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安
藤
昌
益
に
み
る
自
然
の
一
な
る
こ
と
及
び
方
法
と
し
て
の
却
け

―
―
否
定
神
学
と
の
比
較
を
通
し
て
―
―

昌

益

の
語

り

口

安
藤
昌
益

は
江
戸
時
代
の
中
期
に
あ

っ
て
、
荻
生
徂
徠
、
新
井
白
石
、
本

居
宣
長
、
石
田
梅
岩
な
ど
と
時
を
共

に
し

な
が
ら

、
そ
の
思
索
活
動

は
、
少

な
く

と
も
表

だ
っ
て

は
他
の
思
想
家

だ
ち
と

ほ
と
ん
ど
没
交

渉
の
ま

ま
過

ぎ

た
。
昌

益
の
弟
子
で
あ

っ
た
神
山
仙

確
は
、
稿
本
「
自
然
真
営
道
」

の
「
大

序
」

に
注
釈

を
書
き
入
れ

、
「
良
子

（
昌

益
の
号
で

あ
る
良
中

を
指
す

‥
筆

者

註
）
に
師
無
く
弟
子
無
し
」
と
記

し
て

い
る
。
も
と
よ
り
何
者
と
い
え

ど

も
己
れ
の
思

想
の
す

べ
て

を
、
全

く
先
人

の
影
響
な
し
に
培
う
の
は
無
理
で

あ
ろ
う
。
近

頃
で

は
、
安
永

寿
延
氏

に
よ
り
、
曹
洞
禅
こ
と
に
縁
起
思
想
の

影
響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
昌
益
自
ら
は
己
れ
の
思
想
を
他
の
立
場

か
ら
借
り
た
と
は
考
え
て

い
な
い
し
、
あ
ま
つ
さ
え
彼
は
儒
教
、
仏
教
、
道

教
そ
の
他
を
、
ま
た
江
戸

時
代

の
社
会
体
制
を
鋭
く
攻
撃
し
続
け
る
の
で
あ

實
　
川
　
幹
　
朗

る
。思

想
史
的
観
点

か
ら
の
影
響
関
係
は
ど
う
あ
れ
、
昌
益
自
ら
が
己
れ
の
語

る
言
葉
を
、

他
な
ら

ぬ
自
然
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
し

た
と
考
え
て
い
る
こ

と
、
い
や
む

し
ろ
自
然

そ
の
も

の
が
語

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て

い
る
こ
と

は
、
彼
の
思
想
を
考
え

る
上
で
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
昌
益

は
当
時
の
日

本
に
見
ら
れ
た
ほ
と
ん
ど
あ
ら

ゆ
る
思

想
、
制
度
を
、
ま
た
そ
れ
ら

に
与

る

人
物
を
批
判
し
、
非
難
し
、
攻
撃
す

る
。
例
え
ば
「
聖
人
出
で
て

、
耕
さ
ず

し
て
只
居
て
、
天
道
人
道
の
直
耕
を
盗
み
て
、
貪
り
食
ら
い
、
…
…
釈
迦
出

で
て
、
欲
心
の
迷
い
を
足
し
、
心
欲
、
行
欲
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
し
て

、
世

は
聖
人
乱
し
、
心
は
釈
迦
乱
し
、
…
…
」
と

い
っ
た
具
合
で

あ
る
。

こ
う
し
た
構
え
は
、
わ
が
国
で

は
皆
無
と

は
言
え
な
い
に
し
て

も
、
希
で

あ
ろ
う
。
今
日

に
至
る
ま
で

、
哲
学
的
論
争

は
わ
が
国
で
は
盛
ん
と
は
言
え

ず
、
論
争
が
あ

っ
た
と
し
て

も
、
大
方
は
外

来
思
想
の
解
釈
論
争
で

あ
っ
た



り
、

そ
れ

ら
の
代

理
戦
争

だ
っ
た
り
す

る
。
昌

益
が
自
ら
の
立
場

を
の
み

恃

み
―
―
彼
本
人
に
言
わ
せ
れ
ば
自
ら
の
立
場
で
は
な
く
「
自
然
そ
の
も
の
の

立
場
」
と
な
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
―
―
体
裁
も
構
わ
ず
強
い
言
葉
で
、
そ

の
激
し
さ
が
時
と
し
て
勢

い
に
ま
か
せ
た
悪
口

か
と

さ
え
思

わ
せ

る
ほ
ど

の

語
り
を
あ
え
て
行
な

っ
た
こ
と
は
、
彼
の
主
張
の
中
身
を
別

と
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
注
目

に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

書
物
が
著

わ
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
中
身

は
、
主
題
の
選
び
方
、

集
め
ら
れ
た
証
拠
、
論
証
の
筋
道
の
確
か
さ
に
尽
き

る
わ
け
で
は
な

い
。
私

た
ち
は
語
り
の
構
え
、
文
体
の
な
か
に
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
語
ら
れ
た
言
葉

