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南
方
熊
楠
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

科
学
思
想
と
密
教
的
世
界
観
の
統
合

は

じ

め

に

南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
―
一
九
四
一
年
）
は
、
科
学
と
宗
教
を
ひ
と
つ
の
世

界
観

の
う
ち
に
統

合
し
よ

う
と
し

た
稀

有
な
思
想
家
で

あ
る
。

だ
が

、
南
方

思
想

の
両

輪
と
も

い
え

る
科
学
観

と
宗

教
的
世
界

観
は
、
つ
ね

に
調
和

的
な

関
係
を
取
り
結

ん
で

い
た
わ
け
で

は
な
い
。
両

者
は
絶
え
ず

、
南
方

の
内

的

世
界

に
お
い
て
対
峙
し
、
緊
張
関

係
に
あ
っ
た
。
本
稿

は
。
南
方
が
科

学
と

宗
教
的
世
界
を
ど

の
よ
う

に
関
係

づ
け

た
か
を
み

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
南

方

思
想
の
本
質
を

考
察
す

る
。

南
方

の
思
想
的
展
開
は
、
彼
の
友
人
で

あ
る
真

言
宗

の
僧
、
土
宜
法
竜

に

宛
て
た
書
簡
の
な

か
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
南
方
と
法
竜

は
、
明
治
二

六

（
一
八
九
三
）
年
一
〇

月
か
ら

の
五

か
月
間
と
、
南
方
が
帰

国
し
た
後

の
明
治

三
六
（
一
九
〇
三
）
年
か
ら
明

治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
に
か
け
て
、

膨
大
な

千
　
田
　
智
　
子

量
の
書
簡
を
往
復
さ
せ
た
。

科
学
に
対

し
て
消
極

的
、
む
し

ろ
批
判
的

な
態
度
を
と
る
法

竜
に
向
け
て
、

南
方
は
言
う
。
「
仁
者

い
た
ず

ら
に
心
内

の
妙

味
の
み
を
説

い
て
、
科
学
の

大
功
用

。
大
利
則
あ

る
を
捨

つ
る
は
、

は
な

は
だ
小
生
と
見
解

を
異

に
す
」

（
『
全
集
』
第
七
巻
、
一
五
三
頁
）
。
南
方
は
、
宗
教
が
心
の
中
の
事
柄
だ
け
に
こ

だ
わ

っ
て

科
学
を
切
り
捨
て

る
の
を
、
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
て

い
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
科
学
が
解
き
明

か
そ
う
と
す
る
原
理
的
な
部
分
と

、
教
義
が
矛

盾
す

る
よ
う
な
ら
、
そ
の
宗

教
は
駄
目
だ
と
さ
え
言
う
。

こ
の
よ
う
な
南
方
の
姿
勢

か
ら
、
南
方
の
科
学
と
宗
教
に
た
い
す
る
基
本

的

な
ス
タ
ン
ス
が
導
き
出
せ

る
。
科
学
と
宗
教
は
、
一
見
共
通
点
が
な

い
よ

う

に
見
え

る
。
だ
が
。
自
然

に
対
す
る
人
間
の
理
解

の
か
た
ち
と
い
う
点
に

お

い
て
、
両
者
は
同
じ
な
の
だ
と
南
方
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
南

方

は
、
科
学
と
宗
教
を
同
じ
世
界
観
の
う
ち
に
両

立
し
て
捉
え
て
い
る
。
モ



の

と

き

彼

の

思

想

に

お

い

て

重

要

な

意

味

を

も

っ
て

あ

ら

わ

れ

る

の

が

、

「
事

の
学

」

で

あ

る

。

「

事

の
学

」

か
ら

「
南

方

曼

陀

羅
」

へ
と

至

る
南

方

の

思

想

展

開

は

、

科

学

と
宗

教

と

の
統

合

と

い

う

点

に

照

ら
し

て

非
常

に

興
味

深

い

素

材

で

あ

り

、

本

稿

は

そ

の

観

点

か
ら

、

南

方

の

思

想

の

基
盤

と

な

る

「
事

の

学

」

を

軸

と

し

て

考
察

を

進

め

て

ゆ

く

。

南

方

の
思

想

的
側

面

に

関

し

て

は

す

で

に

、

南

方
の
自
然
観
と
宗
教
観
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
芳
賀
（
一
九
九
五
年
）
、
南

