
〈
研

究

論
文

２

〉

文
明
の
秋
の
思
想
家

た
ち

一
　

序

歴
史
的

に
も
地
域
的

に
も
運

命
を
共

有
す
る
社
會

を
、
そ
こ
に
一
貫

し
た

文
化
を
も
っ
共
同

體
的
世

界
ま
た
は
諸
文
明
と
し
て
比

較
し
な
が
ら
概
観
す

る
と
、
そ

こ
に
は
開
化

、
達
成
、
爛
熟
、
衰
退
と
進
展
す
る
諸
段
階
が
認
め

ら
れ
る
。

開
化

期
は
試
行

錯
誤
の
時
期
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
衰
退
し
た
先

行
文
明

に
替
は
る
新
政
權
の
樹
立
に
至
る
抗
争
と
政
權
交
代
と
が
連
續
し
、

や
が
て

第
二
期
に
安
定
し
た
国
土
が
達
成
さ
れ
、
古
典
期
を
迎
へ
る
。
そ
の

絶
頂

を
過
ぎ
る
と
、
こ
れ
ま
で

に
達
成
さ
れ
た
第
二
期
の
力
量

に
匹
敵
す
る

大
麦
革
の
性
質

を
帯
び
た
支
配
者
階
級
の
交
替
が
あ
っ
て
第
三
期
を
迎
へ
る

が
、
そ
の
文
化
的
な
基
盤
は
継
承
さ
れ
熟
成
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
後

は

蓄
積
さ
れ
た
財
産
の
食
ひ
っ
ぶ
し
と
な
り
、
豊
富
な
知
識
と
器
用
な
技
術
を

進
歩
さ
せ
て
は
ゐ
て
も
、
こ
の
共
同
體

の
運
命
は
、
次
の
文
明
へ
の
芽
を
残

島
　

田
　

外
志
夫

し
な
が
ら
、
活
力
が
衰
退
し
、
次
の
新
文
明

に
席
を
譲
る
。

こ
の
や
う
な
撥
條
式
圓
環
と
な
る
段
階
歴

に
沿
っ
て
思
想
史
を
比
較
し
て

観
た
場

合
、
あ
る
文
明
の
あ
る
段
階
の
一
時
期
と
、
他
の
文
明
の
前
者
と
同

じ

段
階
の
一
時
期
と
に
類
似
し
た
思
想
傾
向
が
見
つ
け
ら
れ

る
。

第
三
の
實
り
の
秋
で
あ

る
爛
熟
期
の
場

合
、
古
代
で

は
、
プ
ラ
ト

ー
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ー
ス
な
ど

の
、
よ
り
観
念
的
で
あ
り
、
國
家

に
奉
仕
す
る
思

想
が
完
成
し
、
ま

た
他
方
、

エ
ピ
ク
ー

ロ
ス
、
キ
プ
ロ
ス
の
ゼ
ー
ノ
ー
ン
な

ど
の
よ
り
實
存
的
、
個
人

的
な
思
想
が
起
こ
る
。

こ
れ
に
平
行
し
て
、
同
時

代
で
は
な
く
同
期

（
第
三
期
）
の
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ド
の
哲
人

た
ち
と
、
む
し
ろ

そ
れ
に
對
す
る
佛
陀

た
ち
、
中
國
で
は
、
五

経
の
思

想
の
教
育
者
を
代
表
す

る
孔
子
だ
ち
と
、
そ
れ

に
対
す

る
老
子
た
ち
が
相
當
す
る
。
中
古

の
時
代
で

は
、
教
父
哲
學
の
大
勢
と
、
そ
れ
に
對
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
な
ど
が

比
較
さ
れ
る
。
中
世
（

日
本
は
こ
こ
で
は
倭
の
五
王

の
時
代

よ
り
保
元
の
亂
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の
頃
ま
で
）
で

は
、
南
都
佛
教
の
大
勢

に
対
す

る
最

澄
・
空
海
た
ち
、

唐
末

の
貴
族
文
化

に
對
す
る
士
大
夫
階
級

に
よ

る
新
文
化

運
動
、
イ

ン
ド
で

の
ハ

リ
バ

ド
ラ
な
ど

の
正
統
バ
ラ

モ
ン
系
統

の
総
仕
上
げ
に
對
す

る

シ
ヴ
ア
派
や

タ
ン
ト
ラ
教
、
西

ア
ジ
ア
で
の
イ
ブ

ン
・

シ
ー
ナ
ー
な
ど
に
對
す

る

ガ
ザ
ー

リ
ー
の
批
判
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
近
世
の
西
欧
で
は
、
へ
―
ゲ
ル
に
食
い

込
む

キ
ェ
ル
ゲ
ゴ
ー
ル
な
ど
が

知
ら
れ

得
る
。

日
本
の
儒
家
に
限

れ
ば

、
林

羅
山
ら

の
朱
子
學
の
繼
承
者
が
擧
げ
ら

れ
、
そ
れ
と
異
な
る
見
解
と
し
て
熊

澤
蕃
山

た
ち
が
後
續
す

る
が
、
こ
ち
ら

を
單

に
陽
明
學

の
迫
従
者
と
し

て
片

付
け
ら
れ

る
も

の
で

は
無

い
の
は
い
ふ
ま
で

も
な
く
、
こ
れ
ら
ロ
マ
ン
主
義

と
も

い
ふ
べ
き
新
時
代
の
思
想
傾
向

を
詳
ら

か
に
し
な
く
て

は
な
ら

な
い
。

藝
術

の
領
域
で

は
直
ぐ

に
感
受
で
き

る
こ
と
で

、
能
に
対
す

る
歌
舞
伎

、
明

の
昆
曲
に
対
す
る
清
の
京
劇
、
ム
ガ
ル
朝
に
お
け
る
近
代
音
楽
（
イ
ン
ド
・

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
）
の
誕
生
、
西
洋
の
グ
ル
ッ
ク
の
オ
ペ
ラ
改
革
な
ど
な
ど