を
補
い
、
そ
こ
に
盛
り
き
れ
て

い
な
い
著
者
の
隠
れ
た
意
図
を
探
る
こ
と
が

で
き

る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

ア
メ
リ
カ
の
精
神
分

析
家
ウ

ィ
ル

ヘ
ル

ム
・
ラ
イ

ヒ
は
、
「
患
者
が

〈
ど

う
〉
話
す

か
も

、
患
者

が
〈
何
を
〉
話
す

か
も

、
解

釈
の
材
料
と
し
て
同

等

の
価
値

が
あ
る
。」

と
語

っ
て

い
る
。
も
と
よ

り
私

は
こ
こ
で

ラ
イ

ヒ
の
方

法
で
あ

る
「
性

格
分
析
」
を
昌

益
に
つ

い
て
行

な
お
う
と
い
う
の
で

は
な
い

し
、
彼

の
技
法

に
無
条

件
に
賛
成
な
の
で
も

な
い
。

た
だ
、
わ
が
国

に
希
な

仕
方
で
語
ら
れ

た
昌

益
の
言
葉

の
解
釈

に
臨

ん
で

、
こ
の
語

り
口

の
鍵

を
軽

ん
ず

る
わ
け

に
は
ゆ

か
な
い
と
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

「
否

定

神

学
」

の
方

法

こ
の
昌
益
の
考
え
方

に
比
べ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で

は
い
わ
ゆ
る

デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ

ス
文
書
を
選
ん
で
み

た
。
超
越
的
存
在
で
あ

る
神

に
、
あ
ら

ゆ
る
こ
の
世
の
も
の
ご
と
の
徹
底
し

た
否
定
を
以
て
近
づ
く
と
い
う
「
否
定

神
学
」
の
代
表
的
著
作
で

あ
る
。
否
定
す

る
点

に
お
い
て
は
昌

益
よ
り
な

お

徹
底
し
た
性
格
に
よ
っ
て
貫

か
れ
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
文
書
は
、
使

徒
パ
ウ
ロ
の
説
教
を
聴

い
て
キ
リ
ス
ト
教

に
改
信
し
た

ア
テ
ナ
イ
の
裁
判
官
デ
ィ
オ
ニ

シ
ウ

ス
の
著
作
と
さ
れ
、
中
世
を
通
じ
て
新

約
聖

書
に
次
ぐ

権
威

を
認

め
ら
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
著
者
の
真

偽

に
つ
い
て

は
、
こ

の
文
書

の
世
に
出
た
西
暦
紀
元
六
世

紀
頃

か
ら
す
で
に

論
争
が

あ
り

、
つ

い
に
一
九
世
紀
に
至

っ
て
、
著
者
は
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
で

は
な

い
と
結
論

さ
れ
た
。
し

か
し
こ
の
と
き
は
す
で

に
、
こ
の
文
書
が
千

年

余
り
に
亘
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
後
で
あ

っ
た
。
「
否
定
神
学
」

は
か
の
ト

マ
ス
＝
ア
ク
ィ
ナ
ス
な
ど

に

も
受
け
継
が
れ
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思

想
の
中

の
ひ
と
き
わ
大
き
な
潮

流
と
な

っ

て

い
る
。
今
日
こ
の
文

書
を
読
み
返
す
と

、
理
性

の
適
用
の
限
界

、
存
在
と

存
在
者
の
区
別
、
肯
定
と
否

定
の
総
合

、
内
在
と
超
越
の
関
係
、
象
徴
的
表

現
な
ど
、
近
代
哲
学
の
取

り
組
ん
で
き

た
問
題

の
ほ
と
ん
ど
が
先
取
り

さ
れ

て

い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影

響
を
色
濃
く
見
せ
る
こ

の
文
書
の
中
で
偽
デ

ィ
オ

ニ

シ
ウ
ス
は
、
世
界
の
創
造
の
原
因

に
一

な
る
も
の
を
置
き
、
す

べ
て
を
そ

こ
か
ら
流
れ
出

さ
せ
る
。
し

た
が

っ
て
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
は
そ
の

一
な
る
神
の
何
も
の
か
を
負

っ
て
お
り
、
神
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
こ

と

に
な

る
。

そ
れ
は
「
円
の
中

心
点
が
円

に
含
ま
れ

た
す

べ
て

の
直
線

に

よ

っ
て
分

有
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
印
章
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
多
く
の
捺
印
が
、



原
型
で
あ
る
印
章
を
分
有
し

て

い
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。」

こ

こ
ま
で

の

考
え
方

は
「
肯
定
神
学
」
と
言

わ
れ

る
。

し

か
し
な
が
ら
、
「
い
か
な

る
も
の
も
神

に
は
触
れ

る
こ
と
が
で

き
ず
、

分
有
す
る
側
の
も
の
は
、
い

か
な
る
形

に
お

い
て
も
神
と
混
合
し
交
わ

る
こ

と
が
で
き
な
い
。
」
こ
の
世
の
あ

ら
ゆ
る
も

の
は
、
ど
の

一
つ
を
と

っ
て
み

て
も
、
ま
た
は
全
て
を
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
神
そ
の
も
の
に
は
な
ら
な

い

し
、
神
と
触
れ
あ
う
こ
と
さ
え

叶
わ

な
い
。
「
万

物
の
原
因
で

あ

る
神

の
非

分
有
性
は
、
万

物
を
越
え
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

否
定
神
学
の
始
ま
る
の
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
神
が
い
か
に
か
け
離
れ
た

（
超
越
し
た
）

も
の
だ
ろ
う
と
も
、
我

わ
れ

に
も

そ
こ
へ
と
迫

る
何
ら

か
の

手
だ
て

が
無
け
れ

ば
困

る
。
も
と
よ
り
こ
の
世

を
渡
る
普

通
の
行

き
方
は
使

え
な
い
。
「
我

々
が
我

々
の
や
り
方
で
我

々
を
越
え

た
も
の
を

捉
え
よ

う
と

す
る
と
き

、
そ
し
て
感

覚
的
な
も
の
に
包
ま
れ
な
が
ら
我

々
の
や
り
方
で

神

な
る
も
の
に
あ
え
て
近

づ
く
時
、
我
々
は
誤
り
を
犯
す

。
そ
れ
は
神
の
こ
と
、

語
る
べ

か
ら
ざ
る
言

葉
を
、
現
象

界
の
あ
り

方
に
従

っ
て

追

求
す

る

か
ら

で
あ
る
。」

こ
の
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋

理
性
批
判
」

の
香
り
を

も
漂
わ
せ

る

一
節
は
し
か
し

。
偽
デ
ィ
オ
ニ

シ
ウ
ス
の
否

定
の
矛
先
が

、
カ
ン
ト
的
な
人

間
中
心
主
義
を
越
え
て

、
私

た
ち
自
ら

の
現
に
生
き
て

い
る
在
り

方
そ
の
も

の
へ
と
向
け
ら
れ

る
こ
と

を
示
し
て

い
る
。
神

に
ま
こ
と

に
近

づ
く
た
め
に

は
、
こ
の
世
の
全
て
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
神
は
一
で
も
な
く
、

