
〈
創
立
二
〇
周
年
記
念
公
開
講
演
）

新
し
い
世
界
を
つ
く
る
比
較
思
想

比

較

思

想

の

未

来

比
較
思
想
学
会
が
、
こ
の
た
び
創
立
二
十
周
年

を
迎
え

、
そ
の
記
念
大
会

が
開

か
れ

た
と

い
う
こ
と

に
つ

い
て
は
、
ま
こ
と

に
感
慨

の
深

い
も
の
が
あ

る
。こ

の
学
会

は
、
昭
和
四
九
年
一
月

に
設
立
さ
れ

、
六
月

に
創
立
大
会
を
東

京
巣
鴨
の
大
正

大
学
で
開
催
し
た

か
ら
、
こ
の
秋
で
ち

ょ
う
ど

二
十
周
年
を

迎
え
る
こ
と

に
な

る
の
で
、
呱
々
の
声
を
挙
げ

た
場
所
で

あ
る
同
じ
こ
の
大

学
で
記
念
大
会
を
開
く
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ

る
。

比
較
と

い
う
こ
と
を
表
面
に
う
た

っ
た
学
会

は
、
い
ま

か
ら
二
十
年
前
で

も
決
し
て
少
な
く
な
か

っ
た
。
比
較
教
育
学
会
、
比
較
法
学
会
な
ど

い
ろ

い

ろ
あ

っ
た
と
記
憶
す
る
。

前
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
今
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

中
　
村
　
　
　

元

比

較

宗

教

学

（
ｃ
ｏ
ｍ

ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ
）

と

い

う

よ

う

な

研

究

が

盛

ん

で

あ

っ

た

が

、

近

年

で

は

も

は

や

比

較

の

段

階

を

通

り

す

ぎ

て

、

そ

れ

を

乗

り

超

え

、

そ

れ

を

含

む

と

こ

ろ

の

宗

教

学

と

か

、

あ

る

い

は

た

だ

宗

教

研

究

（
ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｕ
ｓ
　ｓ
ｔｕ
ｄ
ｉｅ
ｓ
）

と

称

す

る

場

合

が

多

い

。

比

較

言

語

学

と

い

う

名

称

は

依

然

と

し

て

残

っ

て

い

る

が

、

近

年

で

は

一

般

言

語

学

（
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ

ｌｉｎ
ｇ
ｕ
ｉｓ
ｔ
ｉｃ
ｓ
）

の

中

に

お

さ

め

ら

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

学

問

で

は

「
比

較

」

と

い

う

こ

と

が

当

然

の

プ

ロ

セ

ス

で

あ

る

と

し

て

承

認

さ

れ

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

思

想

と

か

哲

学

と

か

の

方

面

で

は

、

そ

の

よ

う

な

声

が

挙

が

ら

な

か

っ

た

。

し

か

し

何

ら

か

の

思

想

や

哲

学

を

客

観

的

に

評

価

す

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

、

否

で

も

応

で

も

比

較

の

手

つ

づ

き

を

踏

ま

ね

ば

な

ら

な

い

。

わ

れ

わ

れ

は

東

西

の

諸

思

想

の

流

れ

が

押

し

よ

せ

て

来

る

さ

な

か

に

生

き

て

い

て

、

想思較比るくっを界世Ｌ
Ｖ

し新
－

１



当
然
、
選

択
や
対

決
に
迫
ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ

が
そ

の
よ
う
な
反
省

を
促
す
声

が
わ
が
国
で

は
、
さ

っ
ぱ
り
起
こ

ら
な
か
っ
た
。
―
―
諸
外
国
で
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
動
き
が
盛
ん
に
起
こ

っ
て

い
る
の
に
。

わ
が
国
で

は
、
哲
学

と
い
え

ば
、
西

洋
の
哲
学
的
古
典
を

祖
述
す

る
こ
と
で

あ
り
、
東
洋
思
想
研

究
と
い
え
ば
、
東
洋
の
思
想
的
古
典

を
解

釈
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
い
う
風

潮
が
強

か
っ
た
。

も
し

も
垣
根
を
狭
く
設
け
て
、
区
切

っ
て
お

い
て
、
そ
れ
以
外

の
こ
と

に

踟

を
向
け
て
は
な
ら

ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
す
る
と
、
思
想
研
究
者

の
や
る
こ

と

は
文

献
学
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
も
結
構
で
あ
る
が
、

そ

こ
か
ら
は
価
値
批
判
は
出
て
こ
な
い
。
い
わ
ん
や
そ
の
研
究
が
人

に
感
銘

を
与
え

る
と
か
、
感
動
を
ひ
き
起
こ
す

と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
異

質

的
な
も
の
と
対

決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
は
じ
め
て

反
省
が
出
て
く
る
は

ず
で

あ
る
。

今
や
世
界
の
諸
国
を
通
じ
て
比
較
思
想
研
究
は
次
第

に
隆
盛
と
な
り
つ
つ

あ
る
。
考
え
み
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
動
き
で
あ

っ
て
、
こ
と

さ
ら
力
説
す

べ
き
ほ
ど
の
こ
と
で

は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

わ
れ
わ
れ

は
思
想
研
究
の
本

筋
、
本
道
を
進
み
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら

わ
ざ
わ
ざ

「
比
較
思
想
」
な
ど
と
銘
を
打
つ
必
要

は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
あ
え
て

「
比
較
思
想
学
会
二
十
周
年
」
云

々
と

い
う
こ
と

を
わ
ざ

わ
ざ
言
わ
ね
ば

な
ら

ぬ
と

い
う
こ
と
は
、

わ
が
国

に
お
け

る
思
想
や

哲
学
の
研
究
が
、

い
か
に
偏

っ
た
局
地
的
な
も

の
で
あ

る
か
と

い
う
事
実
を

示

す
も
の
で
あ

る
と
し
て
、

わ
た
く
し

は
む
し
ろ
悲
し
む
も

の
で

あ
る
。

こ

の

二

十

年

の

あ

い
だ

に

、

わ

た

く
し

は
、

こ

の

比

較

思

想

学

会
で

公

開

講

演

を

依

頼

さ

れ

る

た

び

ご

と

に
、

諸

外

国

で

は

い

か

に
比

較

思

想
研

究

が

行

な

わ

れ

、

ま

た

要

請

さ

れ

て

い

る

か

、
と

い

う
情

勢

の

紹

介

に

つ

と

め
、

若

い
研

究

者

諸

君

を

鼓

舞

激

励

し
て

来

た

つ
も

り

で

あ

る

。

今

の

日
本

の
学

界

の

よ

う

に
、

た

だ

外

国

の

権

威

に

た

よ

っ
て

祖

述

し

て

い
る

だ

け

の

「
奴

隷

の

学

問

」

で

あ

っ
て

は

な

ら

ぬ

と

い

う

こ

と

を
力

説

し

た
。

し

か
し

わ
れ

わ

れ

は
、

こ

の

二
十

周

年

を

迎

え

る

に
当

た

っ
て

、

ま

た

わ

れ

わ
れ

自

身

を
反

省

す

る

必

要

が

あ

る

の
で

は

な

か

ろ
う

か
？
　

下

手

を
す

る

と

、

わ

れ

わ
れ

の

仕

事

も

閑

人

の

閑
仕

事

に

堕
し

て

し

ま

う

恐

れ

が

な

い

だ

ろ

う

か
？

比

較

思

想

の

研

究

の

基

盤

と

い

う
も

の

は

、
人

間

の

生

、

生

き

て

い

る
こ

と

で

あ

る

。

単

に

出

来

上

が

っ
た
思

想
を

こ

ね

合

わ
せ

て

比

較

し
て

新

た
な

も

の

を

作

り

出

す

と

い
う

だ

け

の
こ

と

に
終

わ

っ
て

は
な

ら

な

い

。
人

間

の

生

を

み

つ

め

る
こ

と

に
よ

っ
て

、

そ

れ

に
基

づ

い
て

成

立

す

る

思

想

の
比

較

と

い

う
こ

と

も

可

能

に
な

る

。

こ

の
比

較

思

想

学

会
が

単

に
大

学

の
所

在

地

だ
け

で

な
く

、

隔

絶

し

た
特

異

な
土

地

で

も

学

術

大

会

を

開

催

し

た

の

は

、

そ

の

た

め
で

あ

る

。

わ
れ

わ

れ

の
研

究

が
、

将

来

の
文

明

の

進

路

に
対

し
て

指

導

性

を

も

ち
得

る

で

あ

ろ

う

か
？
　

こ
の

点

が

ま

ず

問

題

と

な

る

。

わ
れ

わ
れ

日
本

人

の
生

活

、

さ

ら

に

そ

の

存

在

そ

の
も

の
が

、

も

は

や
世

界

か
ら

切

り

離
し

て

は
考

え

ら

れ

な

い

。

’ｇ
ｌｏ
ｂ
ａ
ｌ
’
な

視

野

の

も

と

に

、
と

い

う
こ

と

は

、
今

や

万

人

の

承

認

す

る

と

こ

ろ

で

あ

る
。



さ
ら
に
問
題

を
身
近

か
な
と
こ
ろ
に
限
る
と
、
わ
れ

わ
れ
は
東

洋
人
で

あ

り
、
ア
ジ
ア
の
一
員
で

あ
る
か
ら
、
ま
ず
近
く
は
ア
ジ
ア
の
国

々
と
と
も

に
、

何
を
め
ざ
し
て
進

ん
だ
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題

と
な
る
。

ア

ジ

ア

の

一
員

と

し
て

の

日

本

ア
ジ
ア
を
離
れ
て

日
本
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
過

去
に
お
い
て
も

そ
う

で

あ
っ
た
し
、
未

来
に
お
い
て

も
そ
う
で
あ
ろ

う
。
日

本
の
文
化

は
ア
ジ
ア

の
国
々
か
ら
実

に
多
く

の
も

の
を
受
け
て

い
る
。

そ
の
ア
ジ
ア
の
人
口

は
二
四
億
人
以

上
に
達

し
、
全
世
界
の
人
口

の
五

七

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
達
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
地
域
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
の
東
半
分
以
上

に
わ
た
り
、
多
数

の
国
家
を
成

立
さ
せ
て

い
る
。
世
界

の

三

大
宗
教
も
こ
の
地
域

か
ら
出
現
し

た
。

ア
ジ
ア
の
地
域

の
人

々
は
相
互

に
緊

密
に
連

関
し
影
響
し
合

わ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
宿
命
を
も

っ
て

い
る
。

し
か
し
ア
ジ
ア
の
諸
民

族
は
共

通
の
精

神

的
紐
帯
を
も
っ
て

い
る
の
で

あ
ろ

う
か
？
　

あ
る
い
は
単
に
雑
居

し
て

い
る

だ
け
な
の
で
あ
ろ

う
か
？

と
こ
ろ
で
今

わ
れ

わ
れ
が
ま
ず

問
題

に
せ
ね
ば

な
ら

ぬ
の

は
岡

倉
天

心

（
覚
三
）
が
か
れ
の
著
書
『
東
洋
の
理
想
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、

「
ア

ジ
ア
は
一
つ
で
あ

る
」

と

い
う
立
言
で
あ
る
。

か
れ
の
も

ち
出

し
た
論

拠
は
、
法
隆
寺
金

堂
の
壁
画

の
仏
像
が
イ

ン
ド
の
ア

ジ
ャ
ン
タ
ー
の
そ
れ
と
類

似
し
て

い
る
事
実
と

か
、

日
本
で
浄
土
教
が
盛
ん

に
な

っ
た

の
と
同

時
代

に
南
イ

ン
ド
の
ヴ

ィ

シ
ュ
ヌ

教
が
同

様
の
信
仰

を
唱
え
、

そ
の
一
派
で
あ
る
テ
ン
ガ
ラ
イ
派
の
信
仰
は
、

浄
土
真
宗

の
本
願

ぼ
こ
り

の
思
想
を
思
わ
せ
る
も

の
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な

事
実
で

あ
り
、
こ

れ
ら
の
事
実
を
用

い
て
人
々
は
驚

い
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
ア
ジ
ア
が
全
面

的
に
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
読
者

に
確
信
せ
し
め
る

に
は
充
分

の
説
得
力

が
な
か
っ
た
。
た
だ
イ

ン
ド
人
や
日
本
人
の
相
当
数
の

人
々
は
こ
の
立
言

に
対
し
て

歓
呼
の
声
を
挙
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
文
化

を
擁
護
し

、
襲
い
く
る
西
洋

の
侵
略

に
対
し
て

、
各
自
の
国
を
、
さ
ら
に
そ

の
文

化
を
擁
護
し

よ
う
と
努

め
て

い
た
人
々
は
、
思
わ
ず
快
哉
を
叫
ん
で

、

拍

手
し
た
の
で
あ

る
。

か
れ
ら

は
西
洋

の
侵
略

に
対
し
て
反
抗
し
よ
う
と
す
る
そ
の
目
的
を
ひ
と

し

く
す

る
が
故

に
、
そ
の
共
通
性
を
自
覚
し
て
期
せ
ず
し
て
こ
の
標
語

に
結

び
つ
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の

モ
ッ
ト
ー
を
よ
る
べ
と
し
た
。

し
か
し

な
が
ら
諸

々
の
視

点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
南
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
、

北
ア
ジ
ア
を
一
ま
と
め
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
別
の
視
点
か