方
の
青
年
時
代
の
思
想
の
跡
を
精
緻
に
分
析
し
た
松
居
（
一
九
九
一
年
）
ヽ
さ

ら

に

南

方

思

想

を

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
と

の

関

連

に

お

い

て

と

ら

え

た

三

村

（
一
九
九
七
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
と

く

に
、

南

方

思

想

に
内

在

す

る

宗

教
と

科

学

の
緊

張

関

係

と

統

合

と

い

う

側

面

を
照

射

す

る

こ

と

を

目

指

し

た

。

一
　

進

化

論

を

め

ぐ

っ

て

一

八

五

七

年

、

ダ

ー

ウ

ィ

ン
が

『
種

の

起

源

』

に
よ

っ
て

あ

ら

わ
し

た
理

論

は
、

生

物

学

の

み

な

ら

ず

、

さ

ま

ざ

ま

な

学

問

分

野

に

と

っ

て

衝

撃

で

あ

っ
た

。

そ

の

影

響

は

、

一

九

世

紀

後

半

の

学

問

界

に

広

く

及

び

、

南

方

も

ア

メ
リ

カ

時

代

の

青

年

期

に
ダ

ー

ウ

ィ
ン

の

著

作

を

英

書

で

読

破

し

、

多

い

に

触
発

さ

れ

た

。

だ

が

、

ダ

ー

ウ

ィ

ン
と

並

ん

で

、

あ

る

い
は

そ

れ

以

上

に

彼

が

強

く

支

持

し

た

人

物

が

あ

っ

た
。

そ

れ

は

、

当

時

の

欧

米

の

思

想

界

の

り
Ｉ

ダ

ー

的

存

在

で

あ

っ

た

ハ
ー

バ

ー

ト

・

ス

ペ

ン

サ

ー
で

あ

る
。

ス
ペ

ン

サ

ー
は

、
「
進

化

」
（
ｅ
ｖ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

と

い

う

概

念

を

、

単

純

な

も

の

が

順

次

複
雑

な
も

の
に
変
化

す
る
こ
と
だ
と
捉
え
、
地
球
、
生
命
、
さ
ら

に
は
社
会

の
現
象
全
般

に
お
け

る
普
遍
的
法
則
と
し
て

「
進
化
」

を
据
え

る
こ
と
で
、

総
合
的

な
哲

学
体

系
を
つ
く
り
あ
げ
た
。

ロ
ン
ド
ン
に
渡

っ
た
当
初
の
南
方
は
依
然

ス
ペ
ン
サ
ー
を

つ
よ
く
敬
愛
し

て
い
た
。
だ
が
八
年
の
ロ
ン
ド
ン
生
活
の
あ
い
だ
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
対
す

る
彼

の
姿
勢

は
一
変
す
る
。

「
史

を
案
ず

る
に
、
心
性
上

の
開
化
は
物
形

上
の
開
化

と
は
大

い
に
違
い
、

一
盛

一
衰

一
盛
一
衰
す
る
が
、
決
し
て
今
の
も
の
が
昔
に
ま

さ
れ
り
と
い
い

が

た
し
。
反

っ
て
昔
の
方
が
今
よ
り
ま
さ
れ
り
、
と
い
え
り
。
こ
れ
は
仁
者

の
言

に
良
く
似
て

い
て
、
科
学
上
の
証
も
挙
げ
た
な
り

。
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス

ペ
ン
セ
ル
な
ど
、
何
ご
と
も
進
化
進
化
と
い
う
て
、
宗

教
も
昔
よ
り
今
の
方

が
進

ん
だ
よ
う
な
こ
と

い
え

ど
、
受
け

取
り
が

た
し
。
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、

二
一
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
と
く
に
宗

教
の
進
化
に
関
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論

に
対

し
て
、
南
方
は
強
い
違
和
感
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
る
。
進
化
の
法
則

か
ら

事
象
の
一
切
を
演
繹
的
に
説
明
づ
け
る
、
ス
ペ
ン

サ
ー
の
強
力

な
哲
学
的
思

考
力
に
、
南
方
は
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
理
論
構
築
の
強
固
さ
を