は
、
こ

の
第
三

期
が

創
造
し

た
賜
物
で

あ
る
。
以

上
の
や
う
な
鳥
瞰
に
基
づ

き
個
別

の
研
究

を
今
後

の
課
題

と
す

る
に
当
た
り
、
殆
ど
は
専
門
外
の
こ
と

故
、
厚

か
ま
し

い
こ
と
で

は
あ
る
が

、
日
本
語
譯
を
大
い
に
活
用

さ
せ
て
頂

き

、
さ
ら
に
識
者
か
ら

の
ご
批
判

ご
教
示

を
承
り

た
く
、
（
螺

旋
式
年

表
を

提
示
し
て
）

發
表
さ
せ
て
頂

い
た
。

二
　

文

明

の

一
巡

り

に

つ

い

て

「
文
明
」

に
つ

い
て

先
づ

は
題
名

の
「
文
明
」

に
つ
い
て

の
説
明

を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

こ

れ

に

は

社

会

と

い

会

言
葉

を

使

は
れ

る

こ
と

も

あ

り
、

文
化

と

も

混

同

さ

れ

た
り

も

す

る

の

で

、

こ

こ
で

嚴

密

に
定

義

す

る

こ

と

な

く

、
と

り

あ

へ
ず

「
文

明

」

を

使

用
し

た
。

と

い

ふ

の

は
、

シ
ュ

ペ

ン

グ

ラ

ー

は
、

田

園

的

で

魂

の

元

気

の

あ

る

時

期

の
も

の

を

文
化

と

し

、

そ

れ

は

都

市

的
で

魂

の
元

気

の

落

ち

た

時

期

に

文

明

に

凋
落

す

る
と

考

へ
て

ゐ

た

や

う

で

あ
り

、

前

者

は

耕

し

Ｋ
ｕ
ｌｔｕ
ｒ

の
、

後
者

は

都

曾

生

活

Ｎ
ｉｖ
ｉ
ｌｉｓ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

の
、

文

字

通

り

の

意

味

で

あ

ら

う

。

ま

た

、

ト

イ

ン

ビ

ー

に

よ

る
ニ

ー
の
社

曾

も

し

く

は
文

明

の
、

發

生

、

成

長

、

衰

頽

、

解

體

が
説

か
れ

て

久
し

い
。

こ

の

地

域

的

、
時

代

的

に

限

定

さ

れ

た

、

有

機

的

な
形

態

を

名
付

け

る
適

切

な

単
語

が

な

か

な

か
見

っ

か

ら

ず

、

こ

こ

で

は

假

に

「

文

明
」

と

し

た
。

そ

こ

で

は

世
代

の

交
代

が

幾

重

に

も

あ

り

、

そ

れ
自

體

は
人

間

の
や

う
な

生

き

物

で

は

な

い
と

し

て

も

、

そ

れ

ら

に

集

合

し

た

生

命

の
や

う

な
力

の
働

き

が

感

じ

ら

れ

る

の
も

不

思

議

で

あ

る

。

様

々
な

使

は

れ

方

が

あ

る

の

で

、

こ

こ
で

は
、

地
域

的

時

代

的

に

限

定

さ

れ

た
、

一

つ

の
文

化

を

共

有
す

る

、

歴

史

的
運

命

共

同

體

と

い

っ

た

も

の

を

想

定

し

て

ほ
し

い
。

年

期

に

つ

い
て

こ

の

「
社

会

」

な

い
し

「
文

明

」

の

親

子
關

係

も

説

か

れ

て

ゐ

る

が
、

こ

こ

で

は

こ

の
時

代

的

な

一

巡

り
す

る

年
代

を
七

二
〇

年

と

限

定
し

た
。

こ

の

七

二
〇

と

い

ふ
数

字

は

、

天

候

の

寒

暖

の
周

期

に

つ

い
て

の

七
〇

〇

年
と

い

ふ
俗

説

に

影

響

さ

れ

た

点

も

あ

る

。

し

か
し

學

説

と

し

て

も

、

気

象

大
學

の

須

田

滝

雄

教

授

の

研

究

も

知

ら

れ

て

ゐ

る
。

こ
れ

は
柴

田

南

雄

の

音

樂
史

の

文明の秋の思想家たち39



時

代

區

分

の
中

で

の

注
釋

に
、

控

へ

め

な

指
摘

に

と

ど

め

た

い
と

の

言

葉

の

上

で

あ

る
が

、
「
木

曾

ヒ

ノ

キ

年

輪

や

古

文

書

に

よ

る

豊

凶

の

記

録

か

ら

得

ら

れ

た
過

去

八

百

年
間

の
気

候

寒

暖

の
變

化

グ

ラ

フ

（
昭