三
で
も
な
く
、
数
で
も
な
く
一
性
で
も

な
く
豊
饒
で
も
な
く
、
そ

の
他
存
在

す

る

い

か
な

る

も

の

で

も

な

く
、

彼

ら

か
ら

認

識

さ

れ

る
何

も

の
で

も

な
い
。
」
こ

の
一
見
拒
絶
と

荒
廃

を
も
た
ら
し
そ

う
な
否
定

の
徹
底
が
、

真

の
根
源
へ
と
至

る
道
だ
と
偽
デ

ィ
オ
ユ

シ
ウ
ス
は
言
う
の
で
あ
る
。

昌

益

の

「

ヒ

ト
リ

ス
ル

」

自

然

と

一

に
留

ま

ら

ぬ
互

性

先

に
触
れ
た
と

お
り
、
昌
益
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
の
全
て

は
、
人
が
邪
な

拵
え
を
為
さ
な

い
か
ぎ
り

は
、
た
だ
一
つ
の
自
然
の
、
お
の
づ
か
ら
な
る
働

き
そ
の
も
の
で
あ

る
。
「
転
定

（
て
ん
ち
）
、
人
、
物
、
あ
ら
ゆ
る
事
、
理
、

微
塵

に
至

る
ま
で

、
語
、
黙
、
動
、
止
、
た
だ

こ
の
自

然
活

真
の

営
道

に

尽

極
す
。
」
デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
文
書
に
お

い
て

全
て

が

Ｉ
な

る
神
か
ら
流
れ

出
た
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
昌
益
は
自
然
を

ヒ
ト
リ
ス
ル
と
も
読
ま
せ
て

い

る
。
自
然
か
ら
産
ま
れ
た
も
の
は
す

べ
て
、
異
な
っ
て

見
え
て
も

一
つ
の
働

き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
世
の
も
の
ご
と
と
自
然
と
の
係
わ
り
は
、
捺
印
と
印

判
と
の
間
柄
の
よ
う
な
写

し
、
「
象

徴
性
」

の
そ
れ
で

は
な
く
、
も
の
ご
と

こ
そ
自
然
そ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
西
洋
風
の
宗
教
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

「
汎
神
論
的
」

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
何
か
ら
何
ま
で
自
然
と
い
う
言
葉
で