可
能
に
し
て
い
る
、
世
界
の
一
元
的
把
握
へ
の
疑
い
が
次
第
に
膨
ら
ん
で

い

っ
た
。
南
方
の

ロ
ン
ド
ン
時
代

は
、
進
化
論
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
ス

ペ
ン

サ
ー
へ
の
熱
狂
的
支
持
か
ら
批
判
へ
の
変
遷
で
あ

っ
た
。

「
世
界
と
い
う
こ
と
、
そ
の
開
化
の
一
盛
一
衰
は
、
到
底
夢
の
よ
う
な
も
の

に
て
、
進
化
と
思
う
う
ち
に
退
化
あ
り
、
退
化
す
る
う
ち
に
も
進
歩
あ
る
な



り
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
ニ
一
七
頁
）
。
ロ
ン
ド
ン
時
代
後
半
の
書
簡
の
数
か
所

に
、
こ
の
種
の
記
述
を
確

認
す

る
こ

と
が
で
き

る
。

南
方

の
思
想

は
、
「
実

は
進
化
な
ら
で

進
退
化

論
な
り
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
二
三
頁
）
と
い
う

方

向

へ
と
歩
み
を
は
じ
め
る
。
こ
う
し
て

ス
ペ
ン
サ
ー
理
論

か
ら
離

脱
し

よ
う

と
す
る
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
、
「
事

の
学
」
が
語
ら
れ

る
。

二

「
事

の

学
」

の

誕

生

－

多
元
的

な
世
界
記
述

へ
の
模
索

「
事
」
と

い
う
概
念

に
関
す
る
記
述

は
、
南
方
の
思
考
の
特
徴
を
端
的

に
現

し
て

い
る
。
彼

に
と

っ
て
、
「
事
」

と
は

「
心
」
と

「
物
」

が
合

い
交
わ

る

こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
出

来
事
の

一
切

を
指
す
。
「
今
、

心
が
そ

の
望
欲

を

も
て
手
を
つ
か
い
物
を
動

か
し
、
火
を
焚

い
て
体
を
暖
む
る
ご
と
き
よ
り
、

石
を
築

い
て
長
城
と
な
し
、
木
を
け
ず
り
て
大
堂
を
建
つ
る
ご
と
き

は
、

心

界
が
物
界
と
雑
り
て
初

め
て
生
ず

る
は
た
ら
き
な
り
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
一

四
五
－

一
四
六
頁
）。
こ

の
よ
う

に
「
心
」

的
な
要
素

と

「
物
」
的

な
要
素

が

接
触
し
て
生
ま
れ

る
は
た
ら
き
を

、
「
事
」
と
呼
ぶ
の
で
あ

る
。

「
心
界
」
と
「
物
界
」
そ
れ
ぞ
れ
が
も

つ

法
則

の
異
質
性
が
ぶ
つ

か
り
あ

う
と
こ
ろ

に
、
「
事
」

と
い
う
概
念

の
重
要

性

が

あ

る
。
「
こ

の
物
心
両
界

が
事
を

結
成

し
て

の
ち
初

め
て
そ
の
果
を
心

に
感
じ
、
し

た

が
っ
て

そ
の
感
じ
が
ま

た
後

々
の
事

（
心

が
物

に
接
し

て
作
用

を
現
出
す

る
こ
と
）

の
因

と
な

る
な
り
」
（
『
全
集
』
第

七
巻
、
一
四
七
頁
）。
「
心
」

が
「
物
」

と
交
わ
り
、
「
事
」
を
つ

く
り

、
そ
の

「
事
」

が
ま

た

「
心
」

や

「
物
」

に
出
会

う
こ
と

に
よ

っ
て
、

あ
ら

た

に

「
事
」
が
生
ま
れ

る
。
世
界

に
現

象
す
る
す
べ
て
の
出

来
事

は
、
こ

の
よ
う

な
無
限
の
連
鎖

に
よ

っ
て

つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
考
え
る
そ
の

よ
う
な
因
果
の
連
鎖

は
、
決
し
て
単
線
的
な
も
の
で

は
な

い
。
そ
れ
は
、
重

層
的

に
絡
み
合

っ
て
多
様
な
出
来
事
を
産
出
す

る
よ
う
な
連
鎖
関
係
で
あ
る
。

「
事
」
に
端
的
に
し

め
さ
れ

る
彼
独
自
の
思

想
展
開

は
、
南
方
が
培

っ
て
き

た
東
洋
的
世
界
観
と
、
西
洋
で
受
容
し
た
科
学
思
想
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な

