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３
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福
沢
諭
吉
思
想
に
お
け
る
両
義
性

―
学
問
と
宗
教
―

福
沢
諭
吉

の
学
問
観
と
宗
教
観

は
、
地

球
の
北

極
と
南
極
の
よ

う
に
相
互

に
極

め
て
対

立
的
で
あ
る
と
同
時

に
、
両
者

が
地

球
の
軸

を
統
一
す

る
役

割

を
果

た
し
て

い
る
よ

う
に
、
対
立
と
統
一

の
緊
張
関

係
を
保
つ
両
義

的
思

想

を
構

成
し
て

い
る
。
本
発
表

は
こ

の
福
沢

思
想
の
両

義
性
を
解
明

し
て

二
十

一
世

紀
の
心
の
時
代

へ
の
些

か
の
示

唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
る
。

（
１

）
　
福

沢

諭

吉

の

学

問

観

周
知
の
通
り
福
沢

の
学
問

観
は
実
学
思
想
の
流
れ

に
属
し
て
い
る
。
彼
は

『
学
問
の
す
ゝ
め
初
編
（
明
治
五
）
』
で
「
世
上
に
実
の
な
き
文
学
」
を
「
其

学
問
の
実
に
遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ
証
拠
」
と
言
い
、
こ
れ
に
対
し

て

「
専
ら
勤
む
べ
き

は
人
間

普
通
日
用
に
近
き
実
学
」
で
あ
る
と
言

っ
て

い

る
。
た
だ
し
福
沢

諭
吉
の
実

学
は
儒
学
の
実
学
と
は
異
な
り
、
そ
の
根
底

に

西

洋
文
明

の
科
学
一
般
を
含

ん
だ
実
学
で

あ

っ
た
。

福
沢
は
西

洋
文
明

の
科
学
思

想
の
中
で
も
物
理
学
を
重
視
し

、
す
で

に
慶

應
二
年
に
訳
述
し
た

『
西
洋
事
情
初
編
』
の
「
文
学
技
術
」

の
項
目
で
、
文

学
技
術
が
測
量

学
、
医

学
、
理
学
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
訳
し

。
西
洋

の
学

術
の
目
的
が
「
万
物
の
理
を
究

め
其
用

を
明

に
し
て
人
生
の
便
利

を
達
せ

ん

が
た
め

に
人
々
を
し
て
天
稟
の
知
力

を
尽

さ
し
む
る
に
在
り
」

と
訳
し
て

い

る
。
そ
し
て
ベ

ー
コ

ン
、
デ
カ
ル
ト
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
名
前
を
挙
げ
て

、
試

験

（
実
験
）
を
方
法
と
し
た
物
理
学
を
挙
げ
て

い
る
。

さ
ら

に
明
治
元
年

に
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』

と
い
う
物
理
学
の
教
科
書
を
著

し
「
何
事

に
も
大
小
軽
重
に
拘
は
ら
ず
、
先

づ
其
物
を
知
り
其
理
を
窮
め
、

一
事
一
物
も
捨
置
く
べ

か
ら
ず
。
物
の
理
に
暗
け
れ
ば
身
の
養
生
も
出
来
ず
、

親
の
病
気

に
介
抱
の
道
も
分
ら
ず
…
…
況
て
人

に
知
識
な
く
ば
己
が
仁
義
道

徳
の
鑑
定
も
出
来
ま
じ
」
と
言
う
。
さ
ら
に
同
じ
年

に
書
い
た

『
窮
理
全
書

訳
稿
』
で

は
「

ナ
チ

ュ
ラ
ル
・

フ

ロ
ソ
フ

イ
」
を
「
窮
理
学
」
と
訳
し
、

小
　
泉
　
　
　
仰



「
物

の

性

質

と

其

規
則

と

を
議

論

す

る

学

」

で

あ

り

「

フ

。

シ
ク

ス
と

も

云

ふ

」

と

言

い

、
「

窮
理

の
実

証

を

得

る

に

二

法

あ

り

。

経

験

と

試

験

と

、

是

な
り
。
自
然
に
顕
は
る
ゝ
物
の
変
化
運
動
を
見
て
其
理
を
考
る
も
の
を
経
験

と

云

ひ

、

故

さ
ら

に
人

力

を

用

ひ

て

物

の

変

化

運

動

を

起

し

其

理

を

考

る
も

の

を

試

験

と

云

ふ
。

…
…

経

験

と

試

験

と

に
て

実

証

を

得

れ

ば

。

こ

れ

を
集

め

て

其

跡

を

追

ひ

、

遂

に

一

般

の

規

則

と

為

す

。

こ

れ

を

追

跡

の

考

と

云

ふ

」

と

書

い

て

い

る

。
こ

こ

で

言

う

「

一

般

の

規

則

」
と

は
帰

納
法

の

ｇ
ｅ
ｎ
-

ｅ
ｒ
ａ
l
i
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
然
法
則
を
考
え
て
お
り
、
ま
た
「
追

跡

の

考

え

」

と

は

恐

ら

く

帰

納

法

（
ｉｎ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

の

こ

と

を

意

味

し

て

い

た

。明
治
七
年
に
出
版
し
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
九
編
・
十
編
』
は
、
も
う
一
つ

