に
集

中

し
更

に
観

念

の
場

所

た

る
精

神

に

遡
及

す

る
こ

と

に

よ

っ
て
、

や

が

て

は

一

者

た

る
神

と

の
合

一

を

成

就

し
得

る
も

の

で
あ

る

。
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

の
弟

子

た

る

ポ

ル

フ

ュ
リ

オ
ス

の

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス
伝

に

よ

れ
ば

、

プ

ロ
テ

ィ
ノ

ス

自
身

が

そ

の
生

涯

に
お

い

て

五
年

間

に
四

度

恍

惚

の
状

態

に

お

い
て

神

と

の
合

一

を

達

成

し

た

と

い

わ

れ

る

。
新

プ

ラ

ト

ン
学

派

は
既

に

ギ

リ

シ

ア
の

末

期

に

お

い

て

キ

リ

ス

ト
教

の

起

っ
て
来

る
時

代

に
あ

っ
て

宗
教

的

色

彩

を

最

も

強

く

も

つ

も

の
で

あ

る

が

、
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス
以

外

に

一

般

に

は

ヘ

ル

メ
ス

祈

祷

書

の
中

に
示

さ

れ

る

合

一

の
体

験

は
最

も

原

始

的

な

前

ヘ
ラ

ス

的

な

も

の

へ

と

向

う

反

動

で

あ

っ

た

。
そ

し

て

そ

れ

ら

の
人

々
と

神

と

の
間

に

お

こ

る
合

一

の
手

段

は

、

い

つ

も

エ

ク

ス

タ

シ

ス

（
霊

魂

が
肉

体

か
ら

脱

す

る

こ

と
）

と

エ
ン

ト

ゥ

シ
ア

ス

モ

ス

（
神

が
礼

拝

者

の
中

に

は

い

っ
て

来

る
こ

と

）

と

を

通

じ

て

起

る

の

で

あ

る

。

こ

の

Ｅ
ｘ
ｓ
ｔａ
ｓ
ｉｓ

と

Ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｉａ
ｓ
m
oｓ

が

真

言

の

入

我

我

入

と

全

く

同

一

の
体

験

の
少

し
く

異

な

っ

た
表

現

で

あ

る

こ

と

に
人

は
気

付

く

で

あ

ろ

う

。
そ

し

て

「
汝

が
吾

の
あ

る
と

こ
ろ

の
も

の

と

な
り

、
吾

が
汝

の
あ

る

と

こ

ろ

の

も

の
と

な

る

よ
う

、
花

嫁

と

し

て

そ

の

花

婿

を

迎

え

る
準

備

を

な
す

べ

し
」

と

か

「
吾

は
汝

の
中

に

、
汝

は
吾

の
中

に

」
「
み

ど

り
児

の
女

の

腹

に

宿

る

ご

と
く

吾

の

う

ち

に
入

り

給

へ

」

と

い

う
祈

り
と

な

る

の

で
あ

る

。

弘

法

大

師

は
多

方

面

に
功

績

の
あ

る
人

で

あ

っ
た

か

ら

、
種

々

の
面

で

論

ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
比
較
思
想
の
立
場
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
綜

芸
種
智
院

を
創
設

し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
れ
の
思
想

か
ら
論
理
必
然

的

に
導
き
出

さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

綜
芸
種
智
院

は
日
本
で
最
初
の
庶
民
学
校
で
あ

っ
た
。
平
安
時
代
の
初
め

頃

の
教
育
制
度
は
平

安
京

に
大
学
、
地
方

に
国
学
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
官
吏

養
成

の
機
関
で
あ

っ
た
。
ま

た
貴
族
階
級
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族

の
子
弟
を

教
育
す
る
学
校
を
設
置
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
般
庶
民
に
は