か
で
生
ま
れ
た
。
南
方
は
彼
独
自
の
方
法
で

、
多
元
的
・
重
層
的
な
世
界
の

記
述
を
こ
の
と
き
す
で
に
始

め
て
い
た
。

そ
れ
は
、
南
方
熊
楠
と
い
う
ユ
ニ

ー

ク
な
知
性
の
目
覚
め
で
も
あ

っ
た
。

三

「
事

の

条

理
」

進
化
論
は
西
洋

に
お
い
て
万
物
の
創
造
主
た
る
神

に
根
源
的
な
懐
疑
を
投

げ

か
け
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
南
方

は
、
科
学
の
眼
に
よ

っ
て
明

ら

か
に
さ
れ
た
生
命
の
流
れ

を
、
真
言
密
教
的
世
界
観
で
も
う
一
度
と
ら
え

返
す
。
こ
こ

に
、
南
方
熊
楠
と

い
う
思
想
家
の
特
異

な
点
が
あ
る
。
南
方
が

用

い
る
進
化

（
同
時

に
進
退
化
）
と
い
う
概
念

は
、
種
の
多
様
な
分
岐
、
流

動
的
で
多
元
的
な
生
命
の
展
開
を
想
定
し
て
い
る
ダ

ー
ウ

ィ
ン
と
重
な
る
部

分
も
多
い
。
だ
が
、
南
方

は
そ
の
よ
う
な
生
命
の
変
化
の
流
れ
を
、
大
日
如

来

に
支
え
ら
れ
る
世
界
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
て

い
た
。



「

こ

の

心

界

が

物

界

と

ま

じ

わ

り

て

生

ず

る

事

（

中

略

）

と

い

う

事

に

は

そ

れ

ぞ

れ

因

果

の

あ

る

こ

と

と

知

ら

る

。

そ

の

事

の

条

理

を

知

り

た

き

こ

と

な

り

。

」

（
『

全

集

』

第

七

巻

。

一

四

六

頁

）

南

方

は

、

人

の

心

や

行

為

と

自

然

界

の

法

則

が

交

差

し

、

互

い

に

ま

じ

わ

る

と

こ

ろ

を

注

視

し

て

い

る

。

そ

の

相

互

を

横

断

す

る

、

何

ら

か

の

力

の

存

在

に

彼

は

目

を

向

け

て

い

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

「

心

界

」

と

「

物

界

」

が

ま

じ

わ

る

と

こ

ろ

に

は

「

因

果

」

と

い

う

、

た

い

へ

ん

重

要

な

は

た

ら

き

が

潜

ん

で

い

る

。

そ

れ

を

南

方

は

「

事

の

条

理

」

と

呼

ぶ

わ

け

で

あ

る

。

彼

は

、

そ

こ

で

言

う

「

因

果

」

を

、

縁

と

起

と

い

う

概

念

と

関

連

づ

げ

て

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。

「

因

は

そ

れ

な

く

し

て

は

果

が

お

こ

ら

ず

。

ま

た

因

果

な

れ

ば

そ

れ

に

伴

っ

て

果

も

異

な

る

も

の

、

縁

は

一

因

果

の

継

続

中

に

他

因

果

の

継

続

が

竄

入

し

来

た

る

も

の

、

そ

れ

が

多

少

の

影

響

を

加

う

る

と

き

は

起

（

甲

図

。

熊

楠

、

那

智

山

に

の

ぼ

り

小

学

校

教

員

に

あ

う

。

別

に

何

の

こ

と

も

な

き

と

き

は

縁

。

）

（

乙

図

。

そ

の

人

と

話

し

て

古

え

撃

剣

の

師

匠

た

り

し

人

の

聟

と

き

き

、

明

日

尋

ぬ

る

と

き

は

右

の

縁

が

起

。

）

」

（

図

２

参

照

）

（
『

全

集

』

第

七

巻

、

三

九

一

頁

）

南

方

の

考

え

で

は

、

因

果

の

継

続

は

仏

教

世

界

を

成

す

力

の

連

鎖

の

基

本

形

で
あ
り
、
必
然
性
で
あ
る
。
ま
た

「
縁
」
は
「
一
因
果

の
継
続
中
に
他
因

果
の
継
続

が
竄

入
し
来

た
る
も
の
」
と
し
て

説
明
さ
れ
、
あ

る
因
果

の
継

続
が
、
異
な
る
因

果
の
継

続
と
交
差
す

る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
「
故

に
わ

れ
わ
れ
は
諸
多
の
因

果
を
こ

の
身

に
継
続
し
お
る
。
縁
に
至
り
て
は
一
瞬
に

無
数

に
あ
う
。
そ
れ
が

心
の
と

め
よ
う
、
体
に
ふ
れ
よ

う
で
事

を
お

こ
し

（
起
）
、
そ
れ
よ
り
今
ま
で

続
け
て
来

た
れ
る
因
果
の
行
動
が
。
軌
道
を

は
ず

れ
ゆ
き
、
ま
た
は
ず
れ
た
物
が
、
軌
道

に
復
し

ゆ
く
な
り
。」
（
『
全
集
』
第
七

巻
、
三
九
一
頁
）
南

方

の

い
う

「
事
」

に
注

目

し

て

み

る
と
、
「
縁
」

は

「
事
」
を
生
じ
る
か
ど
う
か
で
、
「
起
」
と
な

っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
縁
」

は
ま
た
、
「
物
」
や
「
心
」
と

の
接
触
の
し
よ

う
に
よ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
事
」
を
生
じ
、
世
界
を
形
成
し
て
い
る
、
と