ら

見
る
と
、
〔
上
述

の
差
異
が

あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
〕

ア
ジ
ア
諸
民

族
全

体

に
通
ず

る
も
の

を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。

相
互

の
信

頼

に
も

と

づ

く

新
和

感

そ
こ
で

わ
た
く
し

が
密

か
に
考
え
て
み

る
と
、
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
の
相
互

理
解

を
可
能
な
ら
し

め
る
基
盤
は
、

〈
相
互
の
信
頼

に
も
と
づ
く
親
和
感
〉

と
で
も

い
う

べ
き
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　

そ
の
手
が
か
り
と
し
て

、
東

想思較比るくつを界世廴し新
Ｑ

り



ア

ジ
ア

に
属
し
な

が
ら
も
南
ア

ジ
ア
の
文

化
を
も
摂
取

し
て
い
る
日
本

の
特

異
性

か
ら

考
察

を
出
発

さ
せ

た
い
。

日
本
人

が
韓
国
人
や
中
華
人
と
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ

の
生
活

が
大
き

く
異

な
る
一
つ

の
特
徴
は
、
大
陸
の
諸
民
族
で

は
家
屋
が

堅
固

な
石

垣
ま
た
は
焼
瓦
塀
で

と
り
巻
か
れ
、
門
も
堅
固
で
、
し
か
も
厳
重

に
閉

鎖
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
日
本
で
は
、
田
舎

に
行
く
と
、
家
屋
が

開

放
的
で
あ
り
、
ど
こ
が
入
口
で

、
ど
こ
が
出
口
か
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
。
家
の
中
が
外
か
ら
丸

見
え
で

あ

っ
て
も
そ
れ
を
意
に
介
し
な
い
。
大
都

会

の
建

物
は
次
第

に
西

洋
風

に
な
っ
て

き
た
が
、
な
お
生
け
垣
な
ど
で

軽
く

低

く
仕
切

っ
て

あ
る
邸
宅
も
少

な
く
な
い
。

こ
れ

は
、
大
陸

の
諸
民
族

は
家
屋

が
閉

鎖
的
で
あ
り
、
外
の
人
々
に
対

し

て
警
戒

的
で

あ
る
が
、
日
本

の
農

村
・
山
村
の
人
々
は
定
住
的
で

、
全
体

に

共
同
社

会
的
な
雰

囲
気
が
支
配
し

、
そ
の
地
域
の
住
人
に
対
し
て

警
戒

的
で

な
い
こ
と
を
示

し
て

い
る
。

こ
の
相
違
は
思
惟
方
法

の
相
違
か
ら
さ
ら
に
教
育
に
ま
で
影
響
を
及

ぼ
し

て

い
る
。
日
本
語
の
達
者
な
中

国
人
の
日
本
学
者
が
か
つ
て
わ
た
く
し
に
語

っ
た
こ
と
が
あ
る
、
―
―

「
日
本
人
は
何
か
事
が
あ
る
と
す
ぐ

〈
和
〉
と

い
う
こ
と
を
唱
え
る
。

と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
中
国

人
は
異

な
る
。

わ
れ
わ
れ

は
、
〈
人
を

見
た

ら
敵
と
思
え
〉
と
教
え
ら
れ
て
い
る
」

と
。
絶
え
ず
、
外
国
民
族
の
侵
入
を
う
け
、
戦
乱

に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
中
華

民
族
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
心
が
ま
え
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
家
屋
も
厳
重

に
閉
鎖

す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
島
国
で

平

和
な
生
活
を
た
も
ち
、
同

一
民
族
で
あ

る
が
故
に
、
庶

民
の
殺
戮
さ
れ
る

こ
と
の
少
な
か
っ
た
日
本
民
族
は
外
側

に
対
し
て
警
戒
心
も
少
な

か
っ
た
た

め

に
、
こ
の
よ
う
に
生
活

様
式
も
異

な

っ
て
き

た
の
で

あ
ろ
う
。
〔
た
だ
し

今
日
は
異
な

っ
て

き
た
。〕

邸
宅
を
堅
固
な
塀
を
も

っ
て
堅
固
に
と
り
囲
む
と
い
う
こ
の
生
活
様
式

は
、

南
ア
ジ
ア
で
も
同

様
で
あ
り
、
相
当

に
地
位
の
あ
る
人
の
邸
宅
は
厳
重

に
塀

で
囲
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
邸
宅
の
中
で
も
警
戒
心
を
失

わ
な
い
。
イ

ン
ド

で
は
王
族
で
あ
る
主
人
は
、
大
き

な
鍵
の
束

を
持

っ
て
歩
い
て

い
る
。

そ
れ
で

は
、
日
本
と
こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
が
全
く
異
な
っ
て

い
る
の

か
？
　

と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
。
ど
こ
の
国
で
も
信

頼
で
き

る
と
思
う

人
々
に
対

し
て
は
開

放
的
な
の
で
あ

る
。
そ
の
点
は
共
通
で
あ
る
。
韓
国
人

や
中
華
人
の
邸
宅
が
厳
重
に
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
の
邸
宅
の
中

に
は
家
族
ま
た
は
親
族
が
住
ん
で

い
る
か
ら

、
そ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て

は

相
互
に
開
放
的
な
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
イ

ン
ド
の
奥
地
へ
行

っ
た
と
き

に
は
、
イ

ン
ド
人
の
私
邸
に
泊
め
て

も
ら

っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。

た

だ
日
本
の
農
村
・
山
村
に
お
い
て

は
、
そ
こ
の
住
民
が
相
互
に
開

放
的
で

あ

る
と

い
う
相
違
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
原
則
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
信
頼
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
で

は
、
人

間
関
係
は
相
互
に
開
放
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
人
は
ア
ジ
ア
人
一
般
か
ら
嫌
わ
れ
て

い
る
と
一
般
に
言
わ
れ
て

い
る
。

し

か
し
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
の
あ
る
哲
学

教
授

は
、



日
本

人

に
対

す

る
あ

こ
が

れ

と
羨

望

の
念

を

込

め

て

い
う

、

「
ヴ

ィ

エ
ト

ナ

ム

は

、

日
本

に
比

べ
て

大

き

く

遅

れ

を

と

っ
て

し

ま

っ

た
。

な

ぜ

か
。

わ
れ

わ

れ

ヴ

ィ

エ

ト

ナ

ム
人

は
決

し

て

日
本

人

よ
り

も

素

質

が

劣

っ
て

い

る

と

い

う

わ
け

で

は
な

い
。

た
だ

日
本

の

現

代

化

の

指

導

者

た
ち

・

明
治

維

新

の
指

導

者

た
ち

は
、

改

革

に
当

た

っ
て

陽

明

学

の

精

神

に
し

た

が

っ
て
実

行

的

・
行

動

的

で

あ

っ

た
。

と

こ

ろ
が

ヴ

ィ

エ

ト

ナ

ム

の

指
導

者

た

ち

は

、
古

臭

い
朱

子

学

に

な
ず

ん
で

い

た
。

こ

の

相

違

は

決

定

的
で

あ

っ

た
。
」

と

。

日
本

人

が

案

外

気

づ

か

な

い
事

実

は
、

先

般

の

第

二

次

世

界

大
戦

に

お

い
て

日
本

に
協

力

し

た
人

々

が
救

国

の
英

雄

と

し

て

尊

敬

さ

れ

、

そ

の
名

誉

が

イ

ン
ド

政

府

に

よ

っ
て

公

に
承

認

さ
れ

て

い
る

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

そ

の

顕

著

な

事

例

は
、

第

二
次

世

界

大

戦

に

お

い
て

日

本

に
協

力
し

た

た

め

に
、

二

人

の
イ

ン

ド
人

政

治
家

、

チ

ャ

ン

ド
ラ

・

ホ

ー

ス
と

マ

ヘ
ー

ン

ド

ラ

・

プ
ラ

タ

ッ
プ

と

は

、
連

合
国

司

令

部

か
ら

Ａ

級

戦

犯

に

指
名

さ

れ

た

が

、

そ

の

二
人

の

イ

ン

ド

人
政

治

家

が

、

イ

ン

ド
政

府

か
ら

は
救

国

の

英

雄
と

見

な

さ
れ

尊

敬

さ
れ

て

い

る

と

い

う
事

実

が
あ

る
。

イ

ン
ド

の
民

族

独

立

運

動

家
で

あ

っ

た

チ

ャ

ン

ド

ラ

・

ホ

ー

ス
（
Ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ａ
ｓ

Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ａ
　
Ｂ
ｏ
ｓ
ｅ

，

一

八

九

七

年

一

月

二

三

日

生

ま

れ

、

一

九

四

五

年

八

月

一

九

日

に
台

北

で

没

す

」

は

、

一
九

三

九

年

に
国

民

会

議

派

の

総

裁

に
選

出

さ

れ

た
が

、

ガ

ン

デ

ィ

ー
と

そ
り

が

合

わ
ず

脱

退

し

、

四

一
年

一

月

イ

ン

ド

を

脱

出

し

ベ

ル
リ

ン

に
向

か

っ

た
が

、
四

三

年

五

月

海

路

潜

水
艦

に

よ

っ
て

日

本

に
到

着

し

、

一

九

四

三

年

一
〇

月

に
自

由

イ

ン

ド
臨

時

政

府

を
樹

立

し

、

武

力

に

よ

る

イ

ギ

リ

ス
権

力

打

倒
を

は

か

っ
た

が

、

日

本

降

伏

の

直
後

、

台

北

で

飛

行

機

事

故

に
よ

り
死

亡

し

た
。

か
れ

は

現

在

イ

ン
ド

で

は

救
国

の

英

雄

と

見

な

さ

れ

て

い

る
。

大

統

領
官

邸

に
は

か

れ

の

肖

像

画

が

掲

げ
ら

れ

、

毎
年
一
月
、
こ
と
に
ベ
ン
ガ
ル
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
で
は
か
れ
の
生
誕
記
念
祭

が

公

に
行

な

わ

れ

て

い

る
。

マ
ヘ
ー
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
タ
ッ
プ
王
（
Ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
ｐ
,
　
一
八
八
六
年

一
ニ
月
一
日
―
一
九
七
九
年
四
月
二
八
日
」
も
日
本
軍
に
加
担
し
た
と
い
う

か
ど

で

、

連

合

国

か
ら

戦

争

犯

罪
人

に
指

定

さ

れ

た

が

、

イ

ン
ド

の
法

廷

は

、

か
れ

に
無

罪

を

宣

告

し

た
。

そ

の
理

由

は
、

祖

国

の

独

立

を

は

か

る

た
め

に
、

外

国

（
日

本

）

と

手

を

結

ん

だ

の

は
正

当

な

こ

と

で

あ

る

、

と

い

う

の
で

あ

る

。

イ

ン
ド

政

府

は

か
れ

の

記
念

切

手

を

発

行

し

た

。

こ

れ

ら

の
イ

ン

ド

独
立

運

動

の
志

士

に
対

す

る
景

仰

の

念

は

、

極
東

軍

事

裁
判
に
お
け
る
イ
ン
ド
を
代
表
し
た
パ
ー
ル
判
事
（
Ｋ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｖ
ｉ
ｎ
ｏ
ｄ
　
Ｐ
ａ
ｌ
,

一
八
八
六
年
一
月
二
七
日
―
一
九
六
七
年
一
月
一
〇
日
」
の
見
解
の
中
に
反

映

し

て

い

る
。

諸

国

の
判

事

た
ち

が
諸

被

告

を

有

罪

と

見

な

し

た

の

に
、

パ

ー

ル
判

事

だ
け

は

日

本

の
Ａ

級

戦
犯

の

全
員

を

無

罪

で

あ

る
と

し

た

。
そ

の

意

見

書

は

の

ち

に

邦

訳

さ

れ

、
『
パ

ー

ル
博

士

の

日
本

無

罪

論

』
（
一
九
六
三

年
）
と

い

う

い
題

名

で

刊

行

さ

れ

た

。

こ

う

い

う
見

解

に

も

と

づ

い
て

イ

ン

ド
共

和

国

は

日
本

に

賠
償

を

要

求
し

な

か

っ
た
。

ス
リ

ラ

ン

カ

の
事

情

も

イ

ン
ド

と

似
て

い

る
。

サ

ン

フ

ラ

ン

シ
ス

コ
講

和

条

約

締

結

の
際

に
も

日
本

の

立

場

を
支

持

し

、

賠

償

金

を

請

求

し

な

か

っ
た
。

現

在

、

鎌

倉

大
仏

（
高

徳

院

）

の
境

内

に
若

干

の

日
本

篤

志

家

の

発
願

に

よ

想思較比るくっを界世Ｆ
Ｖ

し新―’
ｂ



る

ジ

ャ

ヤ

ヴ

ァ

ル

デ

ー

ネ

ー

（

Ｊ
ａ

ｙ

ａ

ｖ

ａ

ｒ

ｄ

ｅ

ｎ

ｅ

）

大

統

領

に

対

す

る

感

謝

の

碑

が

建

て

ら

れ

て

い

る

。

日

本

の

総

理

大

臣

（

細

川

護

煕

）

が

先

般

の

戦

争

を

「

侵

略

戦

争

」

で

あ

っ

た

と

明

言

し

た

の

は

、

ｄ
ｅ

ｓ

ｃ

ｒ

ｉ
ｐ

ｔ
ｉ

ｖ

ｅ

　
ｃ

ｏ

ｍ

ｐ

ｏ

ｕ

ｎ

ｄ

（

叙

述

的

合

成

語

）

で

あ

る

と

解

す

る

こ

と

も

で

き

る

。

戦

争

は

必

ず

侵

略

に

よ

っ

て

終

わ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

西

洋

の

契

約

と

東

洋

の

和

解

こ

う

考

え

て

く

る

と

、

日

本

人

は

も

と

も

と

漢

字

文

化

圏

の

諸

民

族

と

心

情

的

に

通

じ

易

い

も

の

を

も

っ

て

い

る

ば

か

り

で

な

く

、

現

在

の

段

階

で

は

南

ア

ジ

ア

の

若

干

の

民

族

と

は

、

共

鳴

し

易

い

も

の

を

も

っ

て

い

る

。

で

は

ア

ジ

ア

の

諸

民

族

は

、

西

洋

と

は

異

な

る

何

も

の

か

を

も

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

？
　

こ

れ

が

問

題

と

な

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

わ

た

く

し

は

心

情

的

に

は

肯

定

的

に

答

え

る

こ

と

が

で

き

る

と

思

う

。

東

と

西

と

の

対

立

の

問

題

に

大

き

な

一

石

を

投

じ

た

の

は

、

ノ

ー

ス

ロ

ッ

プ

（

イ

ェ

ー

ル

大

学

教

授

）

の

『

東

と

西

の

会

合

』

（

Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｍ

ｅ

ｅ

ｔ
ｉ
ｎ
ｇ

　
ｏ

ｆ

Ｅ

ａ

ｓ

ｔ
　
ａ

ｎ

ｄ

　
ｗ

ｅ

ｓ

ｔ

）

と

い

う

書

で

あ

り

、

す

で

に

古

典

的

な

意

義

を

も

っ

て

い

る

が

次

の

『

諸

国

の

克

服

』

と

い

う

書

（

Ｆ

．
　

Ｓ
.