門
戸
が
開
か
れ
て
い

な
か

っ
た
。
そ
こ
で
空
海
は
天
長

五
（
八
二
八
）
年
十
二

月
十
五
日
、
京
都
の
九
条

に
あ
る
藤
原
三
守
の
広
い
邸
宅
や
土
地
を
譲
り
受

け
、
民
衆
の
た
め
の
学
校
を
創
設
し

た
。
そ
の
教
育
方
針
や

内
容

な

ど

は

『
綜
芸
種
智
院
式
並
び

に
序
』
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』
巻
第
十
に
収

め
ら
れ
て
い
る
）
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

〔
以
下

は
筑
摩
書
房

『
弘
法

大
師
空
海
全
集
』
第

六
巻
（
昭
和
五
九
年
十
一
月
）

六
四
四
ペ

ー
ジ
以
下

、
牧
野

良
海
師

の
邦
訳
に
よ
る
。〕

さ
き
の
中
納
言
藤
原

朝
臣
三
守
卿
は
、
左
京

の
九
条

に
そ
の
邸

宅
が

あ
り
、
土
地
は
二
町
有
余
で
、
家
屋
は
五
間

に
な
っ
て
い
る
。
東
隣

は

施
薬
慈
院
で
あ
り
、
西

は
東
寺

に
近
い
。
南
は
葬
送
の
墓
地
に
近
く

、

北

の
方
に
は
官
の
食
品
倉
庫
が
立

っ
て
い
る
。
湧
泉
が
南
と
北
と

に
あ

り
、
鏡
の
よ
う
に
澄
み
、
左
と
右
に
は
小
川
が
あ

ふ
れ
流
れ
て
い
る
。

松

や
竹

が
生
い
茂

っ
て
お
り
、
風
が
あ
れ
ば
琴
箏
を
奏
で
る
ご
と
く

、

梅

花
青
柳
の
色

は
雨
気

に
催
さ
れ
て
、
あ

た
か
も
錦
繍
の
ご
と
く

に
美

し
い
。
春
に
は
鶯
が
囀
り
、
秋

に
は
鴻
雁

が
飛
び
ゆ
く
。
炎
熱
の
時
も

こ
こ
に
憩
え
ば
暑
さ
を
忘

れ
て
清
涼
を
感
ず
る
。
西
方
に
は
、
四
神

の



う

ち

の
白

虎

に
あ

た

る
大

道

が

あ

り

、
南

方

に

は
朱

雀

に
あ

た

る
小

沢

が

あ

る
と

い
う

地

相

で

あ

る

。

僧

俗

が

逍

遥

し

よ

う

と
思

え

ば

、

こ

と

さ
ら

に
遠

方

の
山

水

を

求

め

ず

と

も

こ

の

処

で

足

り

る

の
で

あ

り

、

朝

夕
ひ

っ
き

り

な
し

に
車

馬

が

往

来

し

て

い

る

。

貧

道

空

海

は
、

か

ね

て

か

ら

衆

生

済
度

の

願

望

が

あ

っ
て

、
ひ

そ

か

に
儒

・
仏

・

道

の

三
教

を

学

ぶ

学

院

の
設

立

を
切

望

し
て

い

た

の
で

あ

る

が

、
ひ

と

た

び
そ

の
主

旨

を

発

表

す

る

や

、

三

守

卿

は

即
座

に
千

金

に

も
値

す

る

住
居

を

提

供

さ

れ

た

。

契

約

の
こ

と

な

ど

は

全

く
度

外

視

し

、
自

ら

の
未

来

の
菩

提

成

就

に

役

立

つ

よ

う

に

と

寄

附

さ

れ

た

の
で

あ

る

。
昔

、
給

孤

独

が

黄

金

を

敷

き

な

ら

べ

て
買

い

求

め

た
土

地
を

仏

に
献

じ
、

や

が
て

勝

軍

王

の
林

泉

を

貰

い

う

け

る

こ

と

が
で

き

た
と

い

う

、
そ

の

説
話

の

よ
う

な

苦

労

を

経

ず

し

て

藤

大

卿

の
林

泉

を

入
手

す

る

こ

と

が

で

き

た

。
私

の
本

願

は

か
く

て

た
ち

ま

ち

に
契

っ
て

成

就

し

た

の

で

、

こ

の

邸
宅

を
名

付

け

て

綜

藝

種

智

院

と

い
う

こ

と

に
し

た

。

試

み

に

式

、

す

な

わ

ち
規

則

を

つ
く

っ
て

記

し

て

お
く

次

第

で

あ

る

。

そ

こ