南
方

は
言
う
の
で
あ
る
。

「
故

に
、
今
日
の
科
学
、
因
果

は
分

か
る
が

（
も
し
く
は
分

か
る
見
込
み
が

あ

る
が
）
、
縁
が
分
か
ら
ぬ
。

こ
の
縁

を
研
究
す

る
が
わ
れ
わ
れ
の
任
な
り
。

し

か
し
て
、
縁

は
因
果
と
因

果
の
錯
綜
し
て

生
ず
る
も
の
な
れ
ば
、
諸
因
果

総
体

の
一
層
上
の
因
果
を
求
む
る
が
わ
れ

わ
れ
の
任
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
七

巻
、
三
九
二
頁
）
す

な
わ
ち
因
果

の
法

則

は
、
今

日
の
科
学
で
解
き
明

か
す

可
能
性
が
あ

る
が
、
縁
と
起
が
分

か
ら

な
い
。
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
科

学
そ

の
も

の
を
俯
瞰
す
る
視
点
が

必
要
で

あ
り
、
大
日
如
来
を
中
心
と
す
る

密
教

的
世
界
が
そ
れ
を
与
え
る
、
と
彼
は
考
え

た
。
端
的
に
南
方
の
科
学
観

を
示
し
て

い
る
の

は
、
次
の

よ
う
な
言
葉
で

あ
る
。
「
科
学
と
い
う
も
、
実

は
予

を
も

っ
て
知
れ
ば
、
真
言
の
僅
少

の
一
部
に
過
ぎ
ず
。
」
（
『
全
集
』
三
七



二
頁
）
こ
こ
で

南
方

は
、
科
学
が
解
き
明

か
す
こ
と

が
で
き

る
の

は
世
界

の

ご
く
一
部

に
す

ぎ
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
と
き
同
時
に
。
彼
は

科
学
の
可

能
性

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
世
界

の
一
部
な
り
と
も
、
科
学

は
解
き
明

か
す

こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と

。

四
　

科

学

と

「
小

生

の

曼
陀

羅

」

南
方

は
帰
国
す

る
と
、
那
智

の
山
奥

に
引
き
籠

も
り
、
一
時
中
断
し
て
い

た
法

竜
と

の
書
簡
往

復
も
再
開

さ
れ
た
。
そ

の
な

か
で
、
南

方

は
つ
い

に

「
小
生

の
曼
陀
羅
」

に
つ
い
て
語
り
始

め
る
。

「
こ
こ
に
一
言
す
。
不
思
議
と
い
う
こ
と
あ
り
。
事
不
思
議
あ
り
。
物
不
思

議

あ
り

。
心
不

思
議
あ
り
。

理
不
思
議

あ
り
。
大
日

如
来

の
大

不
思

議
あ

り
。
」
（
『
全
集
』
三
六
四
頁
）

「
大
日
如
来
」
と

い
う
言
葉
自
体

は
。
真
言
密
教
と

い
う
宗
教

の
な
か
に
あ

る
が
、
南
方

に
と

っ
て

そ
れ
は
宗
教
世
界

の
な

か
だ
け
で
通
用
す

る
も

の
で

は
な
い
。

南
方

は
こ
の
曼
陀
羅

に
つ
い
て

「
科
学

を
基
と

し
て

立
て

た
論
」

（『
全
集
』
第
七
巻
。
三
二
六
頁
）
と
語

る
。

狭
義
の
宗

教
で
も

な
く
、
狭
義

の

科
学
で
も

な
い
と
こ
ろ

か
ら
、
世
界
を
記
述
す

る
道

を
彼

は
模
索

し
て

い
た
。

「
さ
て
物
心

事
の
上

に
理
不

思
議
が

あ
る
。
（
中
略
）
こ

れ
ら

の
諸
不

思
議

は
、
不
思

議
と

称
す
る
も
の
の
、
大

い
に
大
日
如

来
の
大
不
思
議

と
異

に
し

て
、
法
則

だ
に
立
た
ん
に
は
、
必
ず
人
智

に
て
知
り

う
る
も
の
と
思
考
す
。
」

（『
全
集
』
第
七
巻
。
三
六
五
頁
）
物
不

思
議

・
心
不
思
議

・
事
不
思

議
と

い
う

三

つ
の
要
素
を
ひ

と
ま
ず

は
同
列

に
並
べ
て
、
そ

の
上
位

に
理
不
思
議
が
位

置
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

大
日
如
来
の
大
不
思
議
と

は
、

そ
れ
ら
三
要
素
を
包
括
す

る
理

不
思
議
を
、
さ
ら
に
包
括
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
さ
て
妙
な
こ
と
は
、
こ