た
だ
塗
り
つ
ぶ

し
て

し
ま
う
の
で

な
い
こ
と

は
、
次

の
言
葉
を
聞
け
ば
分

か
る
。
「
一
に
住

せ
ず
、
二
を
出
だ
さ
ざ
る
活

真
、
自
感
、
互
性
の
妙
道
を

知
ら
ず
、
一
貫
を

論
ず
る
者

は
偏
惑
・
妄
失
な
り
。」

全
て
が
た
だ
一

つ
の
自
然

の
働
き

で
は

あ
っ
て
も

、
ひ

た
す

ら
そ
こ

に
留
ま
ろ
う
と
す
る
の
み
で

は
か
え

っ
て
偏

っ

た
立
場

に
囚

わ
れ

た
こ
と

に
な
る
。
一
に
留
ま
る
の
で

は
な
く
、

か
と
い
っ



て

二
以

上
の
異
な
っ
た
も

の
の
対

立
の
中
に
迷
い
込
む
の
で

も
な
い
。
そ
こ

に
昌
益
の
思
想
の
中
軸
を
な
す

「
互

性
」

の
眺
め
が
開
け
て
く
る
。

互
性
と
は
、
二
つ
以

上
の
一
見
異
な
り
、
独
立
し
て

い
る
か
に
見
え

る
も

の
ご
と
が
、
ま
こ
と
は
自
然

の
一
つ

の
「
自
感
」
（
自
ら

働
く
こ
と
）

の
別

の
姿
で
あ
り
。
互
い
に
相
手
方
を
俟

っ
て
は
じ

め
て
こ
ち
ら
が
成
り
立
つ
と

い
う
仕
組
み
の
こ
と
で

あ
る
。
昌

益

は
こ
う
述
べ

る
。
「
こ
れ
転
定

に
し
て

一
体
、

日
月
に
し
て
一
神
、
男
女
に
し
て
一
人
…
…
転
を
去
れ
ば
定
も
無
し
。

定
を
去
れ
ば
転
も
無
し
、
月
を
去
れ
ば
日
も
無
し
、
男
を
去
れ
ば
女
も
無
し
。

一
切
、
二
儀
と
見
ゆ
る
は
、
皆
こ
の
如
し
。
ゆ
え

に
自

（
ヒ
ト
リ
）
然

（
ス

ル
）
な
り
。
」

昌
益

は
他
の
箇
所
で
「
男
女
」
と
書

い
て
「

ヒ
ト
」
と
振
り
仮
名
を
し
て

い
る
。
こ
れ
は
も
は
や
単
な
る
相
互
依
存
で

は
な

い
。
例
え
ば
独
立
し
た
人

格
の
男
女
が
互

い
に
自
立
を
尊
重
し
つ
つ
協
調
す

る
と
言

っ
た
事
態
で

は
な

い
。
男

が
男
で
あ
る
の

は
女
が

い
る

か
ら
で

あ
り
、
し

か
も
男

の
本
性

は
女

の
許

に
こ
そ
発

揮
さ
れ

る
。
そ

の
逆
も
然
り
で

あ
る
。

あ
る
も

の
は
他
の
も

の
に
よ

っ
て

の
み
成
り

立
ち
、
し

か
も

、
あ
る
も
の
の
本
性

は
他
の
も

の
の

許
に
こ
そ
現

わ
れ
る
。
裏

か
ら

言
え

ば
。
あ
る
も
の
の
掌
る
働
き

は
、
ま
こ

と
は
他
の
何
も
の
か
の
本
性

の
現

わ
れ
な
の
で

あ
る
。
男
女

、
転
定
、
日
月

な
ど
の
組
み

合
わ
せ
は
無
数

に
見
あ
た
る
。

し
か
し
、
互

性
の
係
わ
り

は
一
対

一
の
二
つ
組
の
内
で
閉
じ
ら
れ
て

し
ま

う
の
で

は
な
い
。

「
一
念
の
機
ざ
し
は
乃

ち
五
行

の
一
感
な
り
。
…
…
木
の
発
生
は
始
め
に
似

れ
ど

も
、
木

の
み

に
あ

ら

ず
、
木

中

に
五

行

を
そ

な
ひ

て

一
連

の

機

ざ

し
な
り
。
」
こ
こ
で
は
自
然
の
働
き

の
具
体
化
で
あ
る
五
行

の
働
き

の
互

い

の
係
わ
り
を
説
い
て
い
る
が
、
木
か
ら
始
ま
る
「
木
火
土
金
水
」

の
順

序
を

否

ん
で
ど
れ
も
対
等
の
位
置

に
置
き
、
し
か
も
一
見

た
だ
木
一
つ
の
み
と
見

え

る
中

に
、
五
行
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
、
働
き
を
現

わ
し
て

い
る
と
い
う
の

で
あ

る
。
こ
の
世
の
全
て

は
互
性
の
内
に
あ
る
。
し
か
し
な

か
ん
づ
く
こ
の

互
性
を
最
も
鮮
や

か
に
示
す

の
が
Ｉ

そ
れ
は
私
た
ち
人
間
、

い
や
男
女

に

と
っ
て
最
も
鮮
や
か
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
が
―
―
人
の
体
で
あ
る
。

「
耳

は
聞
く
こ
と
を
つ

か
さ
ど
り
、
聞
く
の
妙
徳
性
は
目
よ
り
す
。
耳
は
水

気

、
目

は
木
気

の
互
性

な
り
。
…
…
運
回
の
木
気
、
目
の
木
気

に
感
合
し
、

木
気
よ
り
聞
く
の
妙
徳
性

を
為
す
。
ゆ
え
に
。
活
真
に
聞
く
と
き

は
、
聞
く

内

に
七
門

の
妙
用
伏
し
て

、
聞
く
の
一
映
と
成
り
て

、
転
定

の
風
音
。
人
、

物

の
言
語

、
…
…
一
切

の
声

。
耳
穴
虚
空
の
外
に
浮
か
べ
て
聞
く
な
り
。
」

昌

益
は
医
者
で

あ
り

、
彼
の
思

想
は
基
礎
・
臨
床
医
学
で

も
あ

っ
た
。
こ

の
や
や
難
解
な
一
節
は
、
人
の
体
の
感

覚
、
知
覚
の
働
き

を
。
彼
独

自
の
五

行
思
想
に
の
っ
と

っ
て

解
い
た
も
の
で

あ
る
。
試
み
に
、
私
な
り
に
言
い
換

え
て
み
よ
う
。
「
耳

の
役
割
は
聞
く

こ
と
だ
が
、
聞
く
働
き

の
大
本

は
目

か

ら
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
耳
に
は
水
の
気
、
目
に
は
木
の
気
が
現
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
互
性
の
間
柄

に
あ

っ
て

、
独
立
し
て

は
い
な
い
。
…
…
世
界

を

め
ぐ
る
木
の
気
が
、
目
の
木
気
と
働
き
を
合
わ
せ
て
、
モ

こ
が
聞
く
働
き

の
大
本
と
な
る
。
だ
か
ら
。
自
然
の
働
き
の
ま
ま
に
聞
く
と
き
に
は
、
聞
く

こ

と
の
内
に
他

の
全
て

の
感
覚
の
ま

こ
と
の
働
き
が
こ

も

っ
て

、
そ
れ

に



よ

っ
て

は
じ

め
て
聞

く
と
い
う
働
き
が

そ
こ

に
現

わ
れ
出

る
の
で

あ
る
。
す

る
と
、
世
界

の
あ
ら

ゆ
る
も

の
ご
と

の
音
。
言
葉
、
…
…
す

べ
て

の
声
が
、

耳
穴
の
外

に
浮

か
ん
で

、
す

な
わ
ち
世
界
の
中

か
ら
聞
こ
え
て

く
る
。」

人
が
こ
の
世

の
も

の
ご
と

と
向
き
合
う
時

に
は
、
何

か
一

つ
の
感
覚
器
官

だ
け
を
使

っ
て
、
そ

の
感
覚

だ
け
を
追
う
こ
と

は
決
し
て
な

い
。
例
え

ば
音

を
聞
く
と
き
、
私
た
ち

は
た
だ
音
の
み
を
聞
く
の
で

は
な

い
。
聞
こ
え

る
音

を
出
す
物
は
必
ず
見
え

る
。
私

た
ち

は
見
え
る
物
を
聞

い
て

い
る
。
も

ち
ろ

ん
暗
闇
で
あ
る
と

か
、
ど
う
し
て
も
回
り
込
め
な
い
衝
立
が
視
覚
を
遮

る
こ

と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
た
ち

は
現
実
の
見
え

を
遮
ら
れ
て
も
、
音
の
導
く

視
線
を
物
に
向
け
る
。
も
と
よ
り
、
音
の
聞
こ
え

は
見
え
の
み

に
繋
が
る
の

で

は
な
い
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
が
、
現
実
に
像
を
結
ぶ
と
否
と
に
か
か
わ

ら
ず
、
音
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
エ
ン
ジ
ン
の
わ
ず

か
な
音
の
変
化
が
、

熟
練
し
た
パ
イ
ロ
ッ
卜
に
は
飛
行
機
と
乗
客
の
命
の
危
険
を
―
―
お
そ
ら
く

は
激
し
い
痛
覚
を
も
含
ん
だ
―
―
情
報
を
伝
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
場
合
、
大
切
な
の
は
、
い
ま
表
に
現
わ
れ
て
い
る
わ
ず
か
な
音
の
変