に

表
明

さ

れ

て

い

る
理

想

は
、
「
衆

芸

」

す

な

わ

ち
諸

の
学

問

を
「
綜

通

」

す

な

わ

ち
綜

合

し

て

「
智

」

す

な

わ

ち
知

識

を
種

え

る
こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

ま

さ

に

西

洋

に

お
け

る
大

学

の
理

想

に
合

致

す

る
。

大

学

の
原

語

名
ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
は
ｕ
ｎ
ｕ
ｓ
（
一
つ
）
に
諸
の
学
問
を
向
け
る
（
v
e
r
s
o
）
、
統

一
す
る
と
い
う
こ
と
（
―
t
ａ
ｓ
.
抽
象
名
詞
の
語
尾
）
に
由
来
す
る
ラ
テ
ン
語

ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉｔ
ａ
ｓ

に
由

来

す

る
英

語

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が
明

治

以

後

の
日

本

人

は
、

こ

れ

を

「
大

学

」

と

訳

し

た

。
「
大

い
に
学
ぶ
」
「
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
 
L
ｅ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
儒
教
の

経

典

の
一

つ

に

「
大

学

」
が

あ

り

、

曽

子

の
著

と

も

言

わ
れ

て

い

る

が
、

四

書

の
一

つ

と

し

て

、

宋

学
で

は
特

に

重

ん

ぜ

ら

れ

た
。

と

こ

ろ

が
明

治

以

後

、

日

本

で

「
大

学

」

と

い

う
と

き

に
は

、

大

き

な

校
舎

と

、
広

大

な

敷

地

、
莫

大

な

資

金

、
多

数

の

教

師
や

学

生

の

い

る
と

こ

ろ

を
意

味

す

る
の

で
あ

り

、

基

準

の
立

て

方

が

唯

物

論
的

で

あ

る
。

そ

こ

に

は
精

神

が
認

め
ら

れ

な

い
。

諸

の
学

問

を

綜

合

す

る
と

い
う

西

洋

中

世
以

来

の
理

想

は
顧

み

ら

れ
て

い

な

い
。

大

学

の
規

模

が

広

大
と

な

る
と

、

セ

ク

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム
と

縄

張

り
根

性

の
み

が
支

配

し

、

偉

大

な
学

問

を

創

造

す

る

と

い

う
理

想

は

見

失

わ

れ
て

し

ま
う

。
ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉｔｙ

の
語

義

さ
え

も

、

人

々
は

忘

れ
て

い

る
で

は

な

い
か

。

と

こ

ろ

が

弘
法

大

師

は

、

こ

の
学

問

の

理

想

を
明

白

に
表

明

し

た

。
綜

芸

種

智

院

の

理

想

は

ま

さ
に

大
学

の
あ

る

べ
き

真

の

す

が

た
を

明

示

し
て

い

る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遍
歴
学
徒
た
ち
が
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
や
パ
リ
な
ど
の
学
問
中

心

地

に

集

ま

っ
て

ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉｔ
ａ
ｓ

と

呼

ば

れ

る
学

問

共

同
体

を
形

成

し

た

の

は
一
二
世
紀
に
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
弘
法
大
師
の
こ
の
学
院
は
九
世
紀
初
頭