の
世

間
宇
宙
は
。
天

は
理
な
り
と
い

え

る

ご
と

く

（
理

は
す

じ

み

ち
）
、
図
の
ご
と
く
（
括
弧
内
省

略
）、

前
後

左
右

上
下

、

い
ず

れ
の
方
よ
り
も
事

理
が
透
徹
し

て
、
こ
の
宇
宙

を
成
す
。
そ
の

数
無
尽
な
り

。
故

に
ど
こ
一
つ
と
り
て
も
、
そ
れ
を
敷
衍
追
求
す
る
と
き
は
、

い
か
な
る
こ

と
を
も

見
出
し
、
い
か
な
る
こ
と
を
も
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ

て

お
る
。
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
。
三
六
五
頁
）

さ
ら

に
、
こ
の
図

に
記

さ
れ
、
記
号
を
あ
て
が
わ
れ
た
各
点
に
つ

い
て
、

南
方

は
説
明

を
加
え
て

い
く
。

「

そ
の
捗
り

に
難
易
あ
る
は
、
図
中

（
イ
）
の
ご
と
き
は
、
諸
事
理
の
萃
点

ゆ
え

、
そ
れ

を
と
る
と
、

い
ろ
い
ろ
の
理
を
見
出
す
に
易
く
し
て

は
や
い
。

（
ロ
)
の
ご
と
き
は
、
（
チ
）
（
リ
）
の
二
点
へ
達
し
て
、
初
め
て
事
理
を
見

出
す

の
途

に
着
く
。

そ
れ
ま
で
は
ま
ず
は
無
用
の
も
の
な
れ
ば

、
要
用
の
み

に
汲

々
た
る
人
間

に
は
ち

ょ
っ
と
考
え
及
ば
ぬ
。
（

二
）

ま
た
然
り
。
（

ハ
）



ご
と
き

は
、
さ
し
て
要
用
な
ら

ぬ
こ
と
な
が
ら
、

二
理
の
会
萃
せ
る
と
こ
ろ

ゆ
え
、
人

の
気

に
つ
き
や
す

い
。
（
ホ
）
ま

た
然
り
。
」
（『
全
集
』
第
七
巻
、
三

六
五
－

三
六
六
頁
）

多
く
の
理
が
交
差
す
る
点
か
ら
も
の
ご
と
を
見
る
と
、
そ
こ
に
関
連
す
る

現
象
の
成
り
立
ち
が
い

ち
ど
に
理
解

で
き
る
。
（
イ
）

は
、

そ
の
最

た
る
も

の
で
、
こ
の
よ
う
な
点
を
つ
か
む
と
、
世
界
全
体
の
成
り
立
ち
を
理
解
す
る

の

に
、
た
い
へ
ん
助
け

に
な
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
の

は
お
お
む
ね
図
の
中
心
、
つ
ま
り
線
が
も

っ
と
も
複
雑
に
書
き

込
ま
れ
た
あ

た
り
に
位
置
し
て
い
る
。
線
が
混
雑
し
た
と
こ
ろ
は
、
人
の
世
界

に
近

く
、

人
の
必
要

に
関

係
す

る
頻

度
が

高
い
の
で
、
そ
の
理
を
人
が
発
見

し
や
す

い
。

ま
た
、
線

が
交

わ
っ
て

い
る
と
こ

ろ
は
、
複
数

の
理
が
交
差
す

る
と
こ

ろ
な

の
で
、
人

の
目

に
と
ま
り
や
す

い
。
逆

に
。
そ
う
し

た
人
間
の
必
要

か
ら

遠

い
理
は
、
な
か
な
か
人

は
見
出
す

こ
と

は
で
き

な
い
。
そ

の
可
知
と
不
可

知

の
境
界

に
あ
た
る
の
が
、

つ
ぎ

に
述
べ
ら

れ
る
（
ヌ
）
で
あ

る
。
「
（
へ
）

こ

と
に
（
卜
）

ご
と
き

は
、
（
人

間
を
図

中
の
中
心

に
立
つ
と
し

て
）

人
間

に

遠
く
、
ま

た
他
の
事
理
と

の
関
係

ま
こ
と

に
薄

い
か
ら
、
容
易

に
気
づ

か
ぬ
。

（
中
略
）
（
ヌ
）
ご
と
き

に
至

り
て
は
、
人
間

の
今
日

の
推

理
の
及

ぶ
べ
き

事

理
の

一
切
の

境
の
中

で
、
（
こ

の
図

に
現

ず

る
を
左

様
の

も
の

と

し
て
）

（
オ
）
（
ワ
）
の

二
点
で

か
す
か

に
触

れ
お
る

の
み
。」
（
『
全
集
』
第
七
巻
。
三

六
六
頁
）

最
後
に

（
ヌ
）
と
の
関

連
の
も

と
に
、
（
ル
）
と

い
う
、

南
方
の

科
学
観

と
、
世
界
の
見
え
方
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
一
線
に
突
き
当
た
る
。
こ
れ