の

学

問

の

分

類

を

述

べ

て

い

る

。

彼

は

学

問

の

目

的

に
よ

っ
て

二
種

類

の

学

問

に

分

け

て

い
る

。

一
つ

は

人

間

個

人

と

一

家

の

役

に
立

つ

だ
け

の
学

問

で

あ

り

、

も

う

一
つ

は
人

間

交

際

に

役

立

つ

学

問

で

あ

る
。

人

間

交

際

と

は
社

会

全

体

、

国

家

全

体

を

含

め
た

人

間

関

係

を

指

し

て

お
り

、

社
会

や

国

家

に

役

立

つ
学

問

を
指

し

て

い

た
。

福

沢

は
一

身

一
家

の

役

に

立

つ
学

問

の
み

を

追

い
求

め

る
人

を

「
蟻

の

門

人

」

と

称

し

て

、
人

間

で

あ

る

か
ぎ

り

人

間

交

際

に

役

立

つ
学

問

を

追

求

す

べ

き

だ

と

主

張

し

た
。

翌
年

明

治

八
年

の

『
文

明

論

之

概

略

』

六

章

末

尾

に
次

の

よ

う

に

言

う
。

「

人

の

精

神

の
発

達

す

る

は
限

あ

る

こ

と

な

し

、

造

化

の
仕

掛

に

は
定

則

あ

ら

ざ

る

は

な

し

。

無

限

の

精

神

を

以

て

有

定

の
理

を

窮

め

、

遂

に

は
有

形

無

形

の

別

な

く

、

天

地

間

の

事

物

を

悉

皆

人

の

精

神

の
内

に
包

羅

し

て

洩

す

も

の
な
き
に
至
る
可
し
。
…
…

恰
も
人
天

並
立
の
有
様
な
り
。
天
下
後
世
必
ず

其
日
あ
る
可

し
。
」

福
沢
は
遠
い
将
来
西

洋
の
科
学
理

論
に
よ

っ
て
有
形
の
自
然
、
社
会
、
無

形
の
人
間
精
神
す
べ
て

を
含

め
た
天
す

な
わ
ち
世
界
と
宇
宙
全
体
を
知
り
尽

く
す
こ
と
が
で

き
る
と
確
信

し
、
こ
れ
を
「
人
天
並
立
の
有
様
」
と
称
し
た
。

科
学
に
よ
る
全
知
と
い
う
思

想
を
福
沢

は
晩
年

に
至
る
ま
で

持
ち
続
け

た
。

明

治
九
年
七
月
、
福
沢
は

『
学
問

の
す

ゝ
め
十
五

編
』
「
事

物
を
疑
て
取

捨
を
断

ず
る
事
」
を
公
刊
す

る
が
、
こ
こ
で
彼

は
西
洋
文
明
摂
取
の
際
の
取

捨
選
択

論
を
展
開
し

た
。
彼

は
信
じ

る
世
界

に
偽
り
が
多
く
、
疑
い
の
世
界

に
真

理
が
多

い
と
主
張
し
て

、
西
洋
文
明
を
選
択
す
る
場
合
に
も
懐
疑
的
精

神
を
も

っ
て
捨
て

る
べ
き
も

の
を
捨
て
、
功
利
性
の
あ
る
も

の
だ
け
を
選
択

す
べ
き

だ
と

い
う
慎
重

な
態
度
を
取
る
よ
う

に
勧
め
た
。
さ
ら

に
福
沢
は
西

洋
文
明
選
択

論
か
ら
発
し
て
、

こ
の
懐
疑
的
精
神
を
さ
ら
に
深

め
、
今
日
ま

で
日
本

に
導

入
し
て
き

た
西
洋
文
明
の
「
商
売
会
社
の
法
」

つ
ま
り
商
法
、

政
治
制

度
、
教
育
制

度
、
出
版
制
度
、
自
己
自
身
の
学
問
の
方
法
そ
の
も
の

に
対
し
て

さ
え

懐
疑

の
眼
を
向
け
て
検
討
し
直
お
す
必
要
を
主
張
し
た
。

こ
う
し
て

福
沢
は
明

治
九
年

と
い
う
時
期

に
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
す
べ
て

の
実
物

に
対

し
て

「
百

疑
」

つ
ま
り
あ
ら
ゆ

る
疑
問
を
提
出
し

始
め
た
。
こ

の
福
沢

の
懐

疑
的
精
神

の
深
化

は
ど
こ

か
ら
来

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
福
沢

に

よ
れ
ば

。
明

治
初
年

か
ら
明
治

八
年
の
時
期

は
「
掃
除
破
壊
の
時
代
」
と
特

色
付
け

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

、
こ
の
明
治
初
期

は
徳
川

時
代

の
封
建
体
制
を

色
濃
く

残
し
て

い
た
時
代
で
あ

っ
た

か
ら
、
新
時
代
に
相
応
し

い
新
体
制
を



建

設

す

る

た
め

に

先

ず

こ

れ

ら

の

封

建

遺

制

を

破

壊

せ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

か
ら

で

あ

る
。

こ

れ

に
対

し

て

、

明
治

九

年

以

降

は
、
「
建

置

経

営

の

時

代

」

と

さ
れ

て

い

る

（
『
福
沢

諭
吉
全
集

』
二
十
巻
ｐ
ｐ

． ２
４
３
-２
４
４
）
°

彼

は

封

建

遺

制

を
捨

て

去

っ

た
明

治

九

年

後

に
新

し

い
体

制
を

建

設

し

て

い
く

時

代

が

来

た

と

直
観

し

た
。

明

治

十

年

に
西

南

戦

争

が

起

こ

る
が

、

こ

う
し

た
歴

史

的

転

換

期

の
到

来

を

福

沢

は
鋭

く
把

握

し

て

。

一
切

の
事

物

に
対

し

て

意

識

的

に

懐

疑

の

目

を
向

け

、
自

分

の

学

問

方

法

さ

え

も

懐

疑

に

よ

る
吟

味

に
哂

そ

う

と

し

た
。

こ
う

し

た
懐

疑

的

精

神

を

も

っ
て

彼

は

「
人

事

の
進

歩

し

て

真

理

に

達
す

る

の
路

は

、
唯

異

説

争

論

の

際

に

ま
ぎ

る

の

一
法

あ

る

の

み
」

と

主

張

し

た
。

こ
れ

は

ジ

ョ

ン

・

ス

チ

ュ
ア

ー

ト
・

ミ

ル

の

『
自
由

論

』

第

二

章

「
思

想

と
質

疑

の
自

由

」

で

展

開

し

た

真

理

に

対

す

る

異

説

争

論

の

重

要

性

を

福
沢

が

正

確

に

捉
え

、

ミ

ル

的

真

理

論

の

立

場

を
再

確

認
し

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

福

沢

は

デ

カ

ル

ト

の

名

を

す

で

に
慶

應

二

年

の

『
西

洋

事

情

初

編

』

で

触

れ

、
「
専

ら

試

験

の

物

理

論

を

唱

へ
て

古

来

の

空

論

を

排

し

」

と

語

り

、

デ

カ

ル

ト
の

方

法

的

懐

疑

の

一
端

を

見

て

い

る
。

こ

の

「
試

験

の

物

理

論

」

を

明
治
九
年
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
十
五
編
』
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
言
い
換
え
て

「
西

洋

諸

国

の

人

民

が

今

日

の
文

明

に

達

し

た

る

其

源

を

尋

れ

ば

疑

の

一

点

よ
り

出

で

ざ

る

も

の

な

し

」

と

言

い

、
科

学

に

お
け

る
近

代

的

懐

疑

の

重
要

性

を

意

識

的

に

見

直

し

た
。

こ

う

し

て

彼

は

「
百

疑

」

が

生

じ

た
現

状

で

「

よ
く

東

西

の

事

物

を

比

較

し

。

信

ず

可

き

を

信

じ

、

疑

ふ
可

き

を

疑

ひ

、

取

る
可

き

を

取

り

、

捨

つ
可

き

を

捨
て

、

信
疑

取

捨

其

宜

を
得

ん

と
す

る

は

亦
難
き
に
非
ず
や
」

と
し
。
福
沢
自
身
も
「

余
輩
未
だ
浅
学
寡
聞
、
此
取
捨

の
疑
問

に
至
り
一

々
当
否
を
論
じ
て

其
箇
条
を
枚
挙
す

る
能

は
ざ
る
は
固
よ

り
自

か
ら
懺
悔
す

る
所
」
と
反
省
し
、
自
分
の
学
問

的
方
法
を
も
懐
疑
の
対

象
に
置

い
た
こ
と

は
、
懐
疑

を
学
問
の
根
拠
と
し
た
こ
と

を
意
味
し
、
デ
カ

ル
ト
に
通
じ

る
近
代

的
精
神

に
福
沢
も
達
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
。

福
沢

は
上

記
の
意
識
的
な
近
代
的
精
神
の
視
点
に
立
っ
て

、
明
治
十
五
年

三
月
に
物

理
学
と
政
治
経
済
の
学

の
二
つ

に
つ
い
て
小

論
を
書
い
て

い
る
。

一
つ
は
「
物
理
学
之
要
用
」
で

あ
り

、
も
う
一
つ
は
。「
経
世

の
学
亦
講
究
す

可

し
」
で

あ
る
。
前
者
は
物
理
学
が
天
然
の
原
則
に
基
づ
き

、
物
の
性
質
を

明
か
に
し
そ
の
働
き
を
察
し
て

、
そ

れ
を
人
事
の
用

に
利
用
す

る
学
問
で
あ

る
と
言
う
。
別
の
言
葉
で

言
え
ば

、
物
理
の
原
則
を
究
め
て
人

事
に
利
用
す

る
学
を
物
理
学
で

あ
る
と
言
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
自
然
法

則
を
発
見
す

る
だ

け
の
学
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
知
的
興
味
を
満
足
さ
せ
る
だ
げ
だ
か
ら
、
福
沢