で

あ

る
か

ら

、
西

洋

の
大

学

よ

り
三

百

年

以

上

古

い

。

弘
法

大

師

こ

そ

世
界

最
古
の
大
学
創
設
者
で
あ
る
。
〔
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
大
学
な
ど
は

そ

れ

よ

り

も

古

い

が

、
そ

の

大

学

創
設

の
理

想

を
説

い

た
文

章

は
残

っ
て

い

な

い

。
〕

世

間

の

人

々
は
綜

芸
種

智

院

の
意

義

を
軽

く

見

て

、
民

衆

の

た
め

の

い

わ

ば

カ

ル
チ

ャ

ー
・

セ

ン
タ

ー
く

ら

い

に

し

か
考

え

な

い

が

、
事

情

は

逆

で

あ

る

。

政

府

の

つ

く

っ
た
学

問

所

は

、

官

吏
養

成

機

関

に

す

ぎ

な

か

っ
た

。

寺



院

に
あ

っ
た
学
問
所

は
、
仏
教

の
教
義
学
を
中
心

に
教
え
て
い
た

。
い
ず
れ

も
目
的

が
限
定

さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ

が
弘
法
大
師

の
こ

の
学
院

は
、
世
俗

と
宗
教
と

を
一
貫
し
て
綜

合
し

た
、
新
し
い
学
問
を
め
ざ
し
て
い

た
の
で
あ

る
。

思

う
に
、
古
来
よ

り
の
九
流
・
六
藝
は
世
を
済
う
た
め
の
舟
や
橋
に

も
比
す

べ
き
も

の
で
あ
り
、
一
方
、
十
蔵
・
五
明

の
仏
の
教
え
と
学
問

は
、
世
人
を
利
益
す

る
宝
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
過
去
・
現
在
・
未
来

の
三
世

に
お
わ
す
如
来
も
、
仏
教
の
学
問
と
世
間

の
学
問

と
を
兼
ね
学

ん
で
偉
大
な

る
覚
り
を
成
就
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
賢
聖

も
、
こ
れ
ら

の
教
学

に
す
べ
て
通

暁
し
て
完

全
な
る
悟
り

の
智
慧
を
証

し

た
も
う
た
の
で

あ
る
。
五
味

の
う

ち
の
一
味

の
み
で

ご
馳
走
が
で
き

た

り
、
五

音
の
う
ち
の
一
音

の
み
で
妙
音
を
奏
で
る
こ
と
な
ど
、
い
ま

だ

か
つ
て
そ

の
た
め
し

は
あ

る
ま
い
。
立
身
出
世
の
要

点
、
治
国
の
道

は
い
わ
ず
も

が
な

、
こ
の
世
で
生
死
の
苦
を
断
じ
、
彼
岸
に
あ
っ
て
涅

槃

の
楽
し
み

を
証
す

る
こ
と
も
、
こ
の
衆
藝
兼
学
の
理
を
捨
て
て

は
な

ん

ぴ
と
と

い
え
ど
も
到
達
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え

に
、
欽
明

の
帝
以
来

の
聖
帝
賢
臣
ら
が
寺
院
を
建

立
さ
れ
て

、
こ
れ
を
仰

い
で
仏

道
を
弘
め
た
も
う
た

の
で
あ
る
。

し

か
し
な
が
ら
、
寺
院
の
僧
侶
は
、
一
方

に
偏
し
て
仏
教

の
経
典
の

み
を
学
習
し
、
大
学
の
俊
秀

は
、
仏
典
以
外

の
書
物

の
み
を
読
み
ふ
け

っ
て
い
る
の
が
実
情
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
三
教
の
書
や
五
明