化
で

は
な
く
、
そ
の
中
に
込
め
ら
れ
て

い
る
別

の
感
覚
の
方
で

あ
る
。

人
は
人
と
し
て
世

界
に
向
か
う
の
で

あ
っ
て

、
個
々
の
物
理
情
報
を
受
容

す

る
セ
ン
サ
ー
の
束
な
の
で
は
な
い
。
自
然
と
し
て

の
世

界
が
一
つ
で

あ
る

よ

う
に
、
そ

の
自
然

そ
の
も
の
で

あ
る
人
も
ま

た
一
個

の
ま

と
ま

っ

た
者

（
お
好
み
な
ら

「
有

機
的
全

体
」

と
で
も

言

っ
て
構

わ
な

い
が
）

と
し
て

の

み
振
る
ま
う
。

さ
ら

に
そ
の
一
個

の
者

は
、
他
者
と
対

立
し
つ

つ
一
個
で

あ

り
続
け
る
の
で

は
な
く

、
例
え
ば
彼
が
男
で
あ
る
な
ら
、
も
う
一
人

の
女
と

と

も
に
一
個
の
男
女
な
の
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
互
性
の
繋
が
り
は

こ

こ
で

も
終
わ
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
し
て
次
々
と
拡
が
り
、
つ
い
に
全
自

然

を
包
む

の
で
あ
る
。

互

性

を

破

る
者

を

却

け

る

昌

益

昌

益
が
非

難
攻
撃
し
て
止
ま
な
い
の
は
、
自
然
の
こ
う
し

た
互
性
の
在
り

方

に
、
「
妄
失
」
「
二
別
」
「
私
」
「
妄
偏
」
「
互

性
の
備

わ
り

な
き
偏
惑
」
「
偏

知
」
な
ど

を
持

ち
込
も
う
と
す
る
人
び
と
で

あ
る
。
昌
益

は
勧
善
懲
悪
の
人

の
よ
う

に
も
映

る
。
し

か
し
、
ま

っ
た
く
そ

の
逆

な
の
で
あ

る
。
昌
益
の
立

場
か
ら
は
、
悪
と
異
な
る
、
つ
ま
り
互
性

に
従
わ

ぬ
も
の
と
し
て
善
を
立
て
、

後
者
の

み
を
勧

め
る
と
い
う
構

え
こ

そ
、
最
も
誤

っ
た
行

き
方
と

な
る
。

「
自
然
の
道
は
、
善
悪

に
し
て
一
物
、
一
事

な
り
。
ゆ
え

に
善
を
去
れ
ば
悪

も
無
し
、
悪
を
去
れ
ば
善

も
無
し
。
」
善

は
悪

と
と
も

に
産
ま
れ
、
悪
は
善

と
と
も
に
産
ま
れ

る
。
だ
か
ら
、
も
し
善
を
勧

め
、
こ
の
世
に
満
た
そ
う
と

試

み
る
な
ら
、
悪
も
ま
た
等
し
く
成
長
し
て
恐
ろ
し
い
有
様
が
繰
り
広
げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
孝
の
名
を
立
つ

る
故

に
、
不
孝
の
罪

あ
り
。
慈
の
名
を

揚
ぐ
る
故
に
、
不
慈
・
悪
の
罪
あ
り
。
…
…
こ
の
故
に
父
子
の
間
に
敵
味
方

起

こ
り
、
乱
を
為
し
、
父
を
殺
し
子
を
殺
し
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
。
た
し

か
に
、
善
や
正

義
の
名
の
下
で
の
殺
し
あ
い
を
、
私
た
ち
は
い
や
と
言
う
ほ

ど
見

て
き

た
し
、
現
に
見

つ
つ
あ
る
。

善
を
求
め
な
い
な
ら
昌
益
は
何
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
の
か
―
―
思
わ

ず
こ
う
訊
ね
た
く
な
っ
て
く
る
。
何
を
め
ざ
し
て
、
何
の
た
め
に
―
―
こ
う



言
っ
て
み

る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
目
的
論
」
の
観
点
も
こ
こ
に
絡
ん
で