　

Ｃ
.

　

Ｎ

ｏ

ｒ

ｔ
ｈ

ｒ

ｏ

ｐ
:

　

Ｔ

ｈ
ｅ

Ｔ

ａ

ｍ

ｉｎ

ｇ

　
ｏ

ｆ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ

ｓ
.

　
Ａ

　
ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｙ

　
ｏ

ｆ
　
ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ

ｕ

ｌ
ｔ

ｕ

ｒ
ａ

ｌ
　
Ｂ

ａ

ｓ

ｅ

ｓ

　
ｏ

ｆ

　
Ｉ

ｎ
-

ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
ｙ

．

Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
ｉ
Ｍ
ａ
ｃ
ｍ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｎ
,
　
１
９
５
３
)
に
お
い
て
は
、

平

和

の

実

現

の

問

題

を

論

じ

て

い

る

。

一

九

四

六

年

ご

ろ

の

中

国

人

学

者

の

報

告

で

あ

る

が

、

「
西

洋

人

の

理

解

す

る

よ
う

な

近

代

的

な
法

的

意

義

と

い
う

も

の

は

、

シ
ナ
で

は
発

達

し

て

い

な

い
。

で

き

る

こ
と

な

ら

法

廷

を

避

け

よ

。

わ

れ

わ

れ

の

争

い

は
、

法

律

に
よ

る

こ

と

な
し

に
解

決

し

よ

う

。

わ

れ

わ

れ

は

妥

協

し

よ

う

。

わ

れ
わ

れ

は

友
人

た

ち
と

一

杯

の

お

茶

を

飲

ん

で

。

こ

と

が

ら

に
話

を

付

け

よ
う

、

と

い

う

の
で

あ

る

。
」

訴

訟

を

起

こ

さ

な

い
で

、

話
し

合

い
に

よ

っ
て

解

決

し

よ

う

と

す

る

傾

向

は

、
韓

国

人

・
日

本

人

の

あ

い
だ

で

も

今

日

な

お
顕

著

で

あ

る

。

イ

ン
ド

で

は
、

事

件

を

書

き

記

し

た

文

書

に
た

よ

ら

な

い
で

、

話

し

合

い

に
よ

っ
て

解

決

し

よ

う

と

し

て

い

た
こ

と

は
、
西

紀

前
三

〇

〇

年

こ

ろ

に

シ
リ

ア

の

国

王

に

よ

っ
て

イ

ン

ド

に

派

遣

さ

れ

た

ギ
リ

シ
ア
人

の

大

使

メ

ガ

ス

テ

ネ

ー

ス

（
Ｍ
ｅ
ｇ
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ（

西

紀

前

三
〇

〇

年

こ

ろ

）

の
驚

異

の
的

で

あ

っ

た
。

か
れ
の
報
告
に
よ
る
と
、
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
「
法
律
（
n
o
m
o
i
）
は
文

字

に
書

か

れ

る

こ

と

が

な

い

。

す

べ

て
記

憶

に
た

よ

っ
て

い

る

。

か

れ

ら

の

法

律

お

よ

び

契

約

は

簡

単

で

あ

り

、

あ

ま
り

法

律

に

た

よ

ら

な

い

。

か

れ
ら

は

抵

当

物

に

つ

い

て

訴

訟

を

起

こ

す

こ

と
が

な

い
し

、

証

人

や

印

鑑

を

必
要

と

し

な

い

で

、

互

い

に
他

人

を

信
用

し

て
抵

当

に
入

れ

る

の

で

あ

る

。

か

れ

ら

は
自

分

の

家

産

を

特

に

護

る
と

い

う

こ
と

が
な

い
。

こ

れ

は

か

れ

ら

が

叡

智

の

あ

る

こ

と

を

示

す

。
」

と

い

う
こ

と

を

、

メ

ガ

ス
テ

ネ

ー

ス
の

言

と

し

て

ス
ト

ラ

ボ

ー

ン
が

伝

え

て

い
る

。

こ

こ

に

わ
れ

わ

れ

は

仏

教

的

・

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教

的
文

化

圏

（
南

ア

ジ

ア
お

よ

び

東

ア

ジ

ア
）

に

特

に

顕

著

な

慣
習

を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

人

間

相
互

の

あ

い
だ

の

行

為

が

、
西

洋

に

お
け

る

よ

う

に

契

約

に

も

と

づ

い

て

な

さ

れ

る

の
で

は
な

く

て

、

当

事

者

相

互

の
信



頼
関
係
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
証
書
を
取
り

か
わ
す
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
ど
う
も
水
く
さ
い
の
で
あ
る
。
な
お
法
律
が
記
憶
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
て

い
た
と

い
う
こ
と
も
確
か
な
事
実
で
あ

っ
て
、
イ

ン
ド
で
は
若
干

の
法
典
の
こ
と
を

「
記
憶
」
（
ｓ
m
ｒ
ｔ
ｉ）

と
い
う
語
で
も
っ
て
呼
ん
で

い
る
。

西
洋

に
お
け
る
人
間
関
係
は
主
と
し
て
契
約

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
て

い
る
。

わ
た
く
し

の
経
験
し

た
と
こ
ろ
で
も
、
例
え
ば

ド
イ
ツ
の
一

つ
の
学
術
雑
誌

に
数

ペ
ー
ジ
の
論
文
を
寄
稿
す
る
場
合

に
二
、
三
十

ペ
ー
ジ
の
契
約
書

に
サ

イ

ン
す

る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。

と
こ
ろ

が
日
本
で

は
こ

の
程
度
の
こ
と

で
あ

っ
た
ら

。
電
話
一
本
で
話
が

ま

と
ま

る
こ
と
が
多

い
。
日
本
の
み
な
ら

ず
、
総
じ
て

ア
ジ
ア
の
国

々
で

は

訴
訟
を
起

こ
す
と

い
う
こ
と
が
嫌

わ
れ

る
。
話

し
合
い
で

解
決
し
よ
う
と
す

る
。
と
き

に
は
当

事
者
双
方

か
ら
信
頼

さ
れ
る
社
会
的
信
望
の
あ
る
人

が
仲

裁
者
と
な
る
。
こ
と
が
ら
を
裁
判

所

に
も
ち
出

そ
う
と
す

る
と
、
「
ま
あ
、

そ
う
事
を
荒
立
て
る
な
」
と
周

囲
の
人
々
が
制
止
す
る
。

た
と
い
裁
判

所
に

も
ち
出
し
て
も
、
和
解
に
よ

っ
て
解
決
す
る
と

い
う
場
合
が
少
な
く
な
い
。

わ
が
国
民
法
の
立
案
者
で
あ

っ
た
梅
謙
次
郎
の
、

フ
ラ

ン
ス

ー
リ

オ
ン
大
学

に
お
け
る
学
位
論
文
は
「
和
解
」
で
あ

っ
た
。
日
本

は
人
口
が
多

い
割
合

に
、

弁
護
士
・
法
律
家
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
一

つ
に
は
和
解
を
し
よ

う
と
い
う
こ
の
傾
向
に
起
因
す
る
の
で
あ

る
。
こ

の
傾
向

は
、
韓
国
、
イ

ン

ド
な
ど
と
も
共
通
で
あ
る
。

親

和

感

に
も

と

づ
く

人

間

関

係

こ

の
よ
う
な
傾
向
は
、

〈
親
和
感
に
も
と
づ
く
人
間
関

係
〉

を
重

ん
ず

る
態
度

に
由
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア

ジ
ア
の
国
々
が
法
意
識

に
お
い
て
遅

れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
す
る
知
識
人
も
多
い
が
、
必
ず
し

も

そ
う
で

は
な
い
。
第
一
に
、
契
約
書
に
も
と
づ
い
て
突

っ
張
ね
る
と
い
う

態

度
が
、
実
際
上

は
あ
ま
り
効
果
的
で
は
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
第
二

に
訴

訟
を
起
こ
す

と
い
う
こ
と
が
、
手
数
が
か
か
り
、
時
間
を
浪
費
し
、
精

神

的

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
失
す
る
に
終
わ
る
と
い
う
傾
向
が
、
す
で
に
ア

メ
リ

カ
で

も
認

め
ら
れ

、
ア
メ
リ

カ
の
哲
学
者
が
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
例

え
ば
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
妥
協
（
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
）
の
必

要

を
論
じ
て

い
る
。

契
約

に
よ

る
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
情

に
打
た
れ
る
、
恩
義

に
感
ず
る

と

い
う
こ
と

は
、
ア

ジ
ア
人
の
顕

著
な
特
徴
で
あ
る
。
恩
義
に
感
ず

る
と

い

う

こ
と
は
、

わ
が
国
で
は
、
武
士

道
で
特

に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、

仏

典
で
も
教
え
て

い
る
。
こ
と
に
民
衆
的
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
の
主
要

な
モ

チ

ー
フ
と

な
っ
て

い
る
の
は
興
味
深

い
。

他
方
わ
が
国
で

は
変
わ
ら
ぬ
友
情
と
い
う
も
の
が
尊
重
さ
れ
る
。

「
落
ち
ぶ
れ
て
袖
に
涙
の
か
か
る
と
き

人
の
心
の
奥
ぞ
知
ら
る
る
」

と
い
う
古
歌
が
あ

る
。
英
語
で
も
ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
相
当
す
る
諺
と
し
て

、

想思較比るくつを界世Ｆ
Ｖ

し新－７



ａ
ｄ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
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ｋ
ｅ
ｓ
　ａ
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ｕ
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ｆｒ
ｉｅ
ｎ
ｄ

と

い
う

。

こ

れ

に

つ

い
て

イ

ギ

リ

ス
の

あ

る
知

識

人

は

次

の

よ

う

に

評

言

す

る
、
―
―

例

え

ば

、

あ

る
人

が

過

っ

た
行

い

を
し

て

監

獄

に

入

れ

ら

れ

た

と

し

よ
う
。
そ
の
場
合
に
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
、
も
は
や
か
れ
を
見
捨
て
て
、

振

り

向

か
な

い
。

と

こ

ろ

が

イ

ギ

リ

ス
で

は

、
罪

を

犯

し

た

そ

の
人

を

見

捨

て

な

い
。

そ

う
し

て

そ

の

見

捨

て

な

い
態

度

が

賞

讃

さ

れ

る
。

と

、

こ

れ

が

事

実

か
ど

う

か
は

、

わ

た
く

し

に

は
解

ら

な

い

。
し

か
し

ど

こ

ま

で

も

友

情

を

ま

も

る
と

い
う

態

度

は

、

日

本

人

の

心
情

に

は

ひ

び
く

も

の

が

あ

る

。

南

ア

ジ

ア
諸

国

で

は

ひ

ろ

く

読

ま

れ

て

い

る
仏

教
倫

理

書

で

あ

る

聖

典

『

シ
ン

ガ

ー

ラ

ヘ
の

教

え

』
（
Ｓ
ｉｎ
ｇ
ａ
ｌｏ
ｖ
ａ
ｄ
ａ
）

に

お

い
て

は
、

家

族

関

係

の

倫

理
以

外

に

は

、

国

王

に

対
す

る

忠

誠

心

と

か

、

法

律

の

遵

守

と

い

う

こ
と

を

説

か

な

い

で

、

専
ら

雇

傭

関

係

に

お

け

る

倫

理

と

友

人

関

係

の

倫

理

を
詳

し

く

説

い

て

い

る

。

そ

の

友

人

関

係

の

倫

理

な

る
も

の

は

多

分

に

日

本

的
で

あ

り

、

日

本

人

の

心

情

に

訴

え

る

点

が

多

い
。

そ

こ

で

言

え

る

こ

と

は

、

個

人

的

な

友

情

と

か

恩

義

に
報

い

る
と

い

う

心

情

は

、

ア

ジ

ア

諸

国

に

通

ず

る

も

の
で

あ

る

が

、

さ

ら

に

ア
ジ

ア

を

超

え

た

普

遍

的

な

意

義

を

も

も

っ
て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

〈
親

和

感

に

も

と

づ

く

人
間

関

係
）

と

い

う

場

合

に

、

従

来

は

主

と

し

て

他

人

、

な

い
し

他

民

族

の

親

和
感

に
限

ら

れ
て

い

た

が

、

近

年

で

は

、
人

間

の

み

な

ら

ず

、
生

き

も

の

と

の
親

和

関

係

、

さ
ら

に
自

然

環

境

と

の
親

和

関

係

が

問

題

と

さ
れ

る

に
至

っ
た
。

生

き

も

の
と

の

親
和

関

係

は

、

生
き

も

の

を

愛

し

く

思

う

と

い

う

思

想

は

、
仏

教

に

よ

っ
て

ひ

ろ

く

ア

ジ

ア
諸

国

に

ひ

ろ

が

り

根

づ

い

て

い

る

。

そ

れ

は
イ

ン

ド
の

ジ

ャ
イ

ナ
教

の

説
く

と

こ
ろ

で

も

あ

る

が

、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教

の
諸

宗

派
、

一
部

の

道

教

に

よ

っ
て

奉

ぜ

ら

れ

て

い

て

、

ア

ジ

ア

民

族

に

見

ら
れ

る
顕

著

な

思

想

的

特

徴

の

一

つ
で

あ

る

。

西

洋

に

は

も

と

も

と

動

物

愛
護

の

思

想

が

無

か

っ

た
が

、

近
年

に

は
そ

れ

を

強

調
す

る

人

々

も

増

え

て
き

た
。

そ

う

だ

と

す

る
と

、

ア

ジ

ア
を

超

え

て

西

洋

と
も

心

情

的

に

結

び

つ
き

や

す

い
。

自

然
環

境

と

の
親

和
感

と

い
う

こ

と

に

な

る

と

、

も

と

も
と

西

洋

に

は

な

い
思

想
で

あ

っ
た
。

自
然

を
愛

す

る

と

い

う

思

想

は

ギ

リ

シ
ア
文

明

に

も

、

イ

ス

ラ

エ

ル

の
宗

教

に
も

存

在

し

な

か

っ
た

。

し

か

し
森

林

の

住

民

で

あ

っ

た

ゲ

ル

マ

ン
人

を

受

け

て

い

る
ド

イ

ツ

の

文

芸

に

は

、
自

然

愛

好

の

情

緒

が

見

ら

れ

、

こ

れ

こ

そ

イ

ン
ド

文

芸

と
共

通
で

あ

り

、

ま

た
イ

ン
ド

学

が
特

に

ド
イ
ツ
で
盛
ん
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
、
と
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ

キ

ア

の

大

イ

ン
ド

学

者

ウ

ィ

ン
テ

ル

ニ

ッ

ツ

（
Ｍ

．　
Ｗ

ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ｉｔｚ
）

が
論

じ

て

い

る
。

し

か
し

自

然

と

の

親

和
感

と

い

う

こ
と

に
な

る
と

、

中

国

、

台
湾

、

韓

国

、

日

本

に
は

さ

ら

に

顕

著

で

あ

る

と

言
え

よ

う
。

和

と

寛

容

の

精

神

親

和

感

の

強

調

な

る

も

の

は

、

わ

れ

わ
れ

の
あ

い
だ

で

は

「
和

の
精

神

」

と

し

て

知

ら

れ

て

い

る

。

古
代

ア

ジ

ア
の

諸

地

域

で

、

諸

部

族

の
対

立
を

解

消

し

、
平

和

的

な

大

国

家

が

建
設

さ

れ

る
場

合

に

、

普

遍

的

宗

教
と

し

て

の

仏

教

が

導

き

入

れ

ら

れ

、
「
和
」

が

強

調

さ

れ

た

。
「
和

を

以

て

貴

し

と

為



す

」

と

い

う

立

言
を

以

て

始

ま

る
十

七

条

憲

法

が

聖

徳

太
子

に

よ

っ
て
制

定

さ

れ

た
。

ほ

ぼ
同

時

代

に

、

約
五

十

年

遅

れ

て

チ

ベ

ッ

ト

を
統

一
し

た

ソ

ン

ツ

ェ

ン

ガ

ン
ポ

王

（
Ｓ
ｏ
ｎ
ｔｓ
ａ
ｎ
　
Ｇ
ａ
ｍ
ｐ
ｏ
）

は

「
十

六

条

法

」

と

い

う

憲

法

を
発

布
し

た

が
、

そ

の
第

一
条

に

は

「

争

ふ

な

か

れ

、
争

う
者

は
こ

れ
を

罰

す

」

と
説

い
て

い

る
。

仏

教
を

統

治

の

基

本

的

精

神

と

し

、

和

を

強
調

し

た
と

い

う
こ

と

は
、

遠

く

は

イ

ン

ド
の

ア

シ

ョ

ー

カ

王

（
前
三

世
紀
）

に

遡

る

も

の

で

あ

る

が

、

シ

ナ
で

は
梁

の

武

帝

（
四

六
四

―
五

四
九
年
）
、

隋

朝

の

開

創

者

で

あ

る

隋

の

文

帝

（
五
四
一
－

六
〇

四
年
）
な

ど

も

そ

の

範

に

な
ら

う

も

の

で

あ

る
。

西

紀

千

年

以

後

に
な

る
と

、

東

南

ア

ジ
ア

に
国

家

統

一
が

な

さ

れ

、

そ

の

開

創

者

は

仏

教

の

慈

悲

と
平

和

の

理

想

を

以

て

国

是

と

し

た
。

ミ

ャ

ン

マ

ー

の

Ａ
ｎ
ａ
-

w
ｒ
ａ
ｈ
ｔａ

王

（
一
一
世

紀
）
、

タ

イ

の

Ｒ
ａ
ｍ
ａ

王

（
一
三

世
紀
）

カ

ン

ボ

ー

ジ

ア
の
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
（
約
一
一
二
五
―
約
一
二
二
〇
年
）
が
そ
れ
で

あ

る
。

一
七

条

憲

法

は

、

そ

の

内

容

が

道

徳

的

教

訓

に
類

す

る
も

の

で

あ

り

、

法

律

で

は

な

い
。

し

た

が

っ
て

未

発

達

状

態

の
も

の

で

あ

り

、

劣

っ

た
も

の

で

あ

る
と

い

う

評

価

が

若
干

の

知

識

人

の

あ

い

だ
で

は
行

な

わ

れ

て

い

る
よ

う

で

あ

る
が

、

実

は

、

法

律

は

簡

単

で

あ

り

、

罰

則

は

施

行

さ

れ

な

い

の

が

理

想

的

状

態

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

こ

に
東

洋

人

の

理

想

が

見

ら

れ

る

。

な

る

ほ

ど

シ
ナ

に

も

法

律

主

義

者

（
法

家

）

は

存

在

し

た

。
昔

の

秦

の

王

朝

は

、

法

家

が
支

配

し

、

民

衆

に

対

し

て

は

厳

刑

を

以

て

の

ぞ

ん

だ

。

こ

れ

に

対

し
て

漢

の
高

祖

は

、

法

三

章

を

宣

言

し

、

秦

の

法

律

を
す

べ

て

廃
止

し

た

と

い

う

。

そ

れ

は

「
人

を

殺

す

者

は

死

刑

、

人

を

傷

つ

け

る

者

、

お

よ

び

盗

む

者

は

罪

に

あ

た

る

」

と

い

う

。

事

実

は

こ

の

と

お

り

で

な

か

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

こ

こ

に

漢

民

族

の

理

想

が

表

明

さ

れ

て

い

る

。

こ

う

い

う

点

を

考

え

る

と

、

現

在

の

わ

が

国

の

政

府

の

官

僚

主

義

と

い

う

も

の

は

、

そ

れ

だ

け

で

充

分

に

外

国

人

の

反

感

を

買

う

も

の

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

平

和

を

愛

好

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

ま

た

日

本

人

の

好

む

と

こ

ろ

で

も

あ

っ

た

。

日

本

の

諸

々

の

年

号

に

用

い

ら

れ

る

諸

漢

字

の

う

ち

で

最

も

多

く

用

い

ら

れ

た

の

は

、
「
和

」

と

い

う

漢

字

で

あ

っ

た

。

例

え

ば

「
昭

和

」

そ

う

し

て

、

四

百

年

近

く

に

わ

た

っ

て

死

刑

が

一

度

も

行

な

わ

れ

な

か

っ

た

平

安

時

代

。

極

重

罪

人

も

罪

死

一

等

を

減

ぜ

ら

れ

る

の

が

恒

で

あ

っ

た

。

そ

れ

が

破

ら

れ

た

の

は

保

元

の

乱

の

と

き

で

あ

る

。

こ

う

い

う

例

は

、

他

の

国

々

に

は

ほ

と

ん

ど

存

在

し

な

い

。

ア

ジ

ア

諸

民

族

は

概

し

て

権

力

の

行

使

を

嫌

っ
て

い

た

。

民

衆

に

苦

し

み

を

与

え

る

も

の

と

し

て

仏

典

に

し

ば

し

ば

出

て

く

る

決

ま

り

文

句

は

、
「
国

王

ま

た

は

盗

賊

」

で

あ

る

。

例

え

ば

神

聖

な

儀

式

を

行

な

っ

て

い

る

と

き

に

、

「
国

王

ま

た

は

盗

賊

が

入

っ

て

来

た

な

ら

ば

、

そ

の

儀

式

を

や

め

て

し

ま

え

。

な

ん

と

な

れ

ば

そ

の

儀

式

が

汚

さ

れ

て

し

ま

う

か

ら

で

あ

る

」

と

い

う

。

で

は

、

共

同

体

的

な

人

間

関

係

を

い

か

に

し

て

成

立

さ

せ

た

ら

よ

い

か

？

親

和

感

の

育

成

は

い

か

に

し

て

可

能

で

あ

る

か

？
　

共

同

体

を

Ｇ
ｅ
ｍ

ｅ
ｉｎ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ

と

呼

び

、

利

益

社

会

を

Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆｔ

と

呼

ぶ

こ

と

は

、

テ

ン

ニ

ー

ス

（
Ｆ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉｎ
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｊｕ
ｌｉｕ
ｓ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
ｎ
ｉｅ
ｓ

，

一

八

五

五
－

一

九

三

六

年

）

以

来

想思較比るくつを界世Ｆ
匂

し新
－ｑ

ｙ



確

立

し

て

い

る

。

前

者

は

、

家

族

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

、

人

間

の

本

質

的

な

意

思

に

も

と

づ

い

て

形

成

さ

れ

る

人

間

結

合

様

式

で

あ

り

、

後

者

は

選

択

意

思

に

も

と

づ

い

て

形

成

さ

れ

る

人

間

結

合

様

式

で

あ

り

、

例

え

ば

会

社

や

ク

ラ

ブ

な

ど

が

こ

れ

に

あ

た

る

。
英

語

で

い

え

ば

さ

し

ず

め

前

者

は
c
o
m
m

ｕ
-

ｎ
ｉ
ｔｙ

，

後

者

は

ｓ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ

，　
ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

に

相

当

す

る

と

い

え

よ

う

か

。

邦

語

で

い

え

ば

、

前

者

は

共

同

体

、

後

者

は

利

益

社

会

と

で

も

い

う

べ

き

か

。

と

こ

ろ

で

ち

ょ

う

ど

こ

の

両

者

に

そ

れ

ぞ

れ

対

応

す

る

術

語

は

、

漢

字

文

化

圏

で

は

成

立

し

て

い

な

か

っ

た

。

南

ア

ジ

ア

の

イ

ン

ド

文

化

圏

で

は

ｃ
ｏ
ｍ
-

m
u
n
i
t
y
も
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
も
と
も
に
s
a
m
a
j
a
と
翻
訳
さ
れ
、
区
別
さ
れ
て

い

な

い

。
〔

な

お

ｓ
ｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ

は

、

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

、

ヒ

ン

デ

ィ

ー

語

で

は

ｓ
ａ
ｂ
ｈ
ａ

と

訳

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

〕
。

こ

の

区

別

が

は

っ
き

り

と

意

識

さ

れ

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

ア

ジ

ア

人

が

両

者

に
区

別

を

立

て

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

を

意

味

す

る

。

周

知

の

ご

と

く

、

日

本

で

は

利

益

社

会

の

代

表

的

組

織

で

あ

る

会

社

と

い

う

も

の

が

多

分

に
c
o
m
m

ｕ
ｎ
ｉｔ
ｙ

的

性

格

を

も

っ

て

い

る

。

仏

典

を

見

る

と

、

社

会

の

構

成

員

は

み

な

良

き

友

（
m
i
ｔｒ
ａ
）

で

あ

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

親

子

や

近

親

も

み

な

良

き

友

で

あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

。

そ

れ

に

も
と
づ
く
真
実
の
友
情
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
m
a
i
t
r
i
と
い
い
、
漢