の
書

の
よ
う
な
全
般
に
わ
た
る
も
の

に
つ
い
て
は
ふ
さ
が
り
と

ど
こ

お

つ
て
通
じ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
綜

藝
種
智
院
を
建
て
て
、
広
く
三
教
全

般
に
わ
た
っ
て
多
く
の
学
匠
を
招
く
次
第
で
あ

る
。
こ
の
う
え

は
、
三

教

の
学
を
明

ら
か
な
ら
し
め
て
無
明
（
根
源
的
な
無
知
）
の
闇

路
に
迷
う

人

々
を
導
き

、
五
乗

の
教
法
を
用
意
し
て
等
し
く
一
様
に
人

々
を
覚
り

の
世
界

へ
駆
り

立
て

ん
も
の
と

、
切

に
願
う
次
第
で
あ
る
。

た
だ
当
時

、
こ
う

い
う
独
創
的
な
学
院
は
、
経
営
は
決
し
て
容
易
で
は
な

か

っ
た
。
そ

の
困
難
さ
は
、
す
で
に
予
見
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
人
が
、
非
難
し
て
言
う
、
「
貴
僧
の
願
望

は
結
構
で
あ

る

が
、

こ
の
よ
う
な
事
業
は
先
覚

者
も
や
り
も
ら
し
た
こ
と
で
、
い
ま
だ
に
有

終
の
美
を
見

て
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば

、
か
の
吉
備
真
備
の
儒
仏
二
教

院
と
石

上

宅
嗣
の
芸
亭
院
な
ど
、
こ
れ
ら
の
私
学
院
は
み

な
始

め
あ

っ
て
終
り

な
く

、
人

は
散
り
去

っ
て
そ
の
跡
は
見

る
か
げ
も

な
い
あ
り

さ
ま
で

は
な
い

か
」
と
。

答
え
て
言
う
、
「
物
の
興

廃
は
必
ず
そ
の
人

に

よ

る
。
人

の
昇
沈

は

必
ず
や
そ

の
道
の
学
び
方

に
あ
る
。
大
海
は
多
く

の
流
れ
が
注
が
れ
て

こ
そ
深

く
な
り
、
須
弥
山

は
塵
が
積
り
積
っ
て
高

い
の
で
あ
る
。
大
建

築
は
多
く
の
木

材
が
支
え
て
こ
そ
聳
え
立
ち
、
一
国

の
元
首
は
股
肱

の

臣
下

に
よ

っ
て
扶
け
ら
れ
て
こ
そ
保
た
れ
る
。
か
く
て
多
数
の
同
志
さ

え

あ
れ
ば
尽
き

が
た
く

、
同
類
が
少

な
け
れ
ば
傾
き
や
す
い
の
は
自
然

の
理
で
あ

る
。
今

、
わ
が
願
う
と
こ
ろ
は
、
上
御
一
人

が
恩
命
を
く
だ

し

た
ま
い
、
三
公

が
協
力

さ
れ
、
名
門
の
貴
族
方

や
諸
宗
門

の
名
僧
方

が
同
志
と
し
て
助
勢
を
た
ま
わ
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
業

は
末
長
く
継

続



さ
れ
る
で

あ
ろ
う
」
と
。

難
じ
た
者
が
言

う
、
「
そ
れ
な
ら
ば
よ
ろ
し
か
ろ
う
」
と
。

或
い
は
ま
た
別

の
人
が
難
じ
て
言
う
、
「
今
、
国
家
が
広
く

学
校

を

開
い
て
諸
藝
を
勧

め
励
ま
し
て
い

る
。
強
力
な
国
学
・
大
学

が
あ

る
以

上
、
眇
た
る
一
私
学
な
ど
、
世
間

に
な

に
ほ
ど
の
利
益
を
与
え
得
よ
う

か
」
と

。

答
え
て
言

う
、
「
大
唐
の
都
城
で
は
、
各
坊
ご
と

に
勉
学

の
塾
が

あ

っ
て
、
広

く
幼
年
者
を
教
え
て
お
り
、
各
県
ご
と

に
郷
学

が
開
設
さ
れ

て

い
て

、
広
く
青
少
年
を
指
導
し
て