く
る
こ

と
に
気
付
く
。

何
か
を
目
指
す
、
到
達
点
に
向
か
っ
て

進
む
と
い
う
構
え
が
、

昌
益
の
営
み
を
描
き
出
す
枠
組
み
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

偽
デ

ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
な
ら
、
こ
の
点
は
は

っ
き
り
し
て

い
る
。
彼
は
。
我

わ
れ
と

は
す

っ
か
り
異
な
る
神
、
た
と
え
象
徴
的
に
は
繋
が

っ
て
い
る
と
し

て
も
、
我
わ
れ
そ
の
も
の
と

は
い
さ
さ

か
も
出
会
い
重
な
る
と
こ
ろ
の
な

い

神
へ
と
、
我
わ
れ
と
こ
の
世
界
へ
の
全
き
否
定
を
重
ね
て
ひ
た
す
ら

に
上
昇

し
よ
う
と
す
る
。
完
全
な
る
神

に
は
、
私
た
ち
の
、
肉
体
、
感
覚

は
も
と
よ

り
、
知
性
す
ら
も
、
そ

の
不
完
全
な
在
り
方
ゆ
え
に
届

か
な

い
の
で
あ

る
か

ら
、
そ
れ
ら

は
否
定
さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
の
み
神
へ
と
近
づ
く
。

い
わ
ば

否
定
で
組
ま
れ
た
無
限

の
階
段

を
上
り
き

っ
た
魂
の
み
が
、
最
後

に
神
と
神

秘
の
合
一

に
達
す
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ

の
か
け
離
れ
た
神
は
、
完
全

な
る
存

在
で
あ
り
、
全
き
善
で
も
あ

る
。
こ

の
世

の
あ
ら
ゆ
る
者
が
、
存
在

を
持
た

ぬ
者

さ
え
も
が
、
こ

の
目

的
に
向
か
っ
て

進
む

と
い
う

の
で

あ
る
。

昌

益
の
場

合
に
は
、
非
難
、
攻
撃
の
向
か
う
相
手

は
限
ら

れ
て

い
る
。
ま

ず
善
悪

、
身
分

の
上
下

、
貧
富
な
ど
、
互
性
の
係
わ
り
に
背
こ
う
と
す
る
区

別
を
、
す
な
わ
ち
「
二
別
」
を
作
ろ
う
と
す
る
人
び
と
に
向
か
う
。
さ
ら

に
、

男
女
、
転
定
、
五

行
な
ど
、
も
と
も
と
互
性
に
従

っ
て

一
体
と
な

っ
て

い
る

も
の
の
中
か
ら
ど
れ
か
一
つ
だ
け
を
取
り
立
て
。
そ
れ
だ
け
を
こ
と
さ
ら
優

れ
た
、

大
切

な
も

の
と
取
り

な
そ
う
と

す
る
動

き
、
す

な

わ
ち

「
偏
惑
」

「
偏
知
」
「
盗
む
」
「
貪
食
」

な
ど
の
偏
り

に
向

か
う
。

そ
し
て
、
文

字
や
貨

幣
な
ど
、
も
と
も
と

ヒ
ト
リ

ス
ル
自
然

の
内

に
無
か

っ
た
も
の
を
拵
え
よ

う

と
い
う
行

な
い
、
す

な
わ
ち

「
作
言
」
「
偽
談
」
「
欲
心
」
「
乱
惑
」

な
ど

に

向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

昌
益
は
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
善
を
産
み
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、

か
と
言

っ
て
悪

を
亡
ぼ
そ

う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ

は
悪
を
懲
ら
す
の

で

は
な
く
、
「
失
り

（
あ
や
ま
り
）
」
「
妄
失
」

を
正
す
と

い
う
構
え
で
あ
る
。

こ
れ
を
描
く
の

に
、
先

ほ
ど
か
ら
私
は
「
批
判
」
「
非
難
」
「
攻
撃
」

な
ど
の

言
葉
を
用

い
て
き

た
。
こ

れ
ら

は
い
ず
れ
も
昌
益
自

ら
の
用

い
た
言
葉
で
は

な

い
。
も

っ
ぱ
ら
通
じ

の
よ
さ
を
慮

っ
て
使
っ
て
き

た
の
だ
が
、
正
し
く
は

昌

益
に
は
失
礼

な
こ
と

だ
っ
た
。
彼
は
自
ら
の
構
え

へ
の
、
孔
子
や
釈
迦
を

謗

っ
て
己
れ
を
上

に
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問

い
に
、
次

の
よ
う

に
答
え
て

い
る
。
「
上
下

二
別
無
き
の
言

い
は
、
聖

人
を
謗

る
に
非
ず
。
自

然
活
真
、
互
性

の
妙
道

を
見
す
の
み
な
り
。
」
す

る
と
問
う

た
者

は
泡
を
吹

い
て
去

っ
た
と

い
う
。

稿
本

「
自
然

真
営
道
」
第
二
十
四

は
「
私
法
世
物
語
」

と
題
さ
れ
、
鳥

、

獣
、
虫

、
魚
が
そ
れ
ぞ
れ
集
ま
り
、
自
分

た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
人
の
世

と

を
引

き
比
べ
る
。
こ
こ
で

は
弱
肉
強
食
や
上
下
関
係
の
厳
し
さ
が
主
に
採
り

上
げ
ら
れ
る
が
、
昌
益

は
鳥
獣
虫
魚
を
悪

者
と
し
て
描
く

つ
も
り
な
の
で
は

な
く
、
人
で
あ
り
な
が
ら

あ
た
か
も
鳥
獣
虫
魚
で

あ
る
か
の
如
く
生
き
る
者

た
ち
を
却
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
先

の
問

い
を
発
し

た
者
も
、
咎

め
ら
れ
る
わ
け

で
も

な
く
、
昌
益
の
弟
子

に
な
る
わ
け

で
も

な
く

、
た
だ

去

っ
て

い
っ
た
。
鳥
ら

は
自
然
か
ら
産
ま
れ
た
の
で
あ
り

、
非

難
さ
る
べ
き

者
で
も
否
定
さ

る
べ
き

も
の
で
も

な
い
。
人
の
在
り
方

は
人
へ
、
鳥
の
在
り



方
は
鳥
へ
と
退
き
納
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
の
み
で
あ

る
。
し

か
も
、
そ
れ
ら

の
在
り
方
は
ま
た
各

お
の
互
性
の
間
柄
に
立
つ
の
だ

か
ら
、

他
と
比
べ
て
限

界
を
定
め
る
と

い
う
「
批
判
」
が
為
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
も

な
い
。

昌
益

は
、
そ

の
調
子
が

い
か
に
激
し

か
ろ

う
と
、
非

難
や
攻
撃

を
し
よ
う

と
し

た
の
で
も
、

批
判

を
試
み

た
の
で
も

な
い
。
自

然
の
有
様
を
明

ら
か
に

す

る
た
め
に
、
偏

り
を
押
し
戻
し

、
誤

っ
た
と
こ
ろ

へ
出
て

き
た
者
を
も

と

も
と

の
あ
り

か
へ
と
却
け

る
の
で

あ
る
。

自
然
の
中
に
納
め
よ
う
と
す
る
と

言

っ
て
も

よ
い
。

言

葉

の

激

し

さ

と

一

な

る

こ

と

と

の

繋

が

り

昌

益
が
激
し
い
言
葉
を
発
す
る
の
は
、
ど
こ
ま
で

も
私
た
ち
自
ら
を
含
む

自
然
の
内
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
見
か
け
の
激
し
さ
と
は
裏
腹