に
と

っ
て
は
私
的
な
目
的
を
満
た
す
学
問

に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
を
人
事
に
応

用
し
て
こ
そ
、
物
理

学
の
物
理
学
た
る
存
在
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
が
福
沢
の

実
学

の
見
地
で
あ

る
。

一
方
、
後
者

の
小

論
「
経
世
の
学
亦
講
究
す
可
し
」
で

は
、
福
沢
は
未
熟

な
年
齢

の
青

年
に
政
治
経
済
学
を
教
え
る
こ
と
が
青
年
を
左
翼
運
動

に
走
ら

せ
社

会
を
混
乱

さ
せ
る
と
言

う
反
対
意
見
に
対
し
て
反
論
を
加
え
て

い
る
。

慶
應

義
塾

の
教
育

と
し
て
政
治
経
済
学
を
教
え

る
の
は
、
学
生

に
真
成
の
理

を
理

解
さ
せ

真
成
の
経
世

論
を
学
ば
せ
る
た
め
だ
と
言

い
、
生
徒
の
卒
業
に

至

る
ま
で

は
た
だ
学
識
を
育
て
判
断
力
を
育
成
し

、
将
来

の
社
会
国
家
の
だ



め
に
大
所

高
所

に
立
つ
判
断
力

を
養
成
す
る
に
あ
る
と
主
張
し
、
慶
應
義
塾

の
学
生
は
政
治
経

済
学
を
学
ぶ

の
だ
と
力
説
し
た
。
こ
う
し
て

福
沢
は
自
然

科
学

、
社
会
科
学

、
人
文
科
学

を
問
わ
ず

、
私
的
目
的
で

学
問
す

る
だ
け
で

な
く

さ
ら

に
社
会
国
家

の
利
益

を
増
進

す
る
目

的
で
、
諸
科
学
を
学
ぶ
べ
き

だ
と
主
張

し
た
。
こ
の
後
者
が

『
文
明

論
之
概
略
』
第

六
章
「
智

徳
の
弁
」

に
お
い
て

重
視
し

た
「
公
智
」
で

あ
る
。

さ
て
福
沢

の
晩
年
の
著
作
で
明
治
二
十

八
年
に
『
時
事
新
報
』

の
社

説
に

連
載

し
、
後

に
『
福
翁

百
話
』
（
以
下
『
百
話
』
と
略
す
）
と
し
て
公

刊

さ

れ

た
著
書

の
十
七
話
の
中
で
、
特

に
物
理
学

を
基
礎

に
し

た
一
種

の
物
理
学

的

宇
宙
観
を
展
開
し
て
い
る
。

「
天

は
意
地
悪

き
も
の
に
し
て

…
…
人
の
妨
を
為

さ
ん
と
す
る
ゆ
ゑ
、
…
…

天

の
力

に
抵
抗
せ
ざ
る
可

ら
ず
。
…
…
左
れ
ば
万
物
の
霊
、
地
球
上
の
至
尊

と
称
す
る
人
間
は
、
天

の
意
地
悪

き
に
驚

か
ず
し
て
之

に
当
る
の
工
夫
を
運

ら

し
、
其
秘
密
を
あ
ば
き
出
し
て
我
物
と
為
し
。
一
歩
一
歩
人
間
の
領
分
を

広
く
し
て
浮
世
の
快
楽
を
大
に
す
る
こ
そ
肝
要
な
れ
。
即
ち
我
輩
の
持
論

に

『
造
化
と
境
を
争
ふ
』
と
云
ひ
、
『
化
翁
を
束
縛
す
是
れ
開
明
』
と
云
ふ
も
此

辺

の
意
味

に
し
て
、
物
理
学
の
要
は
唯
こ

の
一
点

に
在

る
の
み
。
」

さ
ら
に
福
沢
は

『
福
翁
百
余
話
（
十
七
）』
の
「
物
理
学
」
で
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
物
理
学
は
此
真
理
原

則
を
教
ふ
る
も
の

に
し
て
、
人
間
万
事
を
包
羅
す
る

学

問
な
れ
ば
、
後
進
の
学

生
お
の
く

志
す
所
あ
る
べ
し
。
…
…

其
志
す
所

の
専

門
を
攻
む

る
こ
と
な
ら
ん
と
雖
も
、
其
専
門
業
の
大
本
た
る
物
理
学
の

講
究

は
決
し
て
忘
る
可
ら
ず
。
」

天
の
力

は
無
限
で
あ
り
。
そ
の
秘
密
も
無
限
で

あ
る
か
ら
、
今
後
「
五

千

年
」
以
上
に
亘

っ
て
人
間

は
物
理
学
を
究
め
こ
れ

を
利
用
し
、
天
の
秘
密
を

明

か
に
し
て
人
事
に
利
用
す
る
役
割
が
あ
る
。
し
か
も
人
間
の
知
性
も
無
限

に
発
達
し
て
い
く
か
ら
、
天
と
人
間
の
競
争
に
お
い
て
最
終
的

に
は
天
の
秘

密
で
あ
る
自
然
の
真
理
原
則
を
す
べ
て
人
間
が
把
捉
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
楽
観
論
を
、
福
沢
は
抱
い
て
い
た
の
で
あ