和
四
〇

年
一

二
月
二

三
日
付
、
朝

日
新
聞

夕
刊
）

を

見

る
と

、

天

候

の

大

不

順

時

代

は

ほ

ぼ

西

暦

一

三

三

〇

年

頃

、

一
五

八
〇

年
頃

、

一

八

三
〇

年

頃

と

、

二
四

九

年

を

周

期

と

し

た
年

を

中

心

と

す

る
敷

十

年

間

に
あ

ら

は

れ

て

を

り

、

こ

れ

は

上

に

述

べ

た
三

つ

の

半
音

階

的

和
聲

出

現

の

時
期

に

完

全

に

符

合

し

て

い

る
」

と

な

ど

の
指

摘

も

あ

る
。

一
九

〇

七

年

に

Ｅ
ｌ
ｌｓ
w
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
　
Ｈ
ｕ
ｎ
ｔ
ｉｎ
ｇ
ｔｏ
ｎ

に

よ

る

『
ア

ジ

ア

の
脈

搏

』

と

い

ふ
書

物

が

發

表

さ

れ

た
。
「
こ

の

書

物

は

文

明

と

気

候

を

論

じ

、

ア

ジ

ア

の

ク

ラ

イ

メ

ー

ト
と

文

明

の

あ

い

だ

に

は

相

関

関

係

が

あ

る

と

考

え

、

ク

ラ

イ

メ

ー

ト

の
循

環

的

変

化

に

よ

っ
て

文

明

は

興

亡

し

た

と

説

い
た

。
」
（
『
世
界

の
歴
史
５
西
域
と
イ

ス
ラ
ム
』
中
公
文

庫
、
第
二
〇
頁
）
。

エ
ル

ズ

ワ
ー

ス

・

ハ
ン

チ

ン

グ

ト

ン
著

（
間

崎

万

里

譯

）
『
気

候

と

文

明

』

は

大

正

一
一

年

に
中

外
文

化

協

會

と

い

ふ
と

こ

ろ

か
ら

出

版

さ

れ

、

昭

和

一

三

年

に

岩

波

文

庫

に

入

れ
ら

れ

た
。

現

在

は
絶

版

と

思

は

れ

る

が

、

古

書

で

は

入

手

で

き

る
。

第

二

一
章

は

「
文

明

中

心

地

の

移

動

」

と

名

付

け

ら

れ

、

東

ア

ジ

ア

か

ら

西

欧

に

い

た

る

弓

形

の

主

要

文

明

の

記

述

が

あ

る

（
「
岩

波
文

庫

版
」
第
三
五
四

圭

二
五

八
頁
）

が

、
西

漸

の
思

ひ

附

き

は

流
石

に

不

問

で

あ

る

。

こ

の
年

輪

周

期

の

二
五

〇

年

を

三
倍

す

れ
ば

七

五

〇

年

で

あ

る

か

ら

、

俗

説

も

あ

な

が

ち

い

い

加
減

な
も

の
で

は
無

か

つ

た

や

う

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

こ

こ

で

は
七

二
〇

年

に

假

定
し

た

の

は

、

地

球

の

圓

周

三

六

〇

度

の

二

倍

と

い
ふ

数

字

の

め
ぐ

り

合

は

せ

に
よ

る

か
ら

で
あ

る

。

敷

字

の

神

秘

に

は

逆

ら

へ
な
い
と

い
ふ
こ
と
だ
ら
う
か
。
十
二
進
法
の
便
利

さ
も
手
傳
ひ
、
早
速
、

異
な
っ
た
文
化
圏
間
の
徑
度
の
差
を
採
っ
て
み

る
と
、
一
巡
り
單
位
が
経
度

差
の
二
倍
の
数
字

に
西
漸
し
て
行
く
の
が
分
か
っ
て
き

た
。
そ
こ
で
七
二
〇

年
を
一
巡
り
の
單
位
と
暇
定
す
る
こ
と
に
躊
躇
は
無
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
こ

の
一
巡
り
を
四
な

い
し
五
の
文
化
圏
に
配

置
し
、
節
目
と
大
凡
の
経
度
を
定

め
て
、
四
枚
の
年
表
を
造
っ
て
配
布
用

と
し
た
わ
け
で
あ

る
。

し
か
し
、
こ
の
敷
値
に
つ
い
て
の
當
否

に
は
、
天
文
學

な
ど
の
地
球
に
關

す
る
自
然
科
學
の
領
域
で
の
顯
證
が
必
要
で

あ
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
に
及

ぶ
可

く
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
暇
説
に
止
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ら
う
。