に
、
そ
こ

に
は
否
定
も
非
難
も
批
判
も
な

い
。

か
と
い

っ
て
、
こ
れ
ら
と
対

立
、
「
二
別
」
す

る
肯
定
が

あ
る
わ
け
で

も
な

い
。

こ
う
し
て
み

る
と
、
一

見
似
て

い
る
か
と
も
思

わ
れ
た
昌

益
と
偽

デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
と

は
全
く
違

っ

た
向
き

に
歩
も

う
と
し
て

い
る
こ
と
が
分

か
る
。

偽
デ

ィ
オ
ニ

シ
ウ
ス
は
自
然

を
否
定
し
て
、

そ
こ
か
ら
か
け

離
れ
た
徹
底

的

な
外
部

を
目
指
す
。

彼
に
と

っ
て

自
然

は
、

唯
一

の
神

の
姿
の

全
て

を

負

っ
て

い
る
と

は
言
わ
れ
て

も
、
否
定

を
重
ね

抜
け
出

し
て
し
ま
う
べ
き

も

の
な
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
神
の
抜
け
殼
で

あ
り

、
本
来
ど
う
で

も
よ
い
の
で

あ
る
。
否

定
の
言
葉
に
昌
益
ほ
ど
の
激
し
さ
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、
そ
の
必

要

が
な
い
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
構
え
は
、
機
械
的
身
体
よ
り

も
精
神
を
重

ん
じ

た
デ

カ
ル
ト
、
法
則

に
従

う
現

わ
れ

の
世
界
と
し
て

の
自

然
よ
り
も

「
も

の
そ

の
も
の
」
と
し
て

の
人
間

を
重

ん
じ
た
カ
ソ
ト
な
ど

の
、

西
洋
近
代

哲
学
に
も
通
じ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
人
間

が
観
察
し
操
作
す
る
客

観
的
自

然
と
い
う
。
近
代
科
学
の
世
界
観
も
こ
の
仲
間
で
あ

る
。
人
間
は
自

然

の
中

か
ら
文

明
を
創
造
し
て
外
部
に
出
で

立
ち
、
自
然
を
人
間
に
奉
仕
さ

せ
よ

う
と
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
み
じ
く
も
描
い
た
と
お
り

、
自
然
の
全

て

は
人
間
の
手
段
と
な
る
道
具
と
し
て
、
人
の
手
許
に
差
し
出

さ
れ
る
。
そ

こ
に
は
す
で

に
神
の
姿
は
な
い
が
、
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
か
の
神
秘
的

合
一
が
も
う
実
現
し
た
か
ら

な
の
か
も
し
れ
な

い
。

昌
益
は
ヒ
ト
リ
ス
ル
自
然
を
語
り
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
は
、
究
極
の
一

な
る
神
を
立
て
る
。
一
な
る
神

は
万
物
の
理
想
で
あ
り
、
目
的
で
あ
り
、
全

て
を
産
み
出
す
原
因
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
想

に
は
現
実
が
、
目
的
に
は
手

段
が
、
原
因

に
は
過

程
や
結
果
が
対

立
す

る
。
偽
デ

ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
の
一

は
、

二
元
論

に
導

く
一
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
限

り
な
く
異
質
な
二
を
産
み
出
し
、

か
け

離
れ

た
相
手

へ
向

か
っ
て
常
に
抜
け
出

し
て

ゆ
く
一
で
あ
る
。

一

方
の
昌

益
に
は
、
自
然

か
ら
抜
け
出
し
て

行
く
当
て

は
な

い
。
な
ぜ
な

ら

自
然
は
、
合
一
す
べ
き
理
想
で
も
、
到
達
す
べ
き

目
的
で
も
、
遥
か
な
る

原
因
で

も
な
く
、
始
め
か
ら
自
然
自
ら
で
あ
り
、
既
に
私
た
ち
そ
の
も
の
で

あ
る
か
ら
で

あ
る
。
二
を
産
み
出
す
唯
一
の
原
因
で

は
な
く
、
二
と
見
え
る

者
た
ち
が
、
互
性
に
よ
っ
て
既
に
一
な
の
で
あ
る
。
昌

益
の
自
然

は
ど
こ
ま

で

も
ヒ
ト
リ
で
あ
り
、
彼
の
言
葉
の
激
し
さ
は
、
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
自
然

を
目
覚
め
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
最
後
に
少
し
「
文
学
的
」

に
な
る
こ
と
を



お

許

し

願

え

れ

ば

、

二

つ

と

無

い

自

然

の

内

を

い

つ

ま

で

も

響

き

続

け

る

、

自

然

の

声

の

こ

だ

ま

な

の

で

あ

る

。

（
１
）
　
安
永
寿
延
‥
「
安
藤
昌
益
　
研
究
国
際
化
時
代
の
新
検
証
」
１
９
９
２
　
農
山
漁
村

文

化

協

会

（

２

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

第
2
5
　

真

道

哲

論

巻

（
「

安

藤

昌

益

全

集
」
第
１
巻
ｐ
・
 
２
６
９
-
農
山
漁
村
文
化
協
会
　
昭
和
5
7
―
　
以
下
「
全
集
」
と

略

記

）

（

３

）
　

Ｒ

ｅ

ｉｃ

ｈ

，
　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ
ｅ

ｌ
ｍ

…

Ｃ

ｈ
ａ

ｒ
ａ

ｋ

ｔ
ｅ

ｒ
-
ａ

ｎ
ａ

ｌｙ

ｓ
ｅ

：
　

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ
ｎ

ｉ
ｋ

　

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｇ

ｒ

ｕ
ｎ

ｄ
-

ｌ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
”
　
１
９
３
３
　
邦
訳
　
小
此
木
啓
吾
「
性
格
分
析
―
―
そ
の
技
法
と
理
論
」

ｐ

． ６

１

　
１
９

６
６

岩

崎

学

術

出

版

（

４

）
　
　

Ｐ

ｓ
ｅ
ｕ

ｄ
ｏ
-

Ｄ

ｉｏ

ｎ

ｙ

ｓ

ｉｕ

ｓ

　

Ａ

ｒ
ｅ
ｏ

ｐ

ａ
ｇ

ｉ
ｔ
ａ

；
　
"

Ｃ

ｏ

ｒ
ｐ

ｕ

ｓ

　

Ｄ

ｉ
ｏ

ｎ

ｙ
ｓ

ｉａ
ｃ

ｕ
m

”

　