る
。

『
百
話
』
最
後

の
「
人
事

に
絶
対
の
美

な
し
（
百
）」

に
は
福

沢

の
物
理

学

思
想
の
総
決
算
が

描
か
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
福
沢

は
物
理
学
に
つ
い
て
十

九

世

紀
と
い
う
歴
史
上

の
視

点
に
立
っ
た
見
地

と
、
千
万
年
後
の
将
来
の
歴

史

の
視
点
に
立
っ
た
と
き

の
物

理
学
思

想
と
を
問
題
に
し
て

い
る
。

福
沢

は
文

頭
で
十
九
世
紀
と

い
う
歴
史

の
時
点

を
文
明
発
達
の
度
合
い
か
ら

見
た
場

合
、

未

だ
初
歩
的
文
明

の
段
階

に
あ
る
と

指
摘
し
、
未
熟
な
文
明

の
中
で

の
未
熟

の
物

理
学
で

は
そ

の
応
用
部

門
に
当

た
る
人
事
に
も
絶
対

の
美
な
し
で

あ
る
。

し

か
し
福
沢

は
千
万

年
後

の
将
来
の
時
点
で

は
。
物
理
学
の
完
成
を
予
見
す

る
の
で
あ

る
。

「
千
万
年
後

の
絶
美

は
我
輩

の
確
に
期
す

る
所
に
し
て
、
其
道
筋

の
順
序

は

先

づ
器
械

的
に
有
形

の
物

理
を
知
る
に
在
り
。
物
理
を
究

め
て
歩

々
天
工

の

領
分
中

に
侵
入
し
、
其
秘
密

を
摘
発
し
其
真
理
原
則
を
叩
き

、
之

を
叩
き
尽

し
て

遺
す
所

な
く
、
恰
も

宇
宙
を
将
て

我
手
中

の
物
と
為

す

の
日
あ

る
可

し
。
」

こ
う
し
て
福
沢

は
物
理
学
が
す
べ
て
の
真
理
原

則
を
発
見
し

た
暁

の
時
代



を
「
天
人

合
体
の
日
」
と
名
付
け
て
、
先
に
述
べ
た

『
文
明
論
之
概
略
』
六

章
で

、
福
沢
が
記
し
た
「
人
天
並
立
の
有
様
」
と
同
主
旨
の
こ
と
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て

い
る
。

「
即
ち
天

人
合
体
の
日

に
し
て
、
此
境
遇
に
達
す
る
と
き

は
人
間
世
界

に
無

形
の
人
事
な
る
も
の
な
く
、
事
あ
れ
ば
必
ず
其
事
の
原
因

に
非
ざ

れ
ば
感
応

た
る
可
き
物
の
形
を
現

は
し
、
両
者
相
互

に
直
接
す
る
こ
と
影

の
形

に
於
け

る
が
如
く

に
し
て
、
遂

に
は
人
心

の
正
邪
清
濁
喜
怒
哀
楽

の
情
感

に
至

る
ま

で
も
五
官
の
能
く
達
す

る
所
と
為

る
可
し
。
」

人
間
の
学
問
が
千
万
年
後

に
理
想
的
学
問
の
状
態

に
達
し

た
と
き

、
自
然

界
と
人
間
界
を
問

わ
ず
、
自
然
、
社
会
、
世
界
だ
け
で

は
な
く

、
さ
ら

に
感

覚
、
感
情
、
情
念
、’
知
性
、
意
志
を
含
む
人
間
精
神
の
真
理
原
則

を
物

理
学

に
よ

っ
て
把
捉
で
き
る
こ
と

に
な
る
。
従

っ
て
自
然
界
と
人
間
社

会
と
の
区

別

は
な
く
な
り
、
人
間

は
物
理

学
的
真
理
原
則

に
よ

っ
て

統
一
的
に
人
間
精

神
を
含

め
た
宇
宙

全
体

を
理
解
す

る
こ

と
が
で
き

る
。

こ
の
時
代
が
「
天

人

合
体
の
日
」
と

い
う
遠
い
将
来
の
時
点
で

あ
る
。
。こ
う
し
た
天

人
合
体
の
日

に
お
い
て

は
、
細
菌
学
か
ら
精
神
病
学
に
い
た
る
医

学
の
領
域
が
細
菌
学
の

真
理
原
則

に
よ

っ
て

網
羅
さ
れ
尽

く
し
、
物
質

と
精
神
と

い
う
領
域
の
区
別

も
不
必
要

と
な
る
。
福
沢
は
言
う
。

「
医
学

の
方
針

は
無
形

よ
り
次
第
に
有
形

に
入
り
、
今
よ
り
幾
十
百
年
の
後

に
は
単
に
病
と
称
す
る
も
の
な
く
、
一
切

万
病
を
化
学
、
視
学
、
聴
学
、
器

械
学
の
中

に
包
羅

し
て

、
爰
に
病
あ
れ
ば
直
接
に
其
物
を
示
点
し
、
病
の
治

療
は
取
り

も
直
さ
ず
有
形
物
の
整
理
に
過
ぎ
ず
。
彼
の
微
妙
な
る
精
神
病
の

如
き
も
遂

に
物
理
学

の
範
囲
を
脱
す
る
こ
と
能
は
ざ

る
に
至

る
べ
し
。」

こ
う
し
て
物
理
学

の
進
歩

は
次
第
に
人
間
の
身
体
内

部
に
入

り
「
次
第
次

第

に
其
微
妙

を
穿
て

其
運
動
変
化
の
機
を
明

に
し
た
ら
ん
に
は
、
心
身
関
係

の
真
面
目
を

得
て
器

械
的
に
人
身
を
視
る
の
法
な
き

を
得
ず
」

で
あ
る
。
こ

う
し

た
彼

の
人
間
論

で
は
、
人
間
世
界

の
有
形

と
無
形

を
含

め
た
一
切

が

「
物
理
学
中

に
包
羅
し
て
。
光
明

遍
照
一
目
瞭

然
、
恰
も
今
世

の
暗

黒
を
変

じ
て
白
昼
に
逢
ふ
の
観
あ
る
や
疑
ふ
可
ら
ず
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で