日
本
の
歴
史
區
分

先

づ
、
一
巡
り
の
着
想
は
、
日
本
の
歴
史
を
鳥

瞰
し
て
気
づ
い
た
時
に
よ

る
。

外
国
文

化
を
多
大
に
取

り
入
れ
る
外
向
き

の
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
が
十

分

に
成
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
閉

ざ
し
内
部
で

の
充
實
を
圖
る
時
期
と
が

交
替
し
て
ゐ
る
。
飛
鳥
時
代
を
経
て

奈
良
・
平
安
時
代
に
掛
け
て

の
時
期

、

平

安
末
期

か
ら
、
鉄
砲
や
三
味
線
の
傳
來

が
あ
り

、
爛
熟
し
た
市

民
的
文
化

の
傳
播
に
至
る
江
戸
末
期
、
そ
こ
か
ら
今
日
に
及

ん
で
ゐ

る
現
代
と
が
周

期

と
し
て
觀
ら
れ
る
。

明
治
維
新
を
区
切
り
に
し
て
、
七
二
〇

年
を
遡
る
と
、
一
一
四
八
年
、
平

の
清
盛
が
活
躍
し
だ
し
た
時
期
に
あ
た
る
。

さ
ら
に
七
二
〇

年
を
遡
る
と
四

二
八
年
、
こ
の
年

に
百
済
が
倭
国
に
使
二

〇

人
を
遣
は
す
（
三
国
史
記
百
済
本
紀
）

と
あ
る
か
ら
、
交
流
の
盛
ん
な
時

期
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
敷
字
の
桁
敷

を
整
理
し
て
、
一
巡
り
の
最
初

を
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四

三

〇

年

と

一

一
五

〇

年

と

に

定

め

た

結

果

、

新

し

い
文

化

の

開

化

、

達

成

、

爛

熟
、

凋
落

の

形

態

が

見

え
て

来

る

。

前

者

は

律

令
政

治

の

時
代

、

後

者

は

武
士

の
時

代

、

現

代

は

資

本

家

の

時

代

と

し

て
区

切

ら

れ

る
。

百

人

一

首

の

初

め

は
天

智
天

皇

の

「

秋

の

田

の

刈

り

穂

の

庵

の

苫

を

あ

ら

み

、

云

々

」

と

田

園

的

な
雰

囲

気

の

歌

で

、
最

後

は

順

徳

院

の

「

も

も

し

き

や

古

き

軒

端

を

忍

ぶ

に

も

、

な

ほ

あ

ま

り

あ

る

昔

な

り

け

り

」

と

過

去

の

栄

華

を

追

憶

し

て

ゐ

る

。

定

家
撰

な

ら

ば

鎌

倉

時

代

、

佐

渡

に

流

さ

れ

て

ゐ

た

の

な

ら

、

そ

の

「

昔

」

も

自

分

の
過

去

か

も

し

れ

な

い

が

、

百

首

の

最

後

に

あ

る

の

も

意

味

あ

り

げ

で

あ

る
。

そ

れ

に

し

て

も

情

報

の

早

さ

も

相

當

の

も

の

だ

っ

た

や

う

だ

。一
巡

り

の
中

程

に

、
平

安
遷

都

と

戰

國

時

代

な

ど

の

政

變

が

あ

る

が

、

こ

れ

に

よ

っ

て
文

化

が
更

新

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、

繼

續

し

た

も

の

と

認

め
ら

れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
改
革
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら

ず

、

一

巡

り

の

節

目

の

変

革

と

は
性

質

を

こ

と

に
し

て

ゐ

る

と

觀

る

こ

と

が

出

来

る

。

ち

な

み

に

、

遣

唐

使

の

廢

止

の
時

期

と

鎖

國

令

の

時

期

と

の

差

が

七

四

一

年

と

い
ふ

の

も

意

味

あ

り

げ

で

あ

る
。

西

欧

そ

の

他

に

お

け

る

周

期

こ

れ

を

西

欧

に

當

て

は

め

る

こ
と

が

可

能

で

あ

っ

た

。

先

づ

七

二
〇

年

の

節

目

を

割

り

當

て

る

と

、

中

世

と

近

代

と

の

境

目

が

基

準

に
な

り

さ

う

で

あ

っ

た

。

中

世

の

初

め

に

、

ゲ

ル

マ

ン

の
諸

部

族

が

統

合

に
向

か
ひ

だ

し

て

ゐ

る
。
ふ
し
だ
ら
で
有
名
な
メ
ロ
ヴ
ァ
ン
ジ
ア
ン
に
宮
宰
m
a
j
o
r
 
d
o
m
u
s
が

も
う
け
ら
れ
、
カ
ル
ル
・
マ
ル
テ
ル
が
活
躍
し
だ
し
た
時
期
が
第
一
段
階
に

相
應
し
く
、
近
代
で
は
、
そ
れ
こ
そ
宗
教
改
革
に
ル
ネ
サ
ン
ス
と
お
誂
え
む

き
で
あ
る
。
双
方
と
も
中
間
に
大
変
革
が
み
ら
れ
る
が
、
文
化
的
に
は
、
そ

の
前
後
が
継
続
し
て
見
ら
れ
る
。
カ
ペ
ー
朝
が
始
め
ら
れ
、
コ
ム
ー
ネ
が
認

め
ら
れ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
が
即
位
し
、
王
権
が
拡
大
さ
れ
る
。
近
代
で
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
と