い
る
。
だ
か
ら
才
智
あ

る
者
が
城

内

に
溢
れ
て
お
り
、
六
藝

に
秀
で

た
士
が
国
内
に
み

ち
て

い
る
。
と
こ

ろ

が
今
日

、
こ
の
平

安
京
に
は
大

学
が
た
だ
一
校

あ
る
の
み
で
、
勉
学

塾

は
ま
っ
た
く
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
た
め

に
、
貧
賎

の
子
弟

は
知
識
を

求

め
る
て

だ
て
も
な
く
、
学
問
を
好
む
遠
方
か
ら
の
子
弟

は
通
学
す
る

に
も
疲

労
が
甚
だ
し
い
。
今
こ
の
一
学
院
を
建
て
て

あ
ま
ね
く
学
童

の

蒙

を
啓
こ

う
と
思
う
の
で

あ
る
。
ま
た
善
き
こ
と
で

は
な
い
か
」
と
。

難
じ
た
者
が
言
う
、
「
も
し
よ
く
は
た
し
て

そ
の
と

お
り
に
な

る

と

す

れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
善
美
を
つ
く
し
て
日
月
と
光
明

を
争
う

ほ
ど
で
あ

り
、
天
地
と
と
も

に
不
朽
を
競
う
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
国

に
益
を
与

え

る
妙
計
で
あ
り
、
人
を
利
す
る
宝
珠
に
も
喩
え

る
べ
き
で
あ
る
」
と
。

わ
た
く
し
は
不

敏
で

は
あ
る
が
、
九
仞
の
功
を
一
簣

に
欠
く
よ
う
な

失
敗
を
せ
ぬ
よ
う
、
い
ま
一
段
と

努
力

を
し
、
微
塵

の
土
を
積
み
重
ね

て
国
土
八
方
の
飾
り
と

も
な
る
岡

に
築
き

あ
げ
、
広
大
な
る
四
恩

の
徳

に
報
い
、
三
点
の
仏
果

を
得
る
善
き
よ
す
が
に
し
よ
う
と
願
う
次
第
で

あ
る
。

〔
師
を
招
く
章
〕

『
論
語
』
に
い
う
、
「
人

は
仁
の
美
風
の
あ
る
所

に
こ
そ
住
む

べ

き

で

あ
り
、
居
所

を
択

ん
で
仁
の
気
風

の
な
い
所

に
止
住
す

る
な
ら
ば
、
ど

う
し
て
智
者
と

い
え
よ
う
か
」
と
。
ま
た
同
じ
書
に
、
「
六
藝

に
遊
ぶ
」

と
い
う
主
旨

の
言
葉
も
あ
る
。
『
大
日
経
』

に
は
、
「
初

め
て
伝
教
の
阿

闍
梨
に
な
る
に
は
、
ま
ず
衆
藝
を
兼
ね
学
ぶ
べ
き
で
あ

る
」
と
あ
る
。

『
十
地
論
』
と

い
う

、「
菩
薩
は
菩
提
を
成
就
す
る
た
め
に
ま
ず
五
明

の

学
問

を
研
究
し
て
法
を
求
め
る
べ
き
で
あ

る
」
と

。

だ
か
ら
か
の
善
財
童
子

は
百
十

城
を
巡
り
歩
い
て
五
十
三
人
の
師
を

尋
ね
求
め
、
常
啼
菩
薩

は
常
に
一
市

に
哭
し
て
般
若
の
法
を
求
め
続
け

た
と
い
う
。
し

た
が

っ
て
、
智
慧
を
得

る
た
め
に
は
仁
者

の
郷
に
処
る

べ
き
で

あ
り
、
覚
り
を
成
就
す
る
た
め
に
は
五
明

の
法

に
頼
る
べ
き
で

あ
る
。
法

を
求

め
る
に
は
必
ず
大
勢
の
師
の
う
ち
か
ら
そ

の
人
を
得
べ

き
で

あ
り
、
学
道

の
た

め
に
は
衣
食
の
資
も
必
要
で
あ

る
。
以

上
の
四

者
が
具
備
し
て
初
め

て
事
業

が
完
成
す

る
。
故
に

こ

の
、
処
・
法

・

師
・
資

の
四
つ

の
条
件
を
設
け
て
多
く

の
人
々
を
利
益
し