、
人
間
社
会
の
進
歩

は
「
無
窮
に
し
て
地
球
の
寿
命
永
遠
の
約
束

な
れ
ば
、

進
歩
又

進
歩
、
改

良
又
改
良
の
其
中
に
は
、
智
徳
兼
備
の
聖
人
を

見

る
こ
と
易

き
の
み
な
ら
ず

、
群
聖
輩
出
、
そ
の
極
度
を
想
像
す
れ
ば
満
世

界

の
人
皆
七
十

歳
の
孔
子

に
ニ
ウ
ト
ン
の
智
識
を
兼
ね
、
人
生
の
幸
福
、
社

会

の
円
満

、
殆
ん
ど
今
人
の
絵
に
も
画
く
可
ら
ざ
る
の
境
遇
に
達
す

る
こ
と

あ

る
可

し
。
即
ち
是
れ
黄
金
世
界

の
時
代
な
り
。
畢
竟
す
る
に
我
輩
の
云
ふ

黄
金
世
界

は
空

想
に
あ
ら
ず
（
『
百
話
（
四
）』
）」

と
言

い
、
さ

ら
に

は
「
人

間
に
は
情
慾
の
盛
ん

な
る
と
共
に
智
識
の
発
達
も
亦
非
常

に
し
て
、
永
遠
の

利
害
を
弁
ず

る
の
明
あ
る
が
故
に
、
明
智

能
く
情
慾

を
制
し
て
能
く
其
身
体

を
衛
り
、
世

々
子
孫

相
伝
へ
て
遂
に
本
来

の
無
病

に
還

る
の
日
あ
る
や
疑
ふ

べ

か
ら
ず
（
『
百
話
（
三
）』
）」
と
言

っ
て

、
万
人
が
無

病
で

智
徳
兼

備

の
聖

人

に
な
る
と

い
う
楽

観
的
黄
金
世
界
を
夢
見
て
い
る
。

こ
う
し
て
福
沢

は
人
間
内
部
に
物
理
学
の

メ
ス
を
入
れ

る
だ
け
で
は
な
く
。

人
間
、
社
会

、
世
界

、
宇
宙
一
切
を
理
解
す
る
た
め
の
共
通

の
基
礎
学
と
し

て
物
理
学
を
置

い
た
。
福
沢
の
人
間
観
、
世

界
観
、
宇
宙

観
は
、
今

か
ら
十



数
年
前

に
日
本
哲

学
界
で

論
じ
ら
れ
た
人
間
機
械
論
の
先
駆
思
想
で
あ
る
と

共

に
、

そ
れ
を
凌

駕
す

る
巨

大
な
宇
宙
哲
学
乃

至
物
理
学
的
宇
宙
観
で
あ

っ

た

と
言

う
こ
と

が
で
き

る
。

と
こ
ろ
で
天
人

合
体
の
日
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
福
沢
の
実
学
思
想
、
物

理
学
的
宇

宙
観

、
さ
ら
に
無
形

の
人
間
精
神
と
し
て

の
独
立
心
を
ど
の
よ
う

に
統
一

的
に
理
解
で
き

る
の
で

あ
ろ
う
か
。
彼
は
明
治
三

十
二
年
に
出
し
た

『
福
翁
自
伝
』

に
お
い
て

、
富
国
強
兵

。
最
大
多
数
最

大
幸
福

に
と

っ
て

大

切
な
も

の
は
数
理
学
と
独

立
心
で

あ
る
と
言
い
、
東
洋

の
儒
教

主
義
と
西

洋

の
文
明
主
義
と
を
比
較
し
て

。
東
洋
に
な
く
西

洋
に
あ

る
も
の
こ
そ
「
有
形

に
於
て
数
理
学
、
無
形

に
於
独

立
心
」
で

あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
彼

は
国

家
と
人
類
が
あ
る
限
り
「
人
間
万
事
、
数
理
の
外

に
逸
す

る
こ
と

は
叶

は
ず

、

独
立
の
外

に
依
る
所
な
し
」
と
言

い
、
数
理
学
と
独
立
心
を
「
大
切
な

る
一

義
」
と
言

う
。
こ
の
二
つ

は
現
状
で

は
有
形
と
無
形

に
区
別
さ
れ

る
と

は
言

え
、
共

に
西
洋
文
明
主
義

に
内
在
す

る
一
義
で
あ
り
、
富
国
強
兵
と
最
大

多

数
最
大
幸
福
を
実
現
す

る
た
め
の
最
重
要

の
手
段
で
あ

る
。
し

か
も
天
人

合

体
の
日

に
お
い
て

は
。
未
来

の
物

理
学

に
よ
っ
て
無
形
と
有
形

の
領
域

差
が

解
消
さ
れ
、
両
方
の
領
域
が
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
上
記

の
二
原
理

は
広
義

の
実

学
で
あ

る
と
言

う
こ
と
が
で
き

る
。

こ
う
し
て
数
理
学
と
独

立
心

を
含

ん
だ
西
洋
文
明
主
義
乃
至
広

い
意
味

の

実
学
を
、
十
九
世
紀
日
本

に
お

い
て
国
民

の
心

に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が

、
福

沢
の
十
九
世
紀
日
本
と

い
う
時
節
と
場
所

に
お
け

る
第
一
目
的
と
な

っ
た
の

で

あ
る
。

（
２

）
　
福

沢

諭

吉

の

宗

教

観

上
記
の
西

洋
の
科
学
と
独
立
心
を
含
ん
だ
広
義
の
実
学
に
対
し
て

、
福
沢

は
全
く
対

立
す
る
宗
教
観
を

『
百
話
』

の
中
で
同
時

に
主
張
し
た
。
彼
は
佛

教
、
特
に
浄
土
真
宗
と
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
う
し
た
宗
教
観
を
展
開