ナ
ポ

レ
オ
ン
皇
帝
が
、
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
と
秀
吉

の
天
下
統
一

に
比
較
さ
れ
る
。

古
代
ギ
リ

シ
ャ
で
も
、
ペ
リ

ク
レ
ス
時
代

を
中
間

に
も
っ
て
来
る
と
、
そ

の
衰
退
の
時
期
と
西
欧
中
世
の
發
生
の
時
期
と
の
間

に
、
こ
れ
ま
た
、
丁
度
、

一
巡
り
の
時
代
が
あ
る
こ
と
も
発
見
さ
れ
た
。

さ
ら
に
イ

ン
ド

に
當
て
は
め
る
と
、
西
暦

紀
元
前
一
六
二
〇
年
以

降
に
、

七
二
〇
年
を
節
目
と
し

た
五
つ
の
一
巡
り
が
無
理
な
く
成
立
し
た
。

そ
れ

に
中
国
と
西
ア

ジ
ア
と
を
加
え
て

、
比
較
し
て
見
て
ゐ
る
内

に
、
そ

れ
ぞ
れ

の
年
代

の
ず

れ
の
数
値
が
、
地
球
の
徑
度
の
数
値

の
盖
に
比
例
し
て

ゐ
る
こ
と

に
気
付

く
に
至
っ

た
。
そ
こ
で
各
地
域

の
一
巡
り

の
節
目
を
微
調

整
し
て
、
最
初

に
、
政
治
的
な
事
件
を
主
體
と
し

た
、
「
地
域
時
代

の
網
型
」

年
表
を
作

成
し
て
み

た
わ
け
で

あ
る
。

問
題

は
緯

度
の
違
ひ
で

あ
る
。

ア
フ
リ

カ
の
ア
ラ
ブ
文
化
圏

は
、
緯
度
は

違
っ
て
も
西

欧
と
同

一
経
度
で

あ
り
、
モ

ン
ゴ
ル
や
ロ

シ
ア
、
東
南

ア
ジ
ア

な
ど
の
組
み

入
れ
も
問
題
と
な
る
。
北
米
は
徑
度
で

無
事
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
が
、
南
米

に
つ
い
て

は
未

だ
模
索
中
で
あ
る
。
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文
化
史

の
年
表

次

に
文
化
史
的
事
項
を
主
体
と
し

た
年
表
を
作
成

し
て
み

た
。

ギ
リ

シ
ャ

に
範
を
と
れ
ば
、
後
代

に
纏

め
ら
れ

た
、
九
柱
の
ム
ー
サ
イ

の
各
担

当
が
、

文
芸
を
網
羅
し
て
ゐ
る
。
初

め
に
神

々
へ
の
讃

歌
が

あ
り
、

カ
リ
オ
ベ
ー
の

司
る
祭
祀
の
楽
、
次

に
英
雄
た
ち
の
叙
事

詩
、
恋
愛

の
叙
情
詩
、
そ

れ
を
目

の
当
た
り

に
見

た
い
要
求
に
基
づ
く
悲

劇
と
喜

劇
、

そ
れ
を
演
出
す

る
弦
楽

器
を
伴
奏
す
る
合
唱
舞
踊
隊
、
管
楽
器

に
よ

る
器
楽
演
奏
な
ど
が
、
一
巡
り

の
内
に
進
展
的
に
並
べ
ら
れ
る
。
同
様

の
傾
向

は
他

の
文
化
圏
の
一
巡
り

に

も
見
ら
れ
る
。

同
じ
印
欧
語
族
文

化
の
イ
ン
ド
で
は
、
こ
れ
ら
は
揃
つ
て

ゐ
る
が
、
太
古

の
ヴ
ェ
ー
ダ
讃
歌
以
下

、
一
巡

り
を
超
越
し
て
上
代
を
飛
び
越
え

、
古
代
に

大
叙

事
詩
が
現
れ
、

樂
劇
は
中

古
、
声
樂
は
近
世
、
器
樂
は
現
代
に
盛
ん
と

な
つ
て

ゐ
る
の
で
、

こ
れ
を
ど

の
や
う
に
考
へ
た
ら
よ
い
か
、
興

味
あ
る
課

題
で

あ
る
。

三
　

思

想

の

二

つ

の

傾

向

思

想
の
歴

史
を
み

る
と
、

創
唱
者
、
大
成
者
、
實
踐
家
、
體
系
家
な
ど
が

一
巡

り
に
収
め
ら
れ

る
。
様

々
な
敷
多
の
思
想
家
の
列
傳
に
迷
は
さ
れ
た
が
、

古
代

に
お
い
て

、
大
思

想
家
が

第
三

段
階
の
秋
に
出
て

ゐ
る
こ
と
に
気
付
き
、

さ
ら

に
、
中
古

な
ど
ほ

か
の
時
代

を
調

べ
て
み

る
と
、
そ
の
一
巡
り

の
頂

點

を
な
す

か
の
や

う
な
著
名
な
大
思

想
家
、
空
海
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ

タ
、
イ

ブ

ン
・

シ
ー
ナ
ー
、

ヘ
ー
ゲ
ル
た
ち
が

第
三

段
階
に
人
つ
て
ゐ

る
の
に
勇
気

借　　　　 方 貸　　　　 方

形而上學的 安心

理と知、 枠組みの重視

構築的、 詩文的

古典主義的

實存主義的納得

氣と情、中身の重視

饒舌にして散文的

ロマン主義的

〈古代〉孔 子； ウ ッダー ラ

カ・アールニ； アリスト テ

レース

〈中古〉鄭玄 ； カーテ ィヤ

－ ヤニ ー； グレ ゴ リ ウ ス

(ニュッサ)