が
、
人
間
が
見
出
し
理
由
づ
け
る
世
界

の
限
界
を
示

す
と
同

時
に
、
人

智
に

よ

っ
て

知
る
こ
と

の
で
き

る
世

界
の
可
能
性
を
示
し

て

い
る
の
で

あ

る
。

「
（
ル
）
ご
と

き
は
、
あ

た
か
も
天
文
学
上

あ
る
大
彗
星

の
軌

道
の

ご
と
く

（
中
略
）
わ
ず

か
に
（
オ
）
（
ワ
）
の
二
点
を

仲
媒
と

し
て
（
中
略
）
ど

う
や

ら
（
ル
）

な
る
事
理
が
あ
り
そ
う
に
思

わ
る
と
い
う
ぐ

ら
い
の
こ
と
を

想
像

し
う
る
な
り
。」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
三
六
六
頁
）

（
ル
）
は
い
ま
の
と
こ
ろ
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら

、
不
可
知
で
あ

る
。

だ
が
、
科
学
を
真
言
の
な
か
で

ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
考
え

る
南
方

に
あ
っ
て

は
、

不
可

知
が

、
可

知
に
な
る
と

い
う
こ
と
も
潜
在
的
に
は
可
能
な

の
だ
と
考
え

ら

れ
る
。

た
し
か

に
（
ル
）

を
知
る
こ
と

は
難
し

い
が
、
（
ヌ
）
と

（
ル
）

と

の
あ

い
だ

に
絶
対

的
な
違

い
は
な
い
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
南
方
は
言
う
。

「
さ
て
す

べ
て
画

に
あ
ら

わ
れ
し
外

に
何
が
あ
る
か
、
そ
れ
こ

そ
、
大

日
、

本
体

の
大
不
思
議

な
り
。
」
（「
全
集
」
第
七
巻
、
三
六
六
頁
）

お

わ
り

に

―
科
学
と
宗
教
に
た
い
す
る
第
三
の
視
点
へ

近
代
的
知
性
の
あ
り
方
を
知

っ
て
し
ま
っ
た
南
方
は
、
宗
教
的
世
界

観
の

な

か
だ
け
で
充
足
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
南
方
に
と

っ
て
、
科
学
に

対
す

る
批
判
と
希
望

は
、
つ
ね
に
宗
教
に
対
す

る
批
判
と
希
望
と
パ
ラ
レ
ル

な
関
係
に
あ
る
。
彼

は
「
物
界
」
に
閉
じ
こ
も

る
科
学
を
批
判

し
、
「
心
界
」

に
引

き
こ
も
る
宗
教
を
否
定
す
る
。
一
方
、
あ
る
べ
き
宗
教
は
、
あ

る
べ
き

科
学
は
、
と
い
う
問
い
か
け

に
お
い
て

、
宗
教
と
科
学
は
交

差
す

る
の
で
あ



る

。

そ

の

交

差

す

る
点

に

「
大

日

如

来

の

大

不

思

議

」

が

あ

る
。

心

界

や

物

界

を

包

摂

す

る

世

界

全

体

を

記

述

す

る
術

を

、

南

方

は
密

教

的

世

界

観

に
見

出

し

た
。

世

界

を

貫

く

理

不

思

議

を

見

極

め

な
け

れ

ば

「
事

の

条

理

」

を

説

明

す

る
こ

と

は
で

き

な

い
。

理

不

思

議

の
果

て

に
彼

は

「
大

日

如

来

」

を

見

た

の
で

あ

る
。

だ

が

こ

こ

で