救
済
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ

る
。

処
あ
り
、
法
あ
り
と

し
て
も

、
も
し
師
を
欠
け
ば
理
解
を
得
る
す

べ

が
な
い
。
だ
か
ら
ま
ず
師
を
招
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
師
に
二
種
類

が
あ
り
、
一
つ

は
仏
道
の
師
、
二
つ

は
世
俗
の
教

師
で
あ
る
。
前
者

は



仏
教

の
経

典
を
伝
え
教
え
る
も
の
、
後
者
は
仏
教
以

外
の
典
籍

を
教
え

弘

め
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
仏
法

も
世

間
の
教
え

も
と

も
に
修
得
す

べ
き
で
あ

る
と

は
、
わ
が
師
の
正

し
い
訓

え
で

あ
る
。

一
つ

、
仏
道
人
伝
受
の
心
得
の
こ
と

。

右
、
顕
密
二
教
を
学
習
す
る
こ
と

は
僧
た
る
者

の
本
分
と
す
べ
き
嗜

み
で
あ

る
が
、
も
し
さ
ら
に
仏
教
以
外

の
書

に
も
通

じ
よ

う
と
思
う
な

ら
ば
、
俗

の
博
士

に
一
任
し
て
修
学
す

べ
き
で
あ

る
。
俗
人
で
あ

っ
て

も
、
仏
教
の
経
典
・
論
書
を
学
ぼ
う
と
心
に
願
う
者
が
あ
れ
ば
、
僧
侶

を
師
と
す
べ
き
で

あ
る
。
そ

の
師

た
る
者

は
、
心

は
四
無
量
心
・
四

摂

法

に
住
し
て
労
苦
を
厭
わ
ず
、
貴
賤

の
差
別
を
せ
ず

、
よ
ろ
し
く
指
導

伝
授
す
べ
き
で
あ
る
。

一
つ
、
俗
教
の
博

士
の
教
受
の
心
得
の
こ
と
。

右
、
九
経

九
流

、
三
玄
三
史
、
七
略
七
代
に
つ
い
て
、
も
し
く

は
詩

歌
・
銘
賦
等
の
文

学
作
品

に
つ
き
、
音
や
訓
、
句
読
あ
る
い
は
通
義

な

ど
に
精
通

し
て

い
る
者
で
、
こ
れ
ら

の
文

献

に
わ
た

っ
て
一
部

の
書
・

一

帙
の
本
、
い
ず
れ
を
と

っ
て
も
童
蒙
を
啓
発
す
る
学
識

の
あ
る
者

は
、

教

師
と
し
て

こ
の
学
院

に
住
せ
ら
れ
よ
。
も
し
仏
道
の
人
で
心

に
仏
教

以
外

の
典
籍

を
学
ば
ん
と
願
う
者
が
あ
れ
ば
、
才
徳
秀
で

た
人

、
孝
廉

の
士
が
そ

れ
ぞ
れ
適

宜
に
伝
授
せ
ら
れ
よ
。

も
し
青
少
年

の
学
生
生
徒
で
文

字
の
読
み
書
き

を
学
ば

ん
と
す
る
者

が
あ

れ
ば
、
儒
教

の
先
生
は
、
慈
悲
の
心

を
も
ち
、
忠
孝

を
念
頭
に
お

い
て

、
貴
賤
貧
富

の
隔
て
な
く
適
宜
に
指
導

を
与
え

、
倦
む
こ
と
な
く

諄

々
と
教
え
ら
れ
よ
。
三
界
（
こ
の
世
界
）
の
衆
生
は
み
な
わ
が
子
で
あ

る
と

は
大
覚
世
尊
の
お
言
葉
で
あ
り
、
四

海
（
世
界
中
）
は
み
な
兄
弟
で

あ
る
と
は
聖
人
孔
子

の
名
言
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
よ
く
仰
い
で
忘
れ

な
い
よ
う
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

一
つ
、
師
と
弟
子
と
、
と
も
に
糧
食
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