〈中 世〉空海 ； アビナ ヴ ア

グプタ；イブ ン・ シーナ ー

(アヴ ィケン ナ) ；ア ンセ

ルムス

〈近世〉林羅山；ヘ ーゲル

〈古代〉老子； 釋迦牟尼；

,rピクーロス

〈中 古〉阮 籍； ナ ーガ ルジ

ュナ；ア ウグステ ィー ヌス

〈中 世〉圓 仁； ラ ーマ ー ヌ

ジ ャ；ガザーリー；アベラ

ルド ゥス

〈近世〉熊 澤蕃 山； キェ ル

ゲゴール

づ
け
ら
れ
、
先
づ
手
始

め
に
秋
の
思
想
家
と
し
て

、
こ
こ
で
課
題
と
し
た
譯

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
思
想
史
に
よ
れ
ば
、
時
代
的

に
接
近
し
て
、
相
對
す
る

二
つ
の
立
場
が
識
ら
れ
る
。
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ド
の
哲
學
者
に
對
す
る
釋
迦
牟
尼

の
や
う
に
、
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
、
キ
エ
ル
ゲ
ゴ
ー
ル
な
ど
が
、

前
者
に
接
近
し
た
時
代

の
思
想
家
た
ち
と

し
て
別
峰
の
頂

點
を
示

し
て
ゐ
る
。
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そ
こ
で
、
對
立
す
る
か
の
や
う
な
二
人
を
代
表
と
し
て
、
各
時
代
の
秋
の
枠