訳

仏

典

で

は

「

慈

」

ま

た

は

「

慈

悲

」

と

訳

さ

れ

る

。

慈

悲

は

仏

の

も

の

で

あ

る

と

と

も

に

人

間

の

も

の

で

あ

る

。

慈

悲

が

実

現

さ

れ

る

と

、

こ

の

世

の

も

の

で

あ

り

な

が

ら

「

仏

国

土

」

が

実

現

さ

れ

る

。

こ

の

心

情

は

邦

語

で

は

「
温

か

い

心

」

と

で

も

言

っ

た

ら

よ

い

で

あ

ろ

う

。

だ

か

ら

利

益
社

会

と

い
う

も
の

を

わ

ざ

わ

ざ

独

立

に

立
て

な

い

と

こ

ろ

に

、

ア

ジ

ア

人

全

体

の
連

帯
観

を

成
立

さ

せ

る
精

神

的

な
基

盤
が

認

め

ら

れ

る

。

そ

う

し

て

人
間

の

う

ち

に

絶
対

の

も

の

（
仏

性

）

を

認

め

る
と

い

う

と

こ

ろ

に
、

ア

ジ

ア

独

特

の
寛

容

の
精

神

と

い
う

も

の

が

成

立
す

る
。

宗

教

や

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

に

関

し

て
寛

容

が

必
要

で

あ

る
と

い

う

こ

と

に
気

づ

く

の

に

、

西

洋

は
遅

れ

て

い

た

。

こ

の

点
で

む

し

ろ

火

付

け

役

と

な

っ

た
の

は

、

ア

ジ

ア

で

あ

っ
た

。

今

か

ら
百

年

前
、

一

八
九

三

年

に

シ
カ

ゴ
万

国

宗

教

会

議

が

開

か
れ

、

イ

ン
ド

の

宗
教

家

ヴ

ィ
ヴ

ェ

ー

カ

ー

ナ

ン
ダ

（
Ｖ
ｉｖ
ｅ
ｋ
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄａ
）

が

諸

宗

教

の

相

互

理

解

・
相

互
協

力

の
必

要

を

説

い

て

か
ら

、

ち

ょ
う

ど

百

年

に
な

る

。

そ

の
百

年
祭

が

去

る

一
九

九

三

年

八

月

二

九

日

に
伊

勢

神

宮

の

神

宮

会

館

で

行

な

わ

れ

る
こ

と

に
な

っ

た
。

こ

れ

は

、

わ

が
国

の

神

社

神

道

と

し

て

は

一

八
〇

度

の
転

換

で

あ

る
。

神

道

を

国

際
化

す

る
と

い
う

こ

と

は

、

過

去

に

加

藤

玄
智

博
士

な

ど

の
努

め

た
こ

と

で

あ

っ
た

が
、

よ
う

や

く

実

っ

た

の

で

あ

る

。

「
宗

教

」

と

い

う

も

の

の

理
解

が

ア

ジ

ア
と

西

洋

と

で

は

大

い

に
異

な

る

。

西

洋

の

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

を
邦

語

に
訳

す

と

き

に

、

明

治

の

先

輩

は
、

仏

教

の

語

で

あ

る

「
宗

教
」

を

以

て

こ

れ

に
あ

て

た
。

し

か
し

両

者

は

必
ず

し

も

同

一

で

は
な

い

。

東

ア

ジ

ア

の

仏

教

徒

の

理

解

に

よ

る

と

、
「
宗

」

は
人

間

の

も

と

づ

く

も

と

の

も

の

で

あ

り

、
究

極

の

心

を
意

味

す

る

。

そ

れ

は
こ

と

ば

で

は

表

現

さ

れ

得

な

い

も

の

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が

「
教

」

は

「
宗
」

を

説

き

、

人

々

に
理

解

さ

せ

る

た

め

の

も

の
で

あ

っ
て

、
人

々
に

応

じ

て
異

な

っ
て

く

る

（
対

機

説

法

）
。

だ

か

ら

同

一

の

宗

教

の

う

ち

で

も

、

場

合

に

応

じ

て



種
々
異
な

っ
た
「
教
」

が
あ
っ
て

も
差
し
支
え

な
い
。

も
し
譬

喩
を
以
て
示
す

な
ら
ば
、
宗
、
も
と

の
も
の

は
、
天

空
に
か
か
る

月
で
あ
り
、
教

は
そ
れ

を
指
し
示

す
指
で
あ

る
。

こ
の
譬

喩

は
イ

ン

ド
の

『
大
智
度
論
』
と

い
う
書
に
出
て
く

る
が
、
禅
宗
で

特
に
用

い
る
。
ま

た
親

鸞

の
『
教
行
信
証
』

に
も
出
て

く
る
い
わ
ば
、

ア
ジ
ア
人

の
共
通

の
理
解
で

あ
る
。

こ
う

い
う
理
解

の
し

か
た
に
よ
る
と

、
寛
容

の
精
神
が

成
立
す

る
。
寛

容

の
精
神
は
お
の
ず

か
ら
文
化

の
多

様
性

を
容
認
す

る
。
西
洋

の
若
干

の
民

族

が

、
世
界
の
諸
地
域

に
進
出
し
て
原
住
民
文
化
の
破
壊
を
行
な

っ
た
よ

う
な

こ
と
は
、
今
後
は
も
は
や
行
な

わ
れ
な

い
で
す
む
で
あ
ろ
う
。

国

家

か
ら

く

に
へ

現

在

の

よ

う

に

す

べ

て

が

ｇ
ｌｏ
ｂ
ａ
ｌ

な

視

点

か

ら

事

が

な

さ

れ

る

と

い

う

時

代

に

な

る
と

、

個

々
の

国

を

超

え

た

大
き

な

理

想

を

立

て

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
。

原

始

仏

教

の

修

行

者

は

個

々
の

国

々
や

民

族

の

対

立

を

超

え

た

「
四

方

の

人

」

（
Ｃ
ａ
ｔｕ
ｄ
ｄ
ｉｓ
ａ
）

で

あ

る
こ

と

を

め
ざ

し

た
。
（
唐

招

提

寺

の

「
招

提

」

は

ま

さ

に

そ

の
語

の

音

写

で

あ

る

。
）

そ

の
原

意

は

「
四

方

の

ど

こ

へ

で

も

赴

く

人
」

と

い

う

意

味

で

あ

っ

た
ら

し

い
。

か

れ

は

国

家

を

超

え

、

民

族

を

超

え

て

い

た
。

現

代

的

な

表

現

を

以

て

す

る

な

ら

ば

、
ｃ
ｏ
ｓ
ｍ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌｉ
ｔａ
ｎ

，

W
ｅ
ｌ
ｔ
 
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
に
対
応
す
る
。
禅
の
表
現
を
以
て
す
れ
ば
「
道
に
東
西
な

し
」
「

大

道

無

門
」

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

ア

ジ

ア

の

諸

民

族

が

心

を

合

わ

せ

て

協

力

す

る

た

め

に

は

、

権

力

を

主

軸

と

す

る

「
国

家

」

の

面

を

薄

め

、

あ

る

い

は

弱

め

て

、

反

対

に

、

心

理

的

情

緒

的

な

、

人

々

の

生

活

に

注

視

す

る

「
く

に

」

の

面

を

生

か

す

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。
「

国

家

」

と

「
く

に

」

と

は

決

し

て

同

一

で

は

な

い

。
「
国

家

」

と

い

う

も

の

は

、

権

力

の

行

使

を

以

て

そ

の

本

質

と

す

る

。

当

然

武

力

を

所

有
す
る
。
英
語
で
は
'
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
，
,
ド
イ
ツ
語
で
は
'
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ
'
,
　
'
ｄ
ｉ
ｅ

Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｙ
，
,
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
'
l
'
e
t
a
t
'
と
い
う
の
に
当
た
ろ
う
。

と

こ

ろ

が

邦

語

で

「
く

に

」

と

い

う

場

合

に

は

、

国

家

を

意

味

す

る

場

合

も

あ

る

が

、

そ

う

で

な

い

場

合

も

少

な

く

な

い

。

日

本

人

同

士

で

、
「

あ

な

た

の

お

国

は

ど

ち

ら

で

す

か

？

」

と

聞

く

場

合

に

は

、

だ

れ

も

権

力

の

行

使

と

い

う

こ

と

を

連

想

し

な

い

。

西

洋

で

い

う

と

、

ち

ょ

う

ど

ぴ

っ

た

り

「
く

に

」

に

対

応

す

る

語

は

な

い

が

、

ド

イ

ツ

語

の

Ｈ
ｅ
ｉｍ

ａ
ｔ

最

も

そ

れ

に

近

い

で

あ

ろ

う

。
〔

わ

が

国

の

民

衆

的

な

歌

謡

で

も

「
故

郷

」

と

い

う

二

字

を
書
い
て
「
く
に
」
と
よ
ま
せ
て
い
る
。
〕
英
語
で
は
’
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｔ
ｏ
w
ｎ
’
'
　
’
ｎ
ａ
-

ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
，
,
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
'
ｌ
ｅ
　
ｐ
ａ
ｙ
ｓ
'
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
ら
の

諸

語

は

、

ぴ

っ

た

り

対

応

は

し

な

い

が

、

諸

言

語

に

お

け

る

こ

れ

ら

の

表

現

を

合

わ

せ

、

並

べ

る

と

一

つ

の

類

型

を

構

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

類

型

化

し

て

い

く

と

、

〔
ｉ

〕
　

国

家

は

権

力

行

使

の

主

体

で

あ

る

が

、

〔
ⅱ
〕
「
く
に
」
は
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
基
盤
で
あ
り
、
心
理
的
情
緒

的

な

愛

情

の

対

象

で

あ

る

。

英

語

に

は

ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

と

い

う

語

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

意

義

曖

昧

な

点

が

あ

想思較比るくっを界世Ｌ
Ｖ

し新
－

１１



る

。
ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

を

ド

イ

ツ

語

で

表

現

し

よ

う

と

す

る

と

、

ｄ
ｉｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

，　
ｄ
ａ
ｓ

Ｖ
ｏ
ｌｋ

が

こ

れ

に

当

た

る

と

い

う

。

し

か

し

国

際

連

合

Ｕ
ｎ
ｉｔｅ
ｄ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｓ

と

い

う

場

合

の

ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

は

決

し

て

ｄａ
ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ

で

は

な

い

。

だ

か

ら

Ｕ
ｎ
ｉｔ
ｅ
ｄ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｓ

の

こ

と

を

ド

イ

ツ

語

で

は

Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉｎ
ｔｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｅ
ｎ

と

訳

す

。

こ

の

場

合

の

ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

は

、

既

存

の

、

権

力

を

行

使

す

る

と

こ

ろ

の

国
家
な
の
で
あ
る
。
d
a
s
 
V
o
l
k
で
は
な
い
。
だ
か
ら
類
型
化
さ
れ
る
概
念

を
表
現
す
る
た
め
の
語
と
し
て
は
'
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
’
は
不
向
き
で
あ
る
。
相
対
立

す

る

二

つ

の

概

念

、
「
国

家

」

と

「
く

に

」

の

う

ち

の

、

ど

ち

ら

を

意

味

し

て

い

る

の

か

、

解

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

日

本

語

の

「
く

に

」

も

決

し

て

明

晰

判

明

な

る

概

念

で

は

な

い

。

戦

前

の

「
く

に

の

た

め

」

と

い

う

表

現

に

お

い

て

は

、

多

分

に

「
国

家

」

を

意

味

す

る

場

合

が

多

か

っ

た

。

た

だ

類

型

化

す

る

と

、

上

述

の

よ

う

に

言

え

る

で

あ

ろ
う
。
南
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
で
は
、
国
家
は
r
a
j
y
a
で
あ
り
、
「
く
に
」

「
故

郷

」

は

ｊａ
ｎ
ｍ

ａ
ｂ
ｈ
ｕ
m
i

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

諸

言

語

で

「
く

に

」

を

い

う

と

き

に

は

、

権

力

の

行

使

と

は

無

関

係

に

、

と

き

に

は

利

害

損

得

を

離

れ

て

、

心

情

的

情

緒

的

に

親

し

く

な

つ

か

し

い

も

の

を

感

じ

る

。

〔
わ

れ

わ

れ

日

本

人

の

場

合

に

は

「
く

に

」

と

「
国

家

」

と

が

区

別

さ

れ

が

た

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

が

、

両

者

が

理

想

型

と

し

て

は

別

種

の

概

念

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

叛

乱

の

場

合

に

は

っ

き

り

と

露

呈

す

る

。

平

将

門

は

当

時

の

国

家

主

権

に

対

し

て

は

明

ら

か

に

叛

乱

の

指

導

者

で

あ

っ

た

。

し

か

し

か

れ

は

、

江

戸

で

は

民

衆

の

間

で

最

も

熱

心

に

尊

信

さ

れ

て

き

た

神

田

明

神

に

「
平

将
門
之

命
」
と
し
て
奉
祀

さ
れ
て

い
る
。

か
れ
は
民
衆

に
く
み

す
る
と

い
う
立
場
を
標
榜
し
て

い
た
。

西

郷
隆
盛

の
行
動

を
是
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
て

も
、
「
愛

国
者
」
で

あ
っ
た
こ
と

は
誰
で
も
認

め
る
で
あ
ろ

う
。
秩
父
困
民
党
の
場
合

に
は
、
現

存
統
治
機
構
と
理
想

的
な
共
同
体
的
組
織
と
を
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い

た
。
二
・
二
六
事
件

の
思
想

的
指
導
者
と
し
て
刑
死
し

た
北
一
輝
は
当
時
の

政
治
機
構
や
政
権

に
叛
逆
し

た
が
、

め
ざ
す
と
こ
ろ

は
「
日
本
」
を
改
造
し
、

「
真
個
到
来

ス
ベ

キ
世
界
聯
邦

ノ
牛
耳
ヲ
把
リ
、
以
テ
四

海
同
胞

皆
是

仏
子

ノ
天

道
ヲ
宣
布

シ
テ
、
東
西

二
其

ノ
範

ヲ
垂
ル
ベ

シ
」
（『
日
本
改
造
法
案
大

綱
』
）
と
い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の

叛
逆

者
た
ち

は
、
「
国
家
」
を

破
壊
し

よ
う

と
し

た
が
、
「
く

に
」
を
愛
し
て
い
た
と

い
え

る
で
あ
ろ
う
。〕

国
家

は
領
土
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
。
領
土
は
、
国
家
を
構
成
す
る
本

質

的
な
構
成
要
素

の
一
つ
で

あ
る
。
そ
の
こ
と

は

『
カ
ウ

テ
ィ

リ
ヤ
実

利

論
』
の
時
代

か
ら
現
代

に
至

る
ま
で
あ
ま
ね
く
承
認
さ
れ
て

い
る
。
国
家
は

空
間
的

に
限
定
さ
れ
て

い
る
。

し

か
し
「
く

に
」

は
心
情
的
情
緒
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
、
空
間
的
に
も

厳
密

に
は
限
定
さ
れ
て

い
な

い
。
さ
ら
に
国
家
の
立
場

に
関
す
る
限
り
、
同

一
人
が
二
つ
の
国
家

に
属
す

る
こ
と
は
原
則
的
に
は
望
ま
し
く
な
い
。
も
し

二
重
国
籍
あ
る
い
は
多
重
国
籍
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
面
倒
な
問
題

を

ひ
き
起
こ
す
。
と
こ
ろ
が
「
く

に
」
の
立
場

に
立
つ
と
、
同
一
人
が
幾
つ
か
・

の
複
数
の
「
く
に
」
に
愛
着
を
感
ず
る
こ
と
は
一
向
に
差
し
支
え
な
い
。
こ



と

に
交
通
通
信
機

関
の
発

達
と
と
も
に
、
諸
民

族
の
あ
い
だ
に
交
渉
が
活

発

に
な
り

、
一
個
人

の
両

親
の
出
身

地
が
異

な
る
場

合
も
多
く
な
り
、
あ
る
い

は
特
殊
な
国
や
民

族
に
新
た
に
愛
情

を
も

つ
と
い
う
こ
と
も
ま
す
ま
す
多
く

な
る
で
あ
ろ
う
。

特

に
文
化
交

流
の
場

合
に
は
、
「
く

に
」

と
「
く

に
」

と
の
相
互

理
解
、

相
互
扶
助

は
過
去

に
お
い
て
も
行

な
わ
れ
て

い
た
し
、
今
後
ま
す
ま
す
顕

著

と

な
る
で
あ
ろ
う

。

そ
こ
で
結
論
と
し
て

言
え

る
こ
と

は
、
ア
ジ
ア
に
多

数
の
国
家
が
併

存
し

て

い
る
事
実
が
厳
と
し
て
あ

る
以
上
、
国
家
と

い
う
面

に
お
い
て

心
底

か
ら

協
力
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
権
力
と
権
力

は
対

立
し
、
利
害

の
不
一
致
・
相
克
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

実
例
を
挙
げ
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
ア
メ
リ

カ
は
世
界

諸
国

に
援

助
の
手
を
さ
し
伸
べ
た
が
、
援
助
を
受
け
取
る
側
の
諸
民
族
は
、
そ
の
援
助

を
「
ア

メ
リ

カ
帝
国
主
義
」
と
呼

ん
だ
。
近
年

わ
が
日

本
国
の
行

な
う
対
外

援
助
は
、
必
ず
し
も
好
意
的

に
受
け
取
ら
れ
ず
、

白
眼
視

さ
れ
て

い
る
場

合

が
少
な
く
な
い
。
日
本
国

か
ら
の
援
助
が
実
際

に
大
き

く
為

さ
れ
て

い
る
に

も

か
か
わ
ら
ず
、
現
地
で
無
視
さ
れ
て

い
る
の
を
知

る
と

、
わ
た
く
し

は
残

念
で
な
ら
な
い
。

し
か
し
「
く
に
」
と

い
う
視
点

に
立
つ
な
ら
ば
、
ア

ジ
ア
の
諸
民
族
が
相

互

に
理
解
し
、
助
け
合
う
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
盛

ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア

ジ
ア
の
諸
民
族
の
精
神
構
造
の
奥

に
は
そ
れ
を
可

能
に
す

る
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
例
を
挙
げ
る
と
、
日
本
人
が
国
家
権
力
と
か
政
府
の
力
を
離
れ
て
、
と