し
た
。
福
沢

は

『
百
話
（
七
十
）』
の
中
で
彼

の
弟
子
の
一
人
で
あ

っ
た
菅
学

応
の
『
弘
法
大
師

と
日
本
文

明
』
（
明
治
二
十
八
年
九
月
）
に
書
か
れ

た
文
章

を
引
用
す

る
。
菅

は
明
治
二
十
七
年
に
慶
應
義
塾
を
卒
業
し
、
引
き

続
き
慶

應

義
塾
大

学
で

教
鞭

を
取

っ
た
真
言
宗
の
僧
侶
で

あ
り
、
上

記
の

著
書
で

『
涅
槃
経
』

の
四
句

の
説
明
を
与
え
て

い
る
が
、
福

沢
は
菅

の
こ
の
説
明

に

大
変
感
銘
し
て
次

の
よ

う
に
言
っ
て

い
る
。

「
今

い
ろ

は
歌
を
以
て
涅

槃
経
の
四
句

の
文

に
配
合
し

見
る
に
、
『
い
ろ

は

に
ほ
へ
ど
ち
り

ぬ
る
を
』

の
十
二
字

は
、
経
文
の
諸
行

無
常

の
初
句

に
依
り
。

宇
宙
万
有
の
事
物
が
変
化

転
移
す

る
の
相
状
を
ば
、
咲
き
乱

れ
た
る
百
花
の

凋
落
飛
散
す

る
に
譬

へ
て

説
き
、
『
わ
が
よ

た
れ
ぞ
つ
ね
な

ら
む
』

の
十
一

字

は
、
是
生
滅
法

の
第
二

句
に
依
り
。
凡
べ
て
人
間
は
早
晩
死
せ
ざ

る
可
ら

ざ

る
の
運
命

を
有
す

る
も

の
な

る
こ
と

を
釈
し
、
『
う
ゐ
の

お
く
や
ま
け

ふ

こ
え
て
』
の
十
二
字

は
、
生
滅
々
已

の
第
三
句
に
依
り
、
無
常
転
変

の
浮
世

を
離
れ
て
常
住
不
変

の
大

悟
の
床

に
到

る
こ
と
を
明

に
し

、
『
あ
さ
き
ゆ

め

み
し
ゑ
ひ
も
せ
ず
』

の
十

二
字
は
、
寂
滅
為
楽
の
終
句
に
依
り

、
所
有
の
妄

想
顛
倒
を
脱
離
し
て
清
浄
寂

滅
な
る
涅
槃
の
楽
地

に
安
住
す

る
こ
と

を
示
さ

れ
た

ぞ
な
り
。
…
…

『
い
ろ

は
』
の
意
味
説
き
来
た
り
て
妙

な
り
。

日
本
国



民
百
中

の
九
十
九
人
ま
で

容
易
に
読
み
書
き

し
て
暗

誦
す
る
い
ろ
は
四
十
七

文
字

も
、
之

を
仏
学
上
に
解
釈
す

れ
ば
深

遠
微
妙
の
理
あ
る
を
見
る
可
し
。

弘
法
大
師

絶
倫
の
奇
才
、
唯
後
人

を
し
て

感
嘆
せ
し
む
る
の
み
。
」

こ
の
当

時
は
「
い
ろ
は
歌
」

が
弘
法
大

師
の
作
だ
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
の

で
、
菅
も

福
沢
も
そ
の
よ
う
に
受
け
取

っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
学
応

の
引
用

は
文

明
主
義
を
広
め
る
方
法

と
し
て

「
近

く
日
常
眼
前
の
物
に
就
て

談
話

を
試
み

、
談
笑
遊
戯
、
卑
近

の
問
答

よ
り
し
て

遂
に
深
遠
に
入
ら
し
む

る
方
便
甚

だ
多
し
」
と
言
う
。
こ
こ
で

は
方
法
論
の
比
較
を
行
う
た
め
に
。

福
沢

は
上
記

の
文

章
を
引
用

し
た
も

の
で

あ
る
が
、
彼
が
佛
教
宣
教
の
方
法

論
の
卓
越
性

に
目

を
向
け
て

い
る
だ
け

の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
佛

教

の
本
質

に
か
な
り
深

く
共

鳴
し
て

い
る
の
が

見
ら

れ
る
。
彼
は
い
わ
ぱ
佛
教

の
宣
教
法

の
功
利
性

を
論
じ

な
が
ら
佛
教

の
本
質

に
迫
り
、
さ
ら

に
そ
れ
を

超
え
て
福
沢
独
自

の
宗
教
哲
学
を
展
開
す

る
の
で

あ
る
。

「
故

に
理
屈

よ
り
云

ふ
と
き

は
、
仏

徳
美

に
し
て

大
な
り
と
雖
も
。
之

を
無

形
の
間

に
観
ず

る
の
み

に
し
て
可

な
り
、

必
ず
し
も
拝
む
に
及
ば
ず
。
…
…

無
知
無
識

の
凡

俗
世
界

を
導

く
に
は
、
深

遠
の
理
を
以
て

す
可
ら
ず
、
唯

こ

れ

に
形
を
示
す

の
一
法
あ

る
の
み
。
真
宗

の
本
尊
を
拝
む
に
、
木

像
よ
り
も

画
像
を
可
と
し

。
画

像
よ
り
も
名
号

を
貴
む

の
説
あ
り
。
金
箔
を
付
け

た
る

木
像
を
安
置
し
て

仏
徳
を
表
す

る
が
如
き

は
、
単
に
俗
眼
を
惹
く
の
方
便

の

み
。
佛
教

の
本
意

に
非
ざ

る
が
故

に
、
止
む

こ
と
な
く
ん
ば
一
歩
を
進
め
て

画
像

に
す
る
こ
そ
淡

白
な
れ
。
画
像
も
尚
形

を
存

し
て
面

白
か
ら
ざ
る
が
故

に
、
寧
ろ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
み

に
す

れ
ば
更

ら
に
美
な
り

と
の
意
味

に
し
て

、
真
実
を
云
え

ば
此
六
字
の
名
号
も
無
用
な
り
、
念
仏
も
な
く
、
寺

も
な
く
、
仏
壇
も
な
く
、
坊
主
も
な
く
、
経
文
も
な
く
、
一
切
虚
無
の
間
に

仏
徳
の
存
す
る
も
の
あ
る
可
し
。
我
輩
の
至
極
感
服
す
る
所

に
し
て
、
此
辺

に
心
を
安
ん
ず
る
は
安
心
の
高
き
も
の
な
り
と
思
へ
ど
も
、
唯
独
り
自
ら
思

ふ
の
み

、
之
を
人
に
語
り
て
真

に
会
心
す
る
者
は
、
坊
主
の
中

に
も
甚
だ
多

か
ら
ず
。
況
ん
や
滔
々
た
る
凡
俗
小
児
の
群
衆

に
於
て

を
や
。
如
来
は
金
箔

に
由
て

光
り
、
画
像
に
写
り
て
尊
く
、
名
号
に
寓
し
て
現
は
れ

、
目
に
見
て

拝
み

、
耳
に
聞
て
悦
び
、
兎

に
角
に
耳
目
直
接
の
も
の
を
尊
敬
す
る
其
敬
意

に
誘

は
れ
て

、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
仏
徳
信
心
の
一
念
も
発
起
す
可

き
の

み
。
是

即
ち
佛
教
の
本
義
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
幾
千

年
来
今
日

に
至
る
ま
で

も
木

像
画
像
名
号
な
ど
の
雑
物
を
要

す
る
所
以

に
し
て

、
畢
竟
人
生
の
品

位

尚

ほ
未
だ
上

進
せ
ざ

る
の
証

と
し
て
視

る
可

き
も

の
な
り
。
（
『
百
話
（
九
十

四
）
』）」

福
沢

は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
浄
土
真
宗
の
文
脈
を
利
用
し

な
が
ら
、
彼
独

自
の
宗
教
哲
学
を
展
開
し
て

い
る
。
上
述
の
文
脈
は
真
宗
に
近

い
が
、
実
は

真
宗
と
は
か
な
り
違
っ
て

い
る
面
を
も
含
ん
で
い
る
。
福
沢

は
仏
徳
の
存
在

は
「
一
切
虚
無
」
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
の
虚
無
の
境
地
に
真

の
安
心
立
命
が

あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
安
心
立
命
の
境
地
の
中
に
、
彼
は
彼

の
学
問
観
と

宗
教
観
と
の
間
の
対
照

的
、
対
立
的
、
両
義
的
見
地
を
統
一
的

に
含
ま
せ
て

い
る
。
こ
の
対

立
矛

盾
す
る
と
共
に
統
一
的
な
両
義
的
見
解
を
考
察
す
る
に

は
、
『
百

話
』

の
中

に
展
開
さ
れ
る
天

の
思
想
と

心
の
体
用
論
を
考
察
し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
福
沢
は
『
百
話
(
一
)
』
の
冒
頭
で
天
に
つ
い
て
次
の



よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
我
輩

に
於
て

は
唯
今
の
宇
宙
の
其
ま
Ｘ
を
観
じ
て
。
其
美
麗
、
其
広
大
、

其
構
造

の
緻
密
微

妙
な
る
、
其
約
束
の
堅
固
不
抜
な
る

に
感
心
す

る
の
み

な

ら
ず

、
之

れ
を
思
へ
ば
思
ふ
ほ
ど

い
よ
く

ま
す

く

際
限
な
く

、
唯
独
り

茫
然

と
し
て

止
む
の
み
。
」

福
沢

は
天

に
対
す
る
人
間
の
卑
小
性
と
、
天
の
無
限
性

と
の
膨

大
な
懸
隔

に
茫

然
と
し
て
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
心
境
を
語

っ
て

い
る
。

こ
の
無
限

な
る
天

に
つ
い
て
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
我

輩
は
其
神
を
知
ら
ず
、
其
如
来
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
明

に
神

と
も
如

来
と

も
明

言
す
る
を
得
ず
。
…
…
五
口
々
が
幼
少
の
時
よ
り
人

の
力

に
叶

は
ぬ
事

に

逢

へ
ば
、
天

な
り
天
道
な
り
と
言
流
し
聞
流
し
た
る
習
慣
こ
そ
あ

れ
ば
、
仮

り

に
此
天

の
字
を
用
ひ
て
宇
宙
現
在
の
有
様
を
代
表
せ

ん
と
欲
す

る
も

の
な

り
。
但
し
…
…
其
天
と
は
…
…
宇
宙
に
行
は
る
ゝ
無
量
無
辺
、
無
始
無
終
、

至

大
至
細
、
至
強
至
信
、
到
底
人
智
を
以
て
測
る
可
ら
ざ

る
不
可

思
議

の
有

様
を
、
天
の
文
字

に
託
す

る
ま
で

の
こ
と
…
…
」

さ
ら
に

『
百

話
（
六
）』

に
は
「
宇
宙
天
然

の
大
機

関
は
霊

妙
不

可
思

議

に
し
て
、
此
地
球
面

の
万

物
、
上

は
人

類
よ
り
下

は
禽
獣
草
木
土
砂
塵
埃
の

微

に
至
る
ま
で
も

其
処

を
得
ざ

る
な
し
。
…
…
然

る
に
宇
宙
の
大
機
関
は
不

可
思
議

に
出
来

た
る
も

の
に
し
て

、
特
に
之

を
造
り
た
る
も
の
あ
る
を
見
ず
。

…
…
既

に
造
物

主
あ
れ
ば
其
造
物
者
の
作

者
な
き

を
得
ず
、
又
其
作
者
の
作

者
な
き
を

得
ず

、
際
限
も
な
き

次
第
に
し
て

、
到
底
不

可
思
議
に
出
来
た
る

大
機
関
と

言
ひ

去
る
外

な
し
。
…
…
我
輩
の
所
見

を
以

て
す
れ
ば
、
…
…
天

道
は
唯
不
可
思
議

に
自
か
ら
然
る
の
み
に
し
て
、
之

を
し
て

然
ら
し
む
る
所

の
も
の
あ

る
を
証
す
可
ら
ず
」
と
言
う
。

こ
の
よ
う

な
天

を
前
に
し

た
人
間
は
「
無
智
無
力

見
る
影

も
無
き
蛆
虫
同

様

の
小
動
物

に
し
て
、
石

火
電
光
の
瞬
間

、
偶

然
こ
の

世

に
呼

吸
眠

食
し

…
…

忽
ち
消

え
て
痕
な
き

の
み
（
『
百
話
（
七
）』
）」
で

あ

る
。

そ
こ
で

天
は

人
間
が
無

知
無
力

の
存
在

で
あ
り
、
蛆
虫
同
然
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
。

こ
れ
が
福
沢

の
人

間
蛆
虫

論
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
天

は
そ
れ

自
身
と
し
て

人
間

に
了
解
不

可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
天

を
創
造
す
る
創
造
主

も
考
え
ら

れ
な
い
超
越
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
基
督
教
が
説
く
よ
う
な
人

格
神
的
存
在
で

は
な
く
「
唯

不
可
思
議
に
自
か
ら
然
る
の
み
」

で
あ
り
、
福

沢

に
と

っ
て
天

は
自

然
で

あ

っ
た
。

こ
の
よ

う
な
天

と
人
間

と
の
無
限
の
隔
た
り
を
痛
感
す
る
視
点
か
ら

「
浮

世
を
軽
く
認

め
て

人
間
万

事
を
一
時
の
戯
と
視
做
（
『
百
話
（
四
十
四
）』
）」
す

の
で

あ
る
。

人
間
万

事
を
一
時
の
戯
れ
と
み
な
す
こ
と
は
当
然
先
に
述
べ
た

彼

の
数
理

学
と
独
立
心
を
含
ん
だ
実
学
、
実
学
へ
の
人
間
的
努
力
を
戯
れ
と

み

な
す

こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
一
種

の
佛
教
的
無
常
観
に
近
い
。
こ

う
し
た
無
常
観
と
人
間
蛆
虫
論
が
「
心
の
本
体
（
十
七
）」
で
あ
り
、
い
わ
ば

真
如

実
相
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
既

成
の
佛
教
な
ら
、
上
記
の
無
常
観
か
ら

出
発

し
て
自
力
の
修
行
に
よ

っ
て
此
岸

の
世
界
を
離
脱
し
涅
槃
の
境
地
に
達

し

よ
う
と
す
る
か
、
阿
弥
陀
仏
へ
願

を
掛
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
浄
土
の
世
界

へ
往
生
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
福
沢
は
無
常
の
世
界
を
心
の
本
体

と
見

な
が
ら
、
同
時

に
人
間
の



心
の
用
ま

た
は
心

の
働
き
を
主
張
し

、
人
間

は
独

立
自
尊
を
も
っ
て
死

に
至

る
ま
で
敢
え
て
こ

の
世
の
中
を
生
き

抜
く

べ
き

だ
と

言
う
。
心
の
体
用

は
明

ら

か
に
相
互

に
矛
盾
・
対
立
し
て

い
る
。

彼
は
言
う
。

「
蓋
し
此
人
を
蛆
虫
と
し
て
軽
く
見

る
は
心
の
本
体
に
し
て

、
其
霊
妙
至

尊

を

認

る

は
心

の
働
な
り
。
能

く
く

此

処
を
区
別

し
。
扨
人
間

を
霊
妙
至

尊
の
も
の
な
り
と
決
定
す
る
上
は
。
其
位

に
相
応

す
る
丈
の
働
な
き

を
得
ず

。

（
『
百
話
（
十
七
）』
）」

福
沢
は
此
の
世
の
現
実
が
無
常
の
世
界
で

あ
り

。
人
間

は
蛆
虫
的
存
在

と

し
て
生
き
て

い
く

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
心

の
本
体

と
し
。
他
方
で
心

の
本
体

を
あ

く
ま
で
前
提

し
な
が
ら

こ
の
浮
き

世

に
生
き
て

「
本

来
無

一
物

の
安

心
」

の
内

に
生
き
抜
き
、
此
の
世

で
独
立
自
尊
の
生
活
を
営
も
う
と
す
る
。

こ
の
二
重
視
点
の
見
解
は
当
時
の
儒
者
た
ち
の
間
で
常
識
で
あ

っ
た
朱
子
学

の
体
用
論
に
類
似
し
て
い
る
。
但
し
福
沢

は
朱
子
学

の
体
を
佛
教
的
無
常
観

に
置
き
換
え
、
用
を
独
立
自
尊
の
見
解

に
置
き
換
え

た
の
で
あ
る
。
し

か
も

彼
は
こ
の
体
用
論
を
こ
の
世
的
な
視
点
と
領
域

の
中

だ
け
で
維
持
し
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
独
自
の
宗
教
哲
学
が
存
在
す