に
並
立
さ
れ
る
の

に
不
都
合

は
無
か
っ
た
。
多
人
数
を
想
定
す

る
場
合
も
考

へ
ら
れ
た
が
、
そ
の
煩
瑣
を
さ
け
、
問
題
を
明
瞭

に
す

る
た
め
に
二
人

に
限

っ
た
の
で
あ

る
。
體
系
的
完
成
を
擔
ふ
者
と
、

マ
ソ

ン

ー
ウ
ル
セ
ル
の
言
葉

で
言
ふ
解
毒
剤

の
役
割

の
者
と

の
二
人
で
あ

る
。
こ

の
二
派

を
表
で

表
す
の

に
、
左
と
右
、
正
と
反

な
ど

の
區
分
け
も
あ
り

得
る
だ
ら
う
が
、
こ
こ
で

は
、

表
裏
一
體

の
貸
借
封
照

表
に
な
ら
つ
て
、
借
方

と
貸

方
と
に
區
分
け

し
、
多

少

の
科
目

を
擧

げ
た
。
ど
ち
ら

か
の
科
目

の
要

素
を
多
く
含
む
傾
向
に
よ
り
、

そ
の
下

に
各
思

想
家
を
配
置

し
た
の
が

次
の
表
で

あ
る
。

先

づ
は
、
大

成
者

と
い
ふ
か
、
言
語

に
よ

る
問
題

の
解
決
に
勤
し

む
傾
向

の
思
想

家
、

そ
れ
に
対

し
て

、
む
し
ろ
実
践
的

を
重

ん
じ
る
傾
向
の
思
想
家

が
目

立
つ
。

こ
の
両

者
の
根
に
は
違
ひ

が
無
い
と
思

は
れ
る
が
、
あ
か
ら
さ

ま
に
反
対

の
立
場
と
し
て
見
ら
れ
る
人
の
場

合
と
、
も

は
や
こ
れ
は
自
分
の

仕
事
で

は
な
い
と
、
別
の
方
向
に
精
進
す
る
人
と
の
違

い
が
見
ら
れ

る
。
思

想
の
世
代
交
代
が
行

は
れ
た
と

い
へ
る
だ
ら
う
。
前
者

は
言
語
表
現

に
矜
持

し
、
自
己
論
理
の
確
定

に
邁
進
す
る
。
後
者
は
論
理
的
把
握

の
否
定

へ
と
向

か
ふ
。

地
域
と
し
て

は
、
こ
こ
で

は
五
つ
の
文
化
圏
を
選
ぶ
。
年
代

の
ず

れ
は
、

経
度
の
差
の
二
倍

の
数
と
な

る
の
も
不
思
議
で
あ

る
。

時
代

の
差

は
、
地
球
三
六
〇
度
を
二
倍
し
た
数
七
二
〇

を
一
巡
り

の
年
数

と
す
る
。
し

た
が

っ
て
一
季
節

は
一

八
〇
年
と

な
る
。

四
　

秋

に
選

ん
だ

思

想

家

た

ち

そ
こ
で

、
一
巡
り
の
秋
の
内
で
選
ば
れ
た
個
々
の
人
た
ち
の
特
徴
を
少
し

だ
け
で
も

擧
げ
る
必
要

が
あ
ら
う
。

（
古
代

の

秋

）

大

物

中

の

大

物

が

目

立

つ
て

ゐ

る
。

矢

張

り

、

古

代

の

秋

は

、
東

西

の

地

域

的

時

間

差

の

幅

に
も

か

か

は
ら

ず

、

ヤ

ス

パ
ー

ス
の

軸

の

時
代

幅

の
中

に

収

ま

る

幅

が

あ

る
。

こ

こ

で

は

ソ

ー

ク
ラ

テ

ー

ス
を

採

ら

ず

に

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ー

ス
を

選

ん

だ

。

こ

の

一
巡

り

の

前

半

期

の

勢

い

を

大

成

し

た
人

、

そ

し

て

形

而

上

学

と

い
ふ

概

念
が

こ

こ
か

ら

発

生

し

た

こ

と

も

、

大
き

な
理

由

に

な

る

と

思

は
れ

る
。

貸

方

の

後

続

者

と
し

て

エ
ピ

ク

ー

ロ
ス

を
選

ん
だ

。

ス

ト
ア

派

の

立
場

も

似

て

ゐ

る

の

も

同

世
代

の
潮

流

を

覗

は

せ

る
。

エ
ピ

ク

ー

ロ

ス
は

デ

ー

モ

ク

リ

ト

ス

流

の
原

子

論

を
多

く

述

べ

て

ゐ

る

が

、

彼

の
関

心
事

は
、

原

子

論

そ

の
も

の
で

は

な

く

、
胃

袋

の
満

足

等

の

快

適

主

義

を
裏

付

け

る
思

想

の

表

れ

で

あ
り

、

最

大

の

関

心

事

は
、

ポ

リ

ス
の

成

員

と

し

て

の
活

動

で

は
な

く

、

本

人

個

人

の

心

の

平

和
で

あ

る
と

い
ふ

の

も

頷
け

る
。

イ

ン

ド

で

は

、

大

成

者
と

し

て

、

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ド

の

哲

人
、
ｔａ
ｔ
　
ｔｖ
ａ
ｍ

ａ
ｓ
ｉ
と

ａ
ｈ
ａ
ｍ

　
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｍ
ａ
-ａ
ｓ
m
i
の

二

大

文

章

で

有

名

な

ウ

″
ダ

ー

ラ

カ

・

ア

ー

ル

ニ
を

選

ん

だ

。

第

一
原

理

「
有

ｓ
ａ
ｉ
ｊ

は

、

精

神

性

を

具

有

し
て

ゐ

る

も

の

で

あ

り

、

神

格

と
し

て

表

象

さ

れ

て

ゐ

る

も

の

（
中
村
「
イ

ン
ド
思
想

文明の秋の思想家たち43



史
」
三
二
頁
）
と
い
ふ
こ
と
で
、
「
有
」

は
、
そ
こ
に
現
前

す
る
と

い
ふ
存
在

で
は
な
く
、
何
か
力
を
持
っ
た
、
そ
れ
故
、
形
而
上
學
的
實
在
で
あ

る
。
こ

れ
に
封

し
て
、
釋
迦
牟
尼
は
形
而
上
學
的
問
題
に
つ
い
て
の
論
爭

に
加

は
る

こ
と
を

し
な
か
っ

た
（
中
村
、
同
掲
書
五
七
頁
）
こ
と
、
「
無
」

の

直
視

な
ど

が
異
色
で

あ
る
。

古
代

中
國
に
つ
い
て
は
惱
ま
せ
ら
れ
た
。
孔
子

も
ま
た
、
形
而
上
學
的
な

事
柄
に
は
觸
れ
ず
、
實
踐
家
と
し
て
の
論
語
が
遺
さ
れ
て
ゐ
て
も
、
思
想
家

と
し
て

は
、
教

育
者
と
し
て
の
業
績
も
大
い
に
考
慮
す
べ
き
と
考
へ
借
方
に

組

入
れ

た
。
體

系
と
し
て

の
著
作
が
遺
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ

た
が
、
そ
の

教
育
内
容

は
、
周
公

へ
の
尊
崇
と
春
秋
時
代

の
學
問

の
成
果
を
纏
め
た
人
と

し
て
、
前
半
期

の
詩
、
書

、
禮

、
樂
の
大

成
者
と
し
て

の
性

格
が
強
い
や
う

に
み
ら
れ

る
。
こ
れ

に
封
す

る
貸

方
は
、
反
正
統
と
し
て
通
っ
て

ゐ
る
老
子

を
擧
げ
た
が
、
人
物

に
つ

い
て

は
不
明

な
の
で
、
宗
餠

の
名
な
ど

を
年
表
に

い
れ
た
。
荘
子

は
明
ら

か
に
冬

の
人
で
あ

る
の
で
、
参
入

さ
れ

な
い
。

（
中
古
の
秋
）

非
常

に
悩
ま
せ
ら
れ

た
時
期
。
問
題

な
く
ア

ウ
ダ
ス
テ

ィ
ー
ヌ
ス
が
選

ば

れ
る
が
、
一
對
の
二
人

の
ど
ち
ら

か
に
決
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
か
ら
で

あ

る
。
一
對
の
二
人
の
決

め
手

は
、
最
初

は
、
單
純

に
観
念
論
者
對

實
存
主
義

者
と
の
對
立
に
求

め
た
が
、
宗
教
者
の
場
合
に
は
、
同
時
代
の
龍
樹

と
、
後

の
空
海
で
惱
ん
だ
や
う

に
、
兩
方
を
兼
ね
て
ゐ
る
と
し

か
考
へ
ら

れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
思
想
の
集
大
成
の
言
語
表
現
へ
の
關
心
乃
至
要