も
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
立
場

に
立

っ
て
民
間
人
と
し
て

国
際
協
力
を
行
な

っ
て
い
る
場
合
に

は
、
現
地
の
人

々
か
ら
好
意
の
目
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
政
府
の
や
っ
て

い
る
仕
事
で
あ
る
と
い
う
と
、
そ
れ
だ
け
で

疑
い
の
目
を
も

っ
て
見
ら
れ
る
。
対
外
援
助
は
、
民
間
の
ペ
ー
ス
で
な
さ
れ

な
い
と
、
心
理
的
精
神
的
に
は
効
果
が
無
い
こ
と
に
な
る
。

こ
と
に
ア
ジ
ア

に
お
い
て

は
、
民
族
と
し
て
、
心
理
的
情
緒
的

に
一
つ
で

あ
り
、
ま
た
生
活
基
盤
も
類
似
し
て

い
な
が
ら
、
政
治
的
権
力

に
よ

っ
て
国

家
対

立
を
か
も
し
出
し
て

い
る
事
例
が
少

な
く
な
い
。
否

、
圧
倒
的
で

あ
る

と

言
っ
て

よ
い
。
北

朝
鮮
と
韓
国
と
の
分

裂
対

立
を

、
朝
鮮
民
族
の
誰
が
希

望
し

た
で

あ
ろ

う
か
？
　

誰
も
希
望

し
な
い
の
に
、
外

か
ら
の
軍
事
的
政
治

的
権
力

に
よ
っ
て
分

裂
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
大
陸
の
中
華
人

民
共
和
国

と
台
湾

の
漢
民
族
と
の
分

裂
対

立
も
、
民
衆
の
欲
し
な
い
も
の
で

あ

る
。
か
れ
ら
は
一
つ
の
「
く
に
」

を
熱
望
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
か
れ

ら

は
同
じ

中
華
人

・
漢
民
族
な
の
で

あ
る
か
ら
。
ま

た
イ

ン
ド
が
イ
ン
ド
共

和
国

と
パ
キ
ス
タ
ン
国
と

に
分
裂
し

た
の
も

無
理
で
あ
り
、

い
つ
か
は
一
つ

に
な
ら
ね

ば
な
ら

ぬ
は
ず
だ
と
、
今

か
ら
四
十
余
年
前

に
イ

ン
ド
の
高
官
が

わ

た
く
し

に
洩
ら
し

た
の
を
覚
え
て

い
る
が
、

い
ま
だ

に
対
立
は
解
消
し
な

い
。

浮
遊
す
る
国
家

想思較比るくつを界世Ｆ
Ｖ

し新

こ
と

に
世
界
全
体
と
し
て

見
る
と
、
国
際
的
な
機
関
の
規
制
力
が
強
く
な



り

、

個

々

の
国

家

の
力

が

そ

れ

だ
け

弱

ま
り

つ

つ

あ

る

。
「
浮

遊
す

る

国

家

」

と

い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て

い
る
時
代
で

あ
る
。
こ

れ
は
幾

多
の
国
に
お
い
て

火
種
を
播
く
こ
と

に
な

っ
た
。

ま
た
国
家
の
求
心
的
統
制
力

が
脆
く

な
っ
た
こ
と

に
対

応
す
る
、
他
の
極

に
お
け

る
現
象
で
あ

る
が
、
国
家

権
力

に
対
し
て
少
数

民
族
が
積
極
的
に
自

己
を
主
張
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
例
え

ば
、
宗
教

の
差

や
種
族
の
差
に
も
と

づ
く
対
立
紛
争
を
国
家

が
制
御
し
が

た
く
な

っ
た
。
（
イ

ン
ド
や

ユ
ー
ゴ
ー

ス
ラ
ヴ

ィ
ア

は
そ

の
事

例
で

あ
ろ
う
。
）
今

ご
ろ

に
な

っ
て

わ
が
国
で

も
ア

イ

ヌ
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
。

世
界
全
体
を
通
じ
て
国
家
と

い
う
も

の
が
非
常

に
脆

く
な
っ
て

き
た
。
例

え
ば
、
東
ベ

ン
ガ
ル
だ
け

を
取

っ
て
み
て
も
、
国
家
へ

の
帰
属

が
三
回
変
わ

っ
て

い
る
。
最
初

は
英
領
で
あ
り
、
の

ち
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
一
部

と
な
り
、

現
在
は
独
立
の
一
国
家
と
な

っ
て

い
る
。

現
在
、
地
球
の
上

に
は
七
〇
〇
〇

か
ら

八
〇
〇
〇
を

超
え

る
民
族
が
い
る

と
言
わ
れ
て

い
る
。

そ
れ
が
、
わ
ず
か
一

八
〇

ほ
ど
の
国
家
に
は
め
込
ま
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
民

族
と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
は
落

差
が
あ
る
。
だ
か
ら

国
家
の

た
が
が
弛
む
と

、
す
ぐ

に
自
己

を
主
張
し

よ
う
と
す
る
。

さ
ら

に
、
地
球

の
上
で
現

在
、
自
国

を
離
れ
て

暮
ら
す

人
々
（
例
え
ば
い

わ
ゆ
る
外
国
人
労
働
者
）

が
一
億
人

あ
ま
り
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国

で

い
ま
問
題

に
な

っ
て

い
る
外

国
人

労
働
者

の
こ

と
で

あ
る
。
以

前
に
は
ア

メ
リ
カ
や

ド
イ

ツ
の
問
題

だ
と
思

っ
て

い
た
ら
、
現
在
で

は
日
本
で
も
緊
急

の
問
題
と
な

っ
て
き

た
。
一
億

人
と
い
う
こ
の
数
字

は
地
球
上

の
全
人
口

の

ニ

パ

ー

セ
ン

ト

に

あ

た

り

、

し

か
も

今

後

は

ま
す

ま

す
増

え

て
ゆ

く

傾

向

に

あ

る

。
〔
最

近

の

日

本

の

経

済

不

況

の

た

め

に
外

国

人

労

働

者

の

数

は

減

っ

た

ら

し

い

が

、

か

れ

ら

は

ま

た

他

の
国

家

に
移

っ
て

行

っ
て

、
同

じ

問
題

を

ひ
き

起

こ

す

は

ず

で

あ

る

。
〕

こ

れ

ら

の

人

々

は

そ

れ

ぞ

れ

独

立

の

ｅ
ｔｎ
ｎ
ｉｃ
　ｇ
ｒ
ｏ
ｕ
ｐ

と

し

て

将

来

自

己

を

主
張

す

る

で

あ

ろ

う

。

地

球

の
上

の
全

人

口

の

半

分
以

上

が

ア

ジ

ア
人

な

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

よ

う

な
多

数

の
人

々
を

権

力

機

構

に

よ

っ
て
押

さ

え

つ
け

て

統

制
す

る

と

い
う

こ

と

は

ま
ず

不

可

能

で

あ

ろ

う

。
近

代

文

明

の

模

範

を
以

て

自

任

し

て

い
た

ア

メ
リ

カ
合

衆

国

な

る

も

の

も

、
実

際

に
お

い

て

は

、

白

人

で

あ

る

ア

ン
グ

ロ
・

サ

ク

ソ

ン

で

プ

ロ
テ

ス

タ

ン

ト

で

あ

る

人

々

の
支

配

で

あ

っ
た

の

で

、
今

日
で

は

そ

れ

に

対

す

る
反

抗
が

起

こ

っ
て

い

る

。
文

房

具
店

な

ど

で

は

、

Ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｋ
ｓ
　ｔｏ
　
Ｇ
ｏ
ｄ

w
ｅ
　ａ
ｒ
ｅ
　
Ｉ
ｔａ
ｌ
ｉａ
ｎ
ｓ

．

と

か

、

T
h
a
ｎ
ｋ
ｓ
　
ｔ
ｏ
　
Ｇ
ｏ
ｄ

w
ｅ
　ａ
ｒ
ｅ
　
Ｂ
ｌａ
ｃ
ｋ
ｓ
・

と

か

い

う

よ

う

な

旗

じ

る

し

（
ｂ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
）

が

盛

ん

に

売

れ

て

い

る

。

近

年

ま

で

は

Ｃ
ｏ
ｌｏ
ｒ
ｅ
ｄ
　ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌｅ

と

呼

ば

れ

て

い
た

人

々

が

自

分

ら

は

Ｂ
ｌａ
ｃ
ｋ
ｓ

で

あ

る

と

い
う

こ

と

を

誇

ら

か

に
宣

言
し

て

い
る

。

つ

ま

り

世
界

全

体

の
趨

勢

と

し

て

は

、

〔
ⅰ
〕
　
諸
国
家
対
立
の
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
的



機
関
が
圧
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

〔
ⅱ
1
〕
　
こ
れ
に
対
し
て
、
下
の
方
の
動
き
と
し
て
は
、
諸
国
家
の
う
ち
の

少
数
民
族
が
発

言
力

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
〔
ⅰ
〕
と
〔
ⅱ
〕
と
の
中
間
的
存
在
と
し
て
、
諸
国
家
の
権
力
は

次
第
に
弱
く
な
る
し
、
ま
た
弱

く
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
狭
い
地
球
の

上

で
、
百

数
十

も
あ
る
国
家

が
権
力

や
武
力
を
行
使
す

る
こ
と
に
熱
中

し
た

ら
、
人
間
の
存
在
は
脅
か
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

国
家
権
力

を
表
面

に
出
す
と

い
う
こ

と
に
な
る
と
、
一
つ
の
民
族
と

他
の

民

族
が
心
の
底

か
ら
理
解
し
協
力
す

る
と

い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
絶
望

的
で

あ

る
。
イ

ス
ラ
エ
ル
と
近
隣
の

ア
ラ

ブ
諸

国
、

パ
キ
ス
タ
ン
と
イ

ン
ド
、

南

北
朝
鮮
と

日
本
、
と

い
う
ふ
う

に
な
お
き

び
し

い
対
立
が
行
な

わ
れ
て

い
る
。

そ

の
対
立

の
解
決

は
容
易
で
は
な

い
。

い
わ
ん
や

ア
ジ
ア
が
一

つ
に
団
結
す

る
と

い
う
こ
と

は
非
常

に
困
難
で
あ
る
。
絶
望

的
で
あ

る
。

し

か
し

こ
う

い
う
変
化

に
応
じ
て
多
く

の
「
く
に
」

を
愛
し
む
人

々
の
力

が
次
第

に
強
く
な

る
こ
と
が
願
わ
し

い
。

何
と

な
れ
ば

、
国
家

は
権
力

に
よ

っ
て
し
ば
し
ば
文
化
破
壊
を
行
な
う
か
ら
で
あ

る
。
外
国

の
文
化

に
対
し
て

の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
文
化
に
対
し
て
も
文
化
破
壊
を
行

な
う
こ
と
が
あ

る
。

（
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け

る
文
化

大
革
命

、
第
二
次
世
界

大
戦
後

に
お
け

る
日
本
政
府
の
文
化
政
策
な
ど
は
そ
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
）

日
本
は

い
か
に
「
平

和
国
家
」

云
々
と

い
っ
て
も
、
な
お
ア

ジ
ア
の
国

々

か
ら
疑
わ
れ
て
い
る
。
先

年
、
イ
ン
ド
の
あ
る
法
律
大
学
の
学
生
が
わ
た
く

し
に
質

問
し
た
、
「
第
二
次
世

界
大
戦

に
お

い
て
、
も
し
も

日
本
が
勝

っ
て

い
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
と
同

様
に
、
日
本

は
わ
れ
わ
れ
を
奴
隷
に
す

る
こ
と
は

無

か
っ
た
か
？
」

と
。
日
本
人

は
愛

さ
れ
て

い
る
が
、
日
本
と

い
う
国
家
は

疑
わ
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
口

だ
け
で

は
盛

に
言
わ
れ
て

い
る
文
化
交
流
も
、

政
府
の
機
関
が
行
な
う
と

ギ
ゴ
チ
な

い
も
の

に
な
る
傾
向

が
あ
る
。
折
角
の

出
費
が
生
か
さ
れ
な
い
恐
れ

が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
、
「
く

に
」

と
「
く
に
」

と
の
協
力
と

い
う
こ

と

に
な
る
と
、
比

較
的
に
容
易

に
達
成
で
き
る
。
こ
れ
は
若
干
の
宗
教
団
体

が
行
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
相
当
数
の
企
業
が
現
在
行
な

っ
て
い

る
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
多
く
の
「
く
に
」
が
生
か
さ
れ
る