人

た
る
者

は
ぶ
ら
さ
が

っ
て
い
る
に
が
瓜
で

は
な
い
と
は
孔
子

の
格

言
で

あ
り
、
人

は
み

な
食

に
よ

っ
て
生
き
る
者
で
あ
る
と
は
釈
尊
の
所

説
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
そ
の
道
を
弘
め
よ

う
と
思

う
な
ら
ば
、
必

ず
そ

の
人

々
に
飲
食
を
与
え
ね
ば
な
ら

ぬ
。
道
人
・
俗
人

た
る
を
問
わ

ず

、
ま
た
先
生
と
弟
子
た
る
と

を
問

わ
ず

、
い
や
し
く
も
学
道
に
志
す

者

に
は
み
な
等
し
く
給
費
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
く
し

空
海

は
も
と
よ
り
清
貧
を
旨
と
し
て
い
る
か
ら
、

ま
だ
充
分
に
必
要

経
費

を
支
弁
で
き
な
い
が
、
と

り
あ
え
ず
若
干

の
物

資
を
費
用
と
し
て

充
当

し
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
国
を
益
し
、
人

を
利

せ
ん
と
す
る
志
が
あ
り
、
迷
い
を
去
り
覚
り
を
証

せ
ん
と
志
し
求
め
る

人
が
あ
れ
ば
、
同

様
に
た
と
え
些
少
た
り
と
も
こ
の
学
院
へ
施
入
し
て
、

わ
が
願
い
に
協
賛
せ
ら

れ
よ
。
世

々
生

々
に
わ
た
り
、
と
も
ど
も
に
仏

の
教
え
の
力
を
か
り
て
大
衆

に
利
益
を
与
免
た
き
も
の
で
あ
る
。

天

長
五
年

（
八
二
八
）
十
二
月
十
五
日

大

僧
都
空
海
記
す

こ
う
い
っ
て
綜
芸
種
智
院

の
式
を
結
ん
で

い
る
。

そ
の
教
課
内

容
は
、
民
衆

の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
程
度
は
低

か
っ



た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
学
問
の
綜

合
と
い
う
高

い
理
想
は
、
い
か
に
高

く
評

価
し
て
も
、
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

空
海
の
没
後
、
こ
の
学
院
の
経

営
は
行
き

づ
ま

っ
た
。
適
当
な
後
継
者

が

い
な
か
っ
た
。
こ
の
学
校

は
惜
し
く
も
承
和
十
四
（
八
四
七
）
年

に
閉

ざ
さ
れ

た
。
弟
子
た
ち
は
こ
れ

を
売
り
払

っ
て

、
丹
波
大
山
荘
を
買

い
、
東
寺
領
と

し
た
。
し
か
し
空
海

が
示
し
た
学
問
と
教
育
へ
の
熱
意
と
そ

の
理
想

は
世
界

の
教
育
史
上
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ

る
。

現

在
〈
教
育

の
荒
廃
〉
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
と

き
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
祖
先
で

あ
る
弘
法
大

師
の
理
想

に
聴
く
べ
き
点
が
大
き

い
と

思
わ
れ
る
。

以

上
、
い
く
つ

か
の
観
点
か
ら
、
弘
法
大
師
空
海
が
日
本

に
お
け
る
比
較

思

想
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

（
な

か
む
ら
・

は
じ
め
、
比

較
思
想
学
会
名
誉
会
長
）


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17