る
。

で

は
彼
は
心
の
体
用
を
ど
の
よ
う

に
統
一
さ
せ
よ

う
と

言
う
の
で
あ
ろ

う

か
。
彼
は
論
理
的
に
無
理
矢
理
統
一
さ
せ
よ

う
と

い
う
の
で

は
な

い
。
彼

は

『
百
話
（
十
）』
で

言
う
。

「
人
の
心
の
二
様
に
分
る
ゝ
所
な
れ
ど
も
、
一
心
能
く
二
様
の
働
を
為
し
て

相
戻

ら
ず

。
即
ち
其
広
大

無
辺

な
る
所
以

な
り
。
人
生
を
戯
と
認
め
な
が
ら

其
戯

を
本

気
に
勤

め
て
倦
ま
ず

、
倦
ま
ざ
る
が
故

に
能
く
社
会
の
秩
序
を
成

す

と

同

時

に

、

本
来

戯

と
認

る
が

故

に
、

大

節

に
臨

ん

で
動

く

こ
と

な

く

憂

る

こ

と

な

く

後

悔
す

る
こ

と

な

く

悲

む

こ

と

な

く

し

て

安

心
す

る
を

得

る
も

の

な

り

。
」

彼

は

表
面

的

に

は
矛

盾

と

し

か
言

い

よ
う

の

な

い

心

の
体

用

を
、

心

の
広

大

無

辺

の

故

に

そ

の
対

立
矛

盾

を

包

摂

で

き

る
と

み

な

す
。

人

間

は
本

来

こ

の

世

に

戯

れ

に

来

た
り

、
戯

れ

に
去

っ
て

い
く

蛆

虫

的

存
在

で

あ

る
と

諦

念

し

、
「
我

一

身

を

始

め
万

事

万

物

を

軽

く

視

て

熱

心

に

過

ぐ

る
こ

と

あ

る
可

ら
ず
。
生
ま
る
ゝ
は
即
ち
死
す
る
の
約
束
に
し
て
、
死
も
亦
驚
く
に
足
ら
ず

（
『
百

話
（
十
）
』
）」

と
し

て

生

死

を

超

脱

す

る

心

境

を

示

す

。

浮

き

世

の

貧

富

苦
楽

、

浮
沈

も

「
唯

是

れ

一

時

の

戯

に

し

て

。

其

時

を
過

ぐ

れ

ば

消

え

て

痕

な
き

も

の
と

知

る
可

」

き

で

あ

り

、

人

生

を

「
戯

去
又

戯

來

」

と

言

い

、

さ

ら

に

一
歩

を

進

め
て

「
戯

去

戯

來

は

去

來

無

き

に
し

か
ず

（
『
全
集

二
十

巻
』

Ｐ
．
 
４
７
５
）
」
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
一
切
虚
無
の
間
に
仏
徳
の
存
す

る
も

の

あ

る

（
『
百
話
（
九
十
四
）
』
）
」

を
強

調

し

た
見

解

で

あ

っ

た
。

そ

の

上

で

戯

れ

に
す

ぎ

な

い
人

生

を

、

心

の

働

き

と

し

て

は

敢

え
て

真

剣

に

勤

め

よ

う

と

言

う
。
「
其

霊

妙

至

尊

を

認

る

は

心

の

働

な

り

。

能

く

く

此

処

を

区

別

し

（
十
七
）
」

真

剣

に
勤

め

て

生

き

抜

く

。

こ

れ

が

蛆

虫
の

独

立

論

で

あ

っ

た
。こ

の

心

の
体

用

論

を

次

の

よ

う

に

理

解

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

今

地

球

の

両
極
を
心
の
体
と
用
の
視
点
に
た
と
え
て
み
よ
う
。
心
の
体
の
北
極
の
視
点

に

立
て

ば

、

天

と

宇

宙

は

不

可

測

で

あ

る

が

、

人
間

は
蛆

虫

と

同

様

の

動

物

と

な

り

、

心

の
用

の

南

極

の

視

点

に

立

て

ば

、

人
間

は
霊

妙

至

尊

の

存

在

と



な

る
。
人

間
の
心

は
両
極
間

を
一
瞬

に
し
て

通
過

す

る
こ

と
が
で

き
る
。

従

っ
て

南
極
の
視
点

（
心
の
用
）
に
立
つ
人
間
が
現
実
世
界
で
真

剣
に
生
き

抜

い
て

い
こ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
逃
げ
道
の
無

い
限
界

状
況

に
陥
る
こ
と

が

あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

に
直
面
す
る
と
き
、
福
沢

は
北

極
の
視
点
（
心
の

体

）
に
一
瞬
の
う
ち

に
移
り
、
本
来
こ
の
世

は
う

つ
ろ
い
易
い
虚
無
の
世
界

で

あ
る
と
観
じ
て
、
自
己
の
苦
悩
が
本
来
戯

れ
に
す

ぎ
な
い
と
軽

く
み
な
し

て

乗
り
越
え

る
。
そ

の
限
界
状
況
を
乗
り
越
え
た
後

、
再

び
一
瞬
に
し
て

南

極
の
視
点

に
立
ち
返
り
、
新

た
に
別
の
心

の
働
き

の
世
界

に
邁
進
す
る
と
言

う
わ
け
で
あ

る
。
従

っ
て
真
剣

に
人
生
を
生
き

な
が
ら
人
生
が
本
来
戯
れ
で

あ
る
と
自
覚
し
て

い
る
。
こ
こ

に
は
悩
み

は
全
く

な
い
。
こ
う
し
た
二
重

の

視

点
を
彼

は
「
根
本

の
安
心
法
」
「
無
一
物
の
安

心
」

な
ど
と
呼

ん
で

い
る
。

彼
は
「
浮
世
を
棄

る
は
即
ち
浮
世
を
活
発

に
渡

る
の
根
本

な
り
と
知
る
可
し

（
『
百
話
（
十
三
）
』）」
と
言

う
。

こ

う
し

た
悠

々
自
在
の
心
境
は
福
沢
が
明

治
二
十

八
年
の

『
百

話
』
に
お

い
て

は
じ

め
て

展
開
し
た
思
想
で

あ
る
が

、
そ
れ
は
佛
教
的
無
常
観
と
独
立

自
尊
す

な
わ
ち
広
義
の
実
学
と
い
う
両
義

的
見
地
を
根
本
の
安
心
法
の
中
に

統
一

的
に
収
斂
さ
せ
、
科
学
万
能
を
信
じ

つ
つ
し
か
も
こ
う
し
た
学
問
を
含

め
た
人
生
を
戯
れ
と
知
り
な
が
ら
、
戯
れ
を
真
剣

に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
も

の
で

あ
っ
た
。
二
十
一
世

紀
を
展
望
し
て

、
上
記
の
福
沢
諭
吉
の
宗
教
と
学

問

の
両
義
的
思
想
は
依
然
と
し
て

日
本
人
の
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
の
意
味

を
持

つ
も
の
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
私

は
心
の
中

に
福
沢
思
想
に
共
鳴
す
る
部
分
を
多
分
に
持
ち
な
が
ら
、
し

か
も
こ
れ
を
批

判
す

る
見
地

を
持
た
ざ
る
を
得

な
い
が
、
こ
れ

は
私
自
身
の
思

想
の
中
の
両
　
　
3
6

義
的
問
題
と
し
て
い
ず

れ
機
会
を
得
て
問
題
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

（
こ
い
ず
み

・
た
か
し
、
近
代
日
本
思
想
史
・
比
較
思
想
、

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
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