と
い
う
こ
と

に
な

る
と
、
他
人
を
思
い
や
る
、
人

の
身

に
な

っ
て
考
え

る
と

い
う
精
神

に
も
と

づ
い
て
ア
ジ
ア
の
国
々
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
人
々
は
、

欲
す
る
が
ま
ま
に
自
由
を
享
受
し
、
し
か
も
他
人

の
幸
福
や
福
祉
を
妨

げ
な

い
よ
う
な
仕
方
で
楽
し
む
と

い
う
境
地
に
近
づ
き

う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
・

想
は
、
今
す

ぐ
に
実
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
時
と
場
合
を
考
え

な

が
ら
柔
軟

な
態
度

を
も

っ
て
一
歩
ず
つ
実
現
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
は
可

能

で

あ
る
と

考
え
ら
れ

る
。

く

に

か
ら

共

同

体

の

連

合

へ

類
型
と
し
て
の
「
く
に
」
と
「
国
家
」

と
を
区
別
し
て
考
え
る
と
い
う
わ

た
く
し
の
提
言
は
、
一
般
日
本
人
に
は
解
り

が
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
何
と

な
れ

ば
、
日
本
で

は
、
民
族
・
政
府

・
領
土

が
一
体
化
し
て

い
る
と
考
え
ら

れ
て

い
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

日
本
人

に
と

っ
て
も
焦
眉

の
急
を
要
す
る

想思較比るくっを界世Ｆ
Ｖ

し新″
Ｄ

１



問

題
で
あ

る
。
日
本
人

の
う
ち
の
相
当
数

の
人

々
は
、
北

米
・
南
米
の
諸
国

に
移
住
し

た
。
そ

の
子
孫

の
人

た
ち
の
問
題
が

あ
る
。
ま
た
南
ア
ジ
ア
諸
国

で

商
業

に
従
事
し

、
国

籍
を

か
え

た
人

々
も

あ

る
。
「
国

家
」

と

い
う

立
場

か
ら
見
る
と
、

か
れ
ら

は
外
国
人
で
あ
り

、
日
本
と
は
関
係
が
な
い
。
し
か

し
心
の
中
で

は
、
か
れ
ら
は
日
本
と
い
う
「
く
に
」
を
思

い
こ
が
れ
て

い
る
。

日
本
の
国

籍
を
も

っ
て

い
る
一
般
日
本

人
以
上

に
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
日

系
人
で

あ
る
ペ
ル
ー
の
大
統
領
は
、
日
本
の
奥
地
に
行

っ
て
祖
先
の
お
墓
参

り

を
し

た
で

は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て

ア

メ
リ
カ
国

籍
を
得
た
日
本
人
移
民
の
最
も
熱
望

す

る
も

の
は
、
日
本
か
ら
の
墓
石

を
入

手
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か

れ
ら

の
心
の
う
ち
に
は
日
本
と
い
う
「
く
に
」

が
生
き
て

い
る
。
こ
の
気
持

ち

を
わ
れ

わ
れ
は
尊
重
す
べ
き
で

あ
ろ

う
。
こ
の
心
情
は
、
か
れ
ら
の
属
す

る

南
北

ア

メ
リ
カ
諸
国
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
「
く

に
」
を
愛
す
る
念

と

併
存

す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
と
も

に
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

か
ら
新
し

い
世
界
が
生
ま
れ
出
る
。

将
来
地
球
の
上
で
、
こ
う
い
う
仕
方
で
共
同
体
の
連
合
が
で
き
あ
が
る
な

ら

ば
、
そ
れ
を
何
と
呼

ん
だ
ら
よ

い
か
。
従
来
の
言
語
表
現
の
う
ち

に
は
、

ど
う
も
適
切
な
ピ
ッ
タ
リ
と
合
う
も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
。

例
え
ば
、
「
同
胞
」
と

い
え
ば
共
同

体
の
成
員

を
意
味

し
う
る

が
血
縁
的

な
連
想
が
強
す
ぎ

る
。
浄
土
真
宗
で
は
「
御
同
行
・
御
同
朋
」
と

い
う
表
現

が
あ
り
、
同
信
の
人

々
の
こ
と
を

い
う
の
で
あ

る
が
、
宗
派
や
宗
教
の
差
を

超
え
て
「
同
朋
」
と

い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

か
れ
ら
の
形
成

す

る

共

同

体

は

ｂ
ｒ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｈ
ｏ
ｏ
ｄ

と

な

る

。

ド

イ

ツ

語

で

は

Ｂ
ｒ
ｕ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ

と

い

う

語

が

あ

る

。

兄

弟

に

対

す

る

よ

う

な

愛

情

を

も

っ

て

人

々

が

大

き

な

共

同

体

を

形

成

す

る

の

で

あ

る

。

諸

国

対

立

の

現

状

を

見

つ

め

て

、

こ

の

よ

う

な

提

言

を

行

な

う

こ

と

は

、

従

来

の

東

洋

学

か

ら

は

出

て

こ

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

ま

た

西

洋

思

想

を

基

準

と

す

る

と

こ

ろ

の

従

来

の

学

問

か

ら

も

出

て

こ

な

い

で

あ

ろ

う

。

こ

の

問

題

を

提

示

し

、

か

つ

解

決

の

道

を

模

索

す

る

こ

と

は

、

ま

さ

に

比

較

思

想

の

独

壇

場

で

あ

る

。

ま

ず

わ

れ

わ

れ

は

ア

ジ

ア

の

国

々

と

、

こ

の

よ

う

な

高

い

理

想

に

も

と

づ

い

た

大

き

な

共

同

体

的

な

も

の

の

建

設

を

め

ざ

し

、

さ

ら

に

将

来

は

、

ア

ジ

ア

の

み

に

限

ら

ず

そ

れ

を

全

世

界

に

及

ぼ

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

に

わ

れ

わ

れ

が

生

き

て

働

く

希

望

が

見

出

さ

れ

る

と

思

う

。

共

同

体

に
お

け

る

宗

教

の

意
義

世
界
諸
国

に
わ

た
る
共
同
体
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
然
、

世
界
宗
教

と
の
関
連

が
問
題
と
な
る
。
従
来
わ
が
国
で

は
「
宗
教
」
と
い
う

語

の
意
義

に
つ
い
て
誤
解
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。日

本
人

は

ｒｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

を
宗
教
と
了

解
し
、
そ

の
了
解
の
も
と

に
議

論
を

行

な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
合
い
は
使
用

す
る
場
合
に
よ

っ
て
異

な

っ
て

い
て

、
こ

の
こ
と
を
見
落
と
す
と
し
ば
し
ば
不
毛

な
議
論
に
陥
る
の

で

注
意

を
要
す

る
と
思
う
。
例
え
ば
、
今
日
の
日
本
で
は
公

の
教
育
、
ま
た



は
政

治

の

場

面

か
ら

宗

教

は
排

除

さ
れ

て

い

る
が

。

そ

の

法

的

な

根

拠

は

日

本

国
憲

法

で

あ

る
。

憲

法

の
原

文

は
英

語

で

書

か
れ

て

い
て

、

Ｇ

Ｈ

Ｑ

か
ら

日

本
政

府

に
交

付

さ

れ

、

日
本

語

に
翻

訳

さ
れ

て

議

会

で

審

議

さ

れ

た
。

審

議

さ
れ

、

通
過

し

た
文

面

が

ま

た

英
語

に
翻

訳

さ
れ

て

Ｇ

Ｈ

Ｑ

の

承

認

を

得

て

発

表

さ
れ

た
わ

け

で

あ

る
。

最

初

に

マ
ッ

カ

ー

サ

ー
司

令

部

か
ら

手

交

さ

れ

た
英

文

と

。

日

本

の

議

会

を

通
過

し

た

憲
法

本

文

の

英

訳

文

と

比

べ
て

み

る

と
、

宗

教

に
関

係

あ

る
条

項

に

関
す

る

限
り

は

両
者

は
全

く

同

文

で

あ

る
。

だ

か
ら

日
本

国

憲

法

の

う
ち

宗

教

に

関
す

る
条

文

に

関

す

る
限

り

、

原

文

は

マ

ッ

カ

ー

サ

ー
司

令

部

か
ら

交

付

さ
れ

た
も

の
で

あ

る
。

日

本

の
議

会

は

そ

の
英

文

原

稿

を

審

議

し

た
け

れ

ど

も

、

い

か
な

る
変

更

を

も

加

え

な

か

っ

た
。

そ

の

日
本

文

に
直

さ

れ

た
憲

法

の

文

章

が

司

令

部

に

提

出

さ

れ

、

再

び

英

文

に
翻

訳

さ

れ

て

発

表

さ
れ

た
け

れ

ど

も

、

そ

の
文

章

は
あ

ら

か
じ

め
司

令

部

か
ら

交

付

さ

れ

た
草

案

の
文

章

と

全
然

同

じ

で

あ

る
。

だ

か
ら

日
本

国

憲

法

に

お
け

る

「
宗

教
」

と

い

う
語

は
、

西

洋

人

の
理

解

す

る

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

の

こ

と

で

あ

る
。

と

こ

ろ

が

東

ア

ジ

ア

の

漢

字

文

化

圏

の

諸

国

に

お

い
て

、

さ
ら

に

日
本

に

お

い
て

わ
れ

わ

れ
の

祖

先

が

理

解

し

て

き

た

と

こ
ろ

の

「
宗

教

」

は

必

ず

し

も

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

で

は

な

い
。
ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

と

似

て

い
て

重

な

り

合

う

点
も

あ

る

が

、
し

か
し

そ

の
意

義

内

容

は

か
な

り

異

な

っ
て

い

る
。

仏
教

に

お
け

る
宗

教

と

い
う

語

、
し

た

が

っ
て

東

ア

ジ

ア
諸

国

の
諸

民

族

の

古
来

、

意

味

す

る
宗

教

と

い

う
語

の
用

例
を

見

る
と

、

宗

教

と

い
う

語

は

宗

と

教

の

二

字

に

分

け

て

考

え

る
。
「
宗
」

と

い

う

の

は

究

極

の

真

理

で

、

言

葉

で

表

現

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

し

、
規

定

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

、

つ

ま

り

究

極

の

も

の

で

あ

っ
て

、

言

語

表
現

を
超

え

た

も

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

そ

れ

を

人

に

伝
え

る

た

め
に

は

言
語

に
頼

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

そ

の

た

め

の
教

え

、

ま

た

は
説

明

が

「
教

」

と

な

る

わ
け

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

、

説

か
れ

得

な

い
面

と

、
説

く

面

の

両

面

を

あ
ら

わ

し

て

「
宗

教

」

と

い

う
言

葉

が
成

立

し

た
の

で

あ
る

。

東

ア

ジ

ア
諸

民

族

の
理

解

に
よ

る

と

、
宗

に
も

と

づ

い

て

教

が

種

々

異

な

っ
て

成

立

す

る
の

は

、
わ

れ

わ
れ

の

心

に

よ

る
。

そ

う

し

て

心

が

本

で

あ

る

と

い
う

の

で

あ

る

か
ら

、

心

か
ら

現

わ

れ
出

た
諸

思

想

は

み

な

何

ら

か

の
意

義

を

も

っ
て

い
る

と

い
う

こ

と

に

な

る
。

し

た
が

っ
て

、

仏

教

外

の

諸

説

に

も

存

在

意

義

を

認

め
る

と

い

う

説

を

述

べ
て

い
る

。

明

治

の

先

輩

は

、

こ

の

「
宗

教

」

と

い

う

語

を

以

て

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

の

訳

語

と

し

た
が

、

し

か
し

宗

教

は

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

と

は

か

な

り

異

な

る
も

の
で

あ

る
。

こ

う

い
う

理

解

が

あ
る

か
ら

、

日

本

人

の
仏

教

徒

の

大

部

分

の

人

々

が
寺

院

に
も

参

詣

し

、

神

社

に
も

参

拝

す

る

と

い

う
の

は

、

当

然

の

こ

と

な

の
で

あ

る
。

こ

う

い
う

理
解

は
中

華

民

族

、

朝
鮮

民

族

、

チ

ベ

ッ
ト

民

族

、

東

南

ア
ジ
ア
諸
国
、
ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
な
ど
で
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
て
当
然
の
こ