注
意

す

べ
き

は

、
彼

の
曼

陀

羅

で

は

、

大

日

如
来

の
下

位

に
科

学

が

包

摂

さ

れ
て

い

る
け

れ

ど
も

、

同

時

に

そ

の

曼

陀

羅

は

「

科

学
を

元

と

し

て

」

描

か

れ

た

も

の

だ

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

南

方

の
思

想

は

、

密
教

的

世

界

観

に
支

え

ら

れ

な

が
ら

も

、

他
方

で

そ

の

密

教

的

世
界

を

科

学

に

よ

っ
て

解

析

し

よ

う

と
す

る

姿
勢

に

貫

か
れ

て

い

る

。

そ

の

よ

う

な
互

い

に
矛

盾

し

、

対

立
す

る

姿
勢

を

南

方

は

併

せ
も

っ
て

い

た

。

そ

う
し

た

緊
張

関

係

に

よ

っ
て

の
み

可

能

と

な

る

、

科

学

と
宗

教

に

た

い
す

る
第

三

の

視

点

を

彼

は
獲

得

し

て

い

た

と

い
え

る

。

そ

の

意
味

で

南
方

の
思

想

は

、

彼

の

科

学

観

と

密

教
的

世
界

観

と

の

絶

え

ざ

る

緊

張

関

係

に

お

い

て

、

発

展

し

て

き

た

の

で

あ

る

。

（
１
）
　
南
方

の
テ

キ
ス
ト
及
び
図

は
、
『
南
方

熊
楠
全

集
』
（
平
凡

社
、
一

九
七

二

年
）

よ
り
引
用
し
た
。

（
２

）
　
芳
賀
直
哉
「
熊
楠
の
自
然
－

南
方
熊
楠
の
自
然
観
、
宗
教
観
に
つ
い
て
」

『
宗
教
研

究
』
（
日
本
宗
教
学
会
）
六
九

（
一
）
一
九
九
五
年
六
月
、
一
五
七
－

一
七
五
頁
。

（
３
）
　
松
居
竜
五

『
南
方
熊
楠
　

一
切
智
の

夢
』
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
。

ほ
か
に
松
居
編

『
南
方
熊
楠

を
知

る
事

典
』
（
講
談

社
、
一
九
九
三

年
）

が
あ

る
。

（
４
）
　
三
村
秦
臣
「
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
南
方
熊
楠
卜

森
の
中
で
生
ま
れ
た
二
つ

の
思
想
」
『
比
較
思

想
研
究
』
（
比
較
思
想
学
会
）
二
四
、
一
九
九
七
年
、
五

九

－

六
四
頁
。

（
５
）
　
南
方
の
思
想
を
、
明
治
政
府

に
よ

る
国
土
再
編
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
た
も

の
と
し
て
、
千
田
智
子

「
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
と
国
土
空
間
再
編
の
論
理
」

千
葉

大
学
編

『
生
命
・
環
境

・
科
学
技
術
倫

理
研

究
』
（
二
〇
〇
〇

年
）

を
參

照
さ
れ

た
い
。

（
せ

ん

だ

・

と

も

こ

、

環
境

倫

理

、

東

京
工

業

大
学

大

学

院

）
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