１

９
９

０

，

（

Ｂ

ｅ
ａ

ｔ
ｅ

　

Ｒ

ｅ
ｇ

ｉ
ｎ
ａ

　

Ｓ
ｕ
ｃ

ｈ

ｌａ

）
　

Ｗ

ａ

ｌ
ｔ
ｅ
ｒ

　

ｄ
ｅ

　

Ｇ

ｒ
ｕ

ｙ

ｔ
ｅ
ｒ

　

Ｂ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉ
ｎ

，
　

Ｎ

ｅ
w

　

Ｙ

ｏ

ｒ

ｋ

邦

訳
　

熊

田

陽

一

郎

「

キ

リ

ス

ト

教

神

秘

主

義

著

作

集

」

第

１

巻
　

第

３

部

２

章
5
0

節

（

５

）
　

同

‥

第
5
6

節

（

６

）
　

同

‥

第

３

部

７

章

３

０

１

節

（

７

）
　

同

‥
1
3

章

４

５

２

節

（

８

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

大

序

巻

（

全

集

第
1
7

巻

ｐ

・
 ９
-

）

（

９

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

第
2
5
　

真

道

哲

論

巻

（
「

安

藤

昌

益

・

佐

藤

信

淵

」

日

本

思

想

大

系
4
5
　

岩

波

書

店

ｐ

・
３

４
６

）

（

1
0

）
　

安

藤

昌

益

‥

刊

本

「

自

然

真

営

道

」

巻

一
　

（

同

ｐ

・
２

１

）

（
1
1

）
　

同

：
　
ｐ

．
 ２
３

（

1 2

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

大

序

巻

（

全

集

第
1
7

巻

Ｐ

．
５

１
-

）

（

1
3

）
　

こ

の

あ

た

り

の

議

論

は

、

世

界

を

「

身

体

図

式

」

と

し

て

捉

え

よ

う

と

し

た

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
メ
ル
ロ
=
ポ
ン
テ
ィ
　
（
Ｍ
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ａ
ｕ
=
Ｐ
ｏ
ｎ
ｔ
ｙ
；

"
p
ｈ
ｅ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
"
　
１
９
４
５
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ

，

Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ
.

な

ど

）

や

、

ド

イ

ツ

の

医

学

者

で

あ

る

ヴ

ィ

ク

ト

ー

ル

・

フ

ォ

ン

ー

ヴ

ァ

イ

ッ

ゼ

ッ

カ

ー

の

、

環

境

と

人

間

と

の

係

わ

り

を

知

覚

、

運

動

の

各

要

素

を

貫

く

統

一

的

な

一

つ

の

形

と

し

て

捉

え

る

理

論

（
"

Ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｇ

ｅ
ｓ

ｔ
ａ

ｌ
ｔ
ｋ
ｒ

ｅ

ｉｓ
-

Ｔ

ｈ

ｅ
ｏ

ｒ

ｉｅ

ｄ
ｅ

ｒ

　
ｂ

ｉ
ｎ

ｈ
ｅ

ｉ
ｔ
　

ｖ

ｏ
ｎ

　

Ｗ

ａ

ｈ
ｒ
ｎ

ｅ

ｈ
ｍ

ｅ

ｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｂ

ｅ
w

ｅ
ｇ

ｅ

ｎ

”
　

ｉ
ｎ

　
"

Ｖ

ｉ
ｋ

ｔ
ｏ
ｒ

　
ｖ

ｏ

ｎ

Ｗ

ｅ

ｉ
ｚ
ｓ
ａ
ｃ

ｋ
ｅ

ｒ

　
Ｃ
ｒ
ｅ
ｓ
ａ

ｍ

ｍ

ｅ

ｌ
ｔ
ｅ

　
ｂ
ｃ

ｈ
ｎ

ｆ
ｔ
ｅ
ｎ

 

４

　
Ｓ
ｕ

ｈ
ｒ

ｋ

ａ
ｍ

ｐ

　

１
９

８
７

な

ど

）

に

も

通

ず

る

が

、

こ

こ

で

触

れ

る

ゆ

と

り

は

な

い

。

（
1
4

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

私

法

儒

書

巻

二
　

（

全

集

第

３

巻

ｐ

・
３

１
８

）

（

1 5

）
　

同

‥

私

法

儒

書

巻

三

（

全

集

第

４

巻

Ｐ
-
７
７

）

（

16

）

「

感

覚

が

感

じ

知

性

が

悟

っ

た

い

っ

さ

い

の

も

の

、

在

る

も

の

と

在

ら

ざ

る

も

の

の

す

べ

て

を

捨

て

て

し

ま

い

な

さ

い

。

そ

し

て

可

能

な

限

り

、

存

在

と

知

識

す

べ

て

を

超

え

た

も

の

と

の

合

一

に

向

か

っ

て

知

を

捨

て

た

不

知

の

形

で

高

め

ら

れ

る

よ

う

に

、

な

ぜ

な

ら

あ

な

た

は

自

分

自

身

を

含

む

す

べ

て

の

も

の

か

ら

、

絶

対

的

に

完

全

・

純

粋

に

離

脱

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

。

す

べ

て

を

捨

て

す

べ

て

か

ら

解

放

さ

れ

、

存

在

を

越

え

た

神

の

闇

の

光

輝

に

ま

で

高

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

か

ら

。
」

Ｐ
ｓ

ｅ
ｕ

ｄ
ｏ
-

Ｄ

ｉｏ

ｎ

ｙ

ｓ

ｉｕ

ｓ

　

Ａ

ｒ

ｅ
ｏ

ｐ

ａ
ｇ

ｉ
ｔ

ａ

；

同

前

第

４

部

１

章

１

節

（

1 7

）
　

安

藤

昌

益

‥

稿

本

「

自

然

真

営

道

」

大

序

巻

（

全

集

第
1
7

巻

Ｐ
・
３
７

）

（

じ

つ

か

わ

・

み

き

ろ

う

、

哲

学

・

臨

床

心

理

学

、

姫

路

獨

協

大

学

助

教

授

）
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