と

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

と

こ

ろ

で

日

本

人

の

問

題

と

し

て

考

え

て

み

る

に

、

憲

法

に

い

う

「
宗

教

」

は
ど

こ

ま

で

も

西

洋

人

、

特

に

マ

ッ

カ

ー

サ

ー
司

令

部

の

い
う

ｒ
ｅ
ｌｉ
-

ｇ
ｉｏ
ｎ

の
こ

と

で

あ
り

、
東

洋

諸

民

族

の

い

う

「
宗

教

」

の
意

味

で

は

な

い
。

西

洋

人

の

い
う

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

に

は

、

わ
れ

わ
れ

東

洋

人

は

二

つ

の

点

で

抵
抗

想思較比るくっを界世」
Ｖ

し新
－

７１



を

感

じ

る
。

一

、

西

洋

人

の

い

う

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

は

、

そ

の

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

を

信

奉

し

な

い

人

々

に

は
受

け

つ
け

ら

れ

な

い

よ

う

な

特

別

の

教

義

（
ｄ
ｏ
ｇ
ｍ
ａ
）

を

も

っ

て

い

る
。

二

、
西

洋

の

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

は
相

互

に

排

他

的

で

あ

る

。

同

一
人

が

二

つ

の

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

の
信

徒

で

あ

る
こ

と

は
許

さ

れ

な

い

。

そ

こ

で

憲

法

に

い

う

「
宗

教

」

と

は

ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

の

意

味

で

あ

っ
て

。

わ

れ

わ

れ

東

洋

人

の

考
え

る

「
宗

教
」

で

は

な

い

。

い

わ

ん

や

人
間

の

「
道

」

と

い

う

よ

う

な
も

の
で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

、
現

実

的

に

大

き

な

解

決

を

も

た
ら

す

こ
と

に
な

る

。

（
１
）
公
教
育
に
お
い
て
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が

、
東

洋

の

「
宗

教

」

は
禁

止

さ
れ

て

い

な

い

。

今

日

わ

が
国

に

お
け

る

教

育

の

荒

廃

、

道

徳

の
頽

廃

を
思

う

に

つ
け

、

東

洋

的

な

「

宗
教

」

あ

る

い

は

人

間

の

「
道
」

の

教
育

は
積

極

的

に
推

進

・

奨

励

さ

る

べ

き
で

あ

る
。

（
２

）

国

家

や

自

治
体

が
東

洋

的

な

「
宗

教

」

の

た

め

に
公

費

を

支
出

す

る

こ

と

は

、

そ

れ

が

前

掲

の

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

の

弊

害

を

伴

わ

な

い

限

り

、

正

当

化

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

点

で

は

、

ド

イ

ツ

の

憲

法

が

公

教

育

の
場

面

に

お

い

て

宗

教

の

役

割

を

積

極

的

に

承

認

し

て

い

る

こ

と

が

参

考

に

な

る

。

ま

た

こ

の

方

針

は

拡

張

し
て

理

解

さ

る

べ

き

も

の

で

あ

る

。
東

洋
以

外

の

、

西

洋

、

ア

フ
リ

カ

、

南

半

球

な

ど

の

諸

宗

教

で

も

、
以

上

に

論
述

し

た

趣

旨

に

合

致

し

て

い

る

な

ら

ば

、

そ

れ

ら

に

対

し

て

肯

定

的

に

対

処
す

べ
き

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

言

え

る

は

ず

で

あ

る

。

以

上
は
わ
た
く
し
の
所

感
を
率
直

に
述
べ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
な
お

識
者
の
是
正

を
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
考
察

は
、
従
来

の
日
本
の
学
界
の
、
割
拠
主
義
、
縄

張
り
根
性
か
ら
は
出
て
こ
な

い
。
ま
さ

に
比
較
思
想
学
会
の
な
し
う
る
こ
と
で

あ
る
と
思

っ
て

、
こ
こ

に
提
言
し

た

次
第
で
あ
る
。

本
日
の
創
立
二
十

周
年
記
念
大

会
に
は
、
純
粋
の
学
問
的
関
心

か
ら
、
大

学
や
学
科
の
縄
張

り
を
超
え
て
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
結
集
参
会
し

た
。

そ
こ
に
は
ド
グ
マ
の
よ
う
な
束
縛

は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
か
ら

は
、
そ
れ

ぞ

れ
の

メ
ン
バ
ー
が
各
自
自
分

の
所
信

を
反
省
し
、
展
開
し

、
発
展

さ
せ
て
行

く
こ
と
で

あ
ろ

う
。

そ
う
し
て
そ

の
動
き
は
、
や
が
て

わ
れ

わ
れ
日
本
人

に
、

否

、
世

の
中

の
あ
ら

ゆ
る
人

々
に
進
む
べ
き
道
を
示
す
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ

う
。
学
会
創
立
二
十
周
年

に
当
た
り

、
わ
た
く
し
は
そ
れ

を
強
く
期
待
す
る
。

（

１

）
　

Ｃ

ｈ

ｉ
ａ
ｎ

ｇ

　
Ｍ

ｏ

ｎ

ｌ
ｉ
ｎ

：
　

Ｔ

ｉ
ｄ
ｅ
ｓ

　
ｆ
ｒ
o
m

　
ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｗ

ｅ
ｓ

ｔ
，

　
Ｙ

ａ

ｌｅ

　

Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ
ｅ

ｒ
ｓ

ｉｔ
ｙ

　

１
９

４
７

，

ｐ
ｐ
.
　
２
５
５
-
２
５
６

．

た
だ
し
N
o
r
t
h
r
o
p
:
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

，
　
ｏ
ｐ
.

ｃ
ｉ
ｔ
.
　
ｐ

，
１
２
６

　

ｈ
ｉ

よ

る

。

（

２

）
　

同

上

。

（

３

）
　

メ

ガ

ス

テ

ネ

ー

ス

断

片
　

二

七

。

中

村

『

イ

ン

ド

古

代

史

』

（

春

秋

社

、

昭

和

三

八

年

一

一

月

、

一

六

八

、

四

九

五

ペ

ー

ジ

）

。

（
４
）
　
H
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ｗ
.
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｎ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
:
'
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｉ
ｔ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｐ
ｌ
ｅ
ｓ
’
.
　
（
Ｃ
ｈ
-

ａ
ｒ
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ａ
.
　
Ｍ
ｏ
ｏ
ｒ
ｅ
（
e
d
.
）
:
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｌ
ｙ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
.
　
Ｅ
ａ
ｓ
ｔ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ

，

Ｈ
ｏ
ｎ
ｏ
ｌ
ｕ
ｌ
ｕ
：
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
 
ｏ
ｆ
　
Ｈ
ａ
w
ａ
ｉ
ｉ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
６
２
,
　
ｐ
ｐ
.
３
８
４
-
３
９
９
.
)
.



（

５
)
　

Ｍ
.

　

Ｗ

ｉ
ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｎ

ｉ
ｔ
ｚ
:

　
Ｇ

ｅ
ｓ
ｃ
ｈ

ｉｃ

ｈ

ｔｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
ｉ

ｔ
ｔ
ｄ

ｉ
ｓ
ｃ
ｈ

ｅ
ｎ

　

Ｌ

ｉ
ｔ

ｅ
ｒ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ

，
　

Ｉ
．

　

２

　
ａ

ｕ

ｆ
ｌ
.

Ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
：
　
Ｃ
.
　
Ｆ
.
　
Ａ
m
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
，
　
１
９
０
９
,
　
Ｓ
.
　
７
.

（
６
)
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
―
―
 
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ

，　
ａ

ｓ
ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ
;

　

ｆ
ｅ

ｌ
ｌｏ

w

ｓ

ｈ

ｉ
ｐ

，
　
ｃ

ｌ
ｕ

ｂ
,

G
e
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
―
―
 
c
o
m
m
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
；
　
m
ｕ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
　
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｃ
ｉ
ｐ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

，
　
ｃ

ｏ

ｍ
m

ｏ

ｎ

　
ｐ

ｏ

ｓ
-

ｓ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｒ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
，
　
ｃ
ｏ
m
m
ｕ
ｎ
ｉ
ｏ
ｎ
；
　
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ
ｈ
ｉ
ｐ
，
　
ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
．

Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
―
―
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ

，

ｄ

ｉｅ

　
Ｒ

ｅ

ｇ

ｉｅ

ｒ
ｕ

ｎ
ｇ

，　
ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉｓ

ｃ

ｈ

ｅ

　
Ｍ

ａ

ｃ

ｈ

ｔ
.

（
N
ｅ
w
　
Ｃ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
，
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ
―
―
G
e
r
m
a
n
/
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
.
　
Ｅ
ｎ
ｇ
-

ｌ
ｉ
ｓ

ｈ

／
Ｇ

ｅ
ｒ
ｍ

ａ

ｎ
)

ｌ
ｅ
　
ｐ
ａ
ｙ
ｓ
―
―
 
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｒ
ｙ
,
　
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
；
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ

，

ｄ

ｉ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ｔ
；
　

ｆ
ａ

ｔ

ｈ
ｅ

ｒ
ｌａ

ｎ

ｄ

，
　

ｂ

ｉｒ
ｔ
ｈ
-

ｐ

ｌ
ａ
ｃ

ｅ

，
　
ｎ

ａ

ｔ
ｉ
ｖ

ｅ

　
ｌ
ａ
ｎ

ｄ

；
　

ｈ
ｏ
m

ｅ

；
　
ｔ
ｈ

ｅ

　
ｃ

ｏ
ｕ

ｎ

ｔ
ｒ

ｙ
.

ｌ
'
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
―
―
s
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
,
　
ｃ
ｏ
m
m
ｏ
ｎ
w
ｅ
ａ
ｌ
ｔ
ｈ

，

ｂ
ｏ

ｄ

ｙ

　
ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉｃ
.

（
Ｃ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
'
ｓ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
-
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ

，

Ｎ

ｅ
w

　
Ｅ

ｄ

ｉ
-

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
１
９
５
１
.
)

（

７
)

以

上

の

訳

語

は

、

Ｖ

ａ

ｓ
ｕ

ｄ
ｅ

ｖ

　
Ｇ

ｏ
ｖ

ｉ
ｎ

ｄ

　
Ａ

ｐ

ｔ
ｅ

：
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｈ

ａ
ｎ

ｄ
ｙ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｕ

ｐ

ｔ
ｏ
-

ｄ
ａ

ｔ
ｅ

　

Ｅ

ｎ
ｇ

ｌ
ｔ

ｓ

ｈ
-

Ｓ
ａ

ｎ

ｓ

ｋ
ｒ

ｉ
ｔ

　

Ｄ

ｉ
ｃ
ｔ
ｉｏ

ｎ
ａ

ｒ
ｙ

（

Ｂ

ｏ
m

ｂ
ａ

ｙ

：
　

Ｇ

ｏ

ｐ

ａ

ｌ
　

Ｎ

ａ
ｒ
ａ

ｙ

ｅ
ｎ

　

＆

Ｃ
ｏ
．
，
　
１
９
１
４
)
；
　
Ｍ
ｏ
n
i
e
r
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
m
ｓ
:
　
Ａ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ａ
ｎ
-

ｓ
ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
　
（
Ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ｉ
：
　
Ｍ
ｏ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
ｌ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ａ
ｓ
ｉ
ｄ
ａ
ｓ
ｓ

，

１
９
７
６
)
；
　
Ｒ
.
　
Ｃ
.
　
Ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｋ
:
　
Ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｇ
ａ
ｖ
-

ａ

　ｓ

　
Ｓ

ｔ
ａ
ｎ

ｄ
ａ
ｒ

ｄ

　
Ｉ
ｌ
ｌｕ

ｓ

ｔ
ｒ
ａ

ｔ
ｅ

ｄ

　Ｄ

ｉｃ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ａ
ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｅ

ｎ

ｇ

ｌ
ｉｓ

ｈ

　
Ｌ

ａ

ｎ
ｇ

ｕ

ａ
ｇ

ｅ

　（
Ａ

ｎ
-

ｇ

ｌ
ｏ

　

Ｅ

ｎ

ｇ

ｌ
ｉｓ

ｈ

　
Ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ
)
（

Ｂ

ａ
ｎ

ａ

ｒ
ａ
ｓ
:
　

Ｓ

ｈ

ｒ
ｅ

ｅ

　
Ｇ

ａ
ｎ

ｇ

ａ

　

Ｐ

ｕ

ｓ
ｔ
ａ

ｋ
ａ

ｌ
ａ

ｙ

ａ

，
　

１
９
５

０
)

な

ど

に

ょ

る

。

つ

ま

り

普

通

の

東

洋

学

者

の

や

り

方

と

は

反

対

の

、

逆

引

き

を

行

な

っ

た

の

で

あ

る

。

（

８

）
　

Ｓ
ｕ

ｔ
ｔ
ａ

ｎ

ｉｐ

ａ

ｔ
ａ

　
４

２
.

そ

の

後

、

パ

ー

リ

仏

典

に

は

し

ば

し

ば

現

わ

れ

る

呼

称

で

あ

る

。

（

９
)
　

く

に

〔

国

・

邦

〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

『

広

辞

苑

』
)

①
　

（

天

に

対

し

て
)

地

。

大

地

。

②
　

国

土

。

国

家

。

③
　

帝

位

。

皇

位

。

④
　
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
行
政
区
画
の
一
。

⑤
　

任

国

。

知

行

所

。

⑥
　

国

政

。

任

国

の

政

治

。

⑦
　

国

府

ま

た

は

そ

の

役

人

。

⑧
　

地

方

。

田

舎

。

ま

た

、

地

域

。

k
u
n
i
 
国
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
研
究
社
『
新
和
英
大
辞
典
』
第
四
版
)

1
．
　
〔
国
土
〕
　
ａ
　
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｒ
ｙ
;
　
ａ
　
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
.

〔
領
土
〕
　
ａ
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
；
　
ａ
　
ｄ
ｏ
ｍ
ａ
ｉ
ｎ
；
　
ａ
　
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
m
;
　
ａ
　
ｄ
ｏ
m
ｉ
ｎ
ｉ
ｏ
ｎ
.

2
．
　

〔
帝
国
〕
　
a
n
 
e
m
p
i
r
e
;
　
〔
王
国
〕
　
ａ
　
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
ｄ
ｏ
m
；

〔
共
和
国
〕
　
ａ
　
ｒ
ｅ
ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
.

3
．

〔
国
家
〕
　
ａ
　
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
;
　
ａ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
;
　
ａ
　
ｐ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

〔
国
籍
〕
　
ｏ
ｎ
ｅ
'
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
.

4
．〔
国
の
区
画
,
 
州
〕
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
.

5
．〔
故
国
〕
　
ｏ
ｎ
ｅ
'
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｒ
ｙ
;
 
〇
ｎ
ｅ
，
ｓ
　
ｈ
０
m
ｅ
〔
m
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
〕
　
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
―

ｔ
ｒ
ｙ
;

〇

ｆ
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ

ｄ

〔
m

ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
〕

〔
故
郷
〕
　
o
n
e
'
s
 
h
o
m
ｅ
ｔ
ｏ
w
ｎ
;
　
ｏ
ｎ
ｅ
，
ｓ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
；
　
ｏ
ｎ
ｅ
，
ｓ
　
ｂ
ｉ
ｒ
ｔ
ｈ

ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
；
　
ｏ
ｎ
ｅ
’ｓ

　
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｌ
　
ｈ
ｏ
m

ｅ

．

（
1
0
）
　

雑

誌

『

現

代

思

想

』

（

一

九

九

三

年

八

月

号
)

特

集

「

浮

遊

す

る

国

家

」
。

〔

付

記

。

〔
　

〕

の

う

ち

に

示

し

た

発

言

は

、

こ

の

学

会

で

の

講

演

の

の

ち

に

付

加

し

た

も

の

で

あ

る

。
〕

（
な
か
む
ら
・
は
じ
め
、
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
、

比

較

思

想

学

会

名

誉

会

長
)

想思較比るくっを界世ｔ
Ｖ

し新－1 9
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