求
の

潮

流
と
、

も
は
や
十
分
行
は
れ
た
言
語
表
現
に
對
し
て
、
そ
れ
の
進
展
よ
り

も
實
踐
活
動
を

重
視
し
た
傾
向
と
に
分
け
て
み
た
。
で
も
、
そ
の
ど
ち
ら

か

に
組
入
れ

る
強
制

は
誤
り
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ほ
ど

多
く
の
言
語
表
現

も
實
踐
活
動

の
形
は
れ
と
看
做
し
、
思
想
の
大
成
者
と
し

て
教
父
た
ち
神
學

、
そ
の
代
表
と
し
て

ニ
ュ

。
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
な
ど
を

擧
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
を
大
成

者
と
し
、
別
の
道
と
し
て

、
ボ
エ
チ
ウ
ス
な
ど
を
他
方
の
峰
と
す

る
か
を
、

新
た
な
研
究
課
題
と
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

西
ア
ジ
ア
に
つ

い
て

は
勉
強
不
足
で
不

明
。
印

度
で

は
、

ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ

ナ
が
貸
方
と
し
て
傑
出
し
て
ゐ
る
。
前
世
代

に
カ
ー
テ
ィ
ヤ
ー
ヤ
エ
ー
プ
ト

ラ
の
名
前
が
あ
る
の
で
、
彼
の
年
代
を
秋
の
初

め
に
近
づ
け
、
大
成
者
に
仕

立
上

げ
た
。

中
國

に
も
惱
ま
せ
ら
れ
た
。
秋
は
後
漢

の
時
代
。
大
成
者
と
し
て
は
。
折

衷
的
態
度
と
言
は
れ
る
が
、
鄭
玄
を
選
び
、
別
の
立
場
の
人
と
し
て
、
王

弼

と
も
考
へ
た
が
、
極
端

か
も
し
れ
な
い
が
、
竹
林

の
七
賢
人

の
筆
頭
、
阮
籍

を
選

ぶ
こ
と
に
し
た
。

（
中
世

の
秋
）

こ
こ
か
ら
日
本
も
入
る
。
歴
史
家
で

は
、
鎌
倉
室
町
時
代
を
中
世
と
し
て

ゐ

る
や

う
だ
が
、
こ
の
表

に
よ
る
図

際
的

な
見
地

か
ら
は
飛
鳥
奈
良
平
安
時

代

を
中
世

と
看
做
す
こ
と
に
し
た
。
王
朝

の
こ
と
が
ら
が
目
立
つ
や
う
に
歴

史

は
書

か
れ
て

ゐ
る
が
、
地
方
の
荘
園
を
中
心
と
し
た
文
化

に
、
中
世
的
な



も

の

が

十

分

に

認

め

ら

れ

る

の

で

は

な

い
だ

ら

う

か

。

西

欧

で

は

、

容

易

に

、

ア

ン

セ
ル

ム

ス
が

擧

げ

ら

れ

る
が

、

唯

名

論

者

の

ロ

ス

ケ
リ

ヌ

ス
を

直

ち

に

對

抗

の

峰

と

し

て

い

い
も

の

か

研

究

の

餘

地
か

お

り

、

ア

ベ

ラ

ル

ド

ゥ
ス

を

選

ん

だ

が

、

こ

れ

も

研

究

課

題

で

あ

る

。

イ

ス

ラ
ー

ム
圈

で

は

イ

ブ

ン

・

シ
ー

ナ
ー

が

該

當

す

る
。

形

而

上

學

は

ア

ラ
ビ
ア
語
で
、
'
i
l
m
　
ａ
ｌ
-
ｉ
ｌ
ａ
ｈ
ｉ
ｙ
ａ
ｔ
神
的
な
も
の
の
學
と
謂
は
れ
る
さ
う
だ

が

、
「

ガ
ザ

ー

リ

ー

は
形

而

上

學

者

の

意

見

の

多

く

を

反

駁

し

た
」

と

、

既

に

イ

ブ

ン

・

ハ
ル

ド

ゥ

ー

ン

の

「
歴

史

」
（
森

本
公

誠
譯
、
岩
波
文

庫
Ⅲ
、
三

八

二
頁
）
に

書

か

れ

て

ゐ

る
。

ガ

ザ

ー

リ

ー

に

つ

い

て

は

井

筒

俊

彦

著

「
イ

ス

ラ

ー

ム
思

想

史
」

で

詳
し

く

識

る

こ

と

が

出

来

る
や

う

に

な
り

有

難

い

。

イ

ン

ド
で

は

多
少

の
迷

ひ

が

あ

っ

た

が

、

大

物

と

い

ふ

こ
と

で

、

ア

ビ

ナ

ヴ

ァ
グ

プ

タ

を

大

成
者

と

し

、
貴

賤

者

と

し

て

、

ラ

ー

マ
ー

ヌ

ジ

ヤ
を

選

ん

だ

。
「
ｂ
ｈ
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
を

以

て

主

宰

神

に
對

す

る
帰

依

・
祈
念

の

行

ｐ
ｒ
ａ
ｐ
ａ
ｔ
ｔ
ｉ
を

貴

賤
す

る

な

ら

ば

、

そ

の
恩

寵

に

あ

づ

か

り

、

そ

の
恵

み

に

よ

っ

て

解

脱

し

得

る
。

單

な

る

知

の

み

に

よ

っ
て

は

解

脱

に

到

達

し

得

な

い
、

と

主

張

し

た

。
」

（
中
村
、
前
掲
書
、

二
二
七
頁
）
と

い

ふ

こ
と

で

、

賓
賤

的

な
聖

人

だ

っ

た

と

思

は

れ

る

。

中

國

が

こ

こ

で

も

ま

た
問

題

で

あ

る

。

佛

教

の
體

系

家

た

ち

は
夏

の

内

に

亡

く

な

つ

て

ゐ

る
。

貴

賤
者

と

し

て

臨

濟

義

玄

が

有

力

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

し
て

も

秋

の

初

め
過

ぎ

る
。

日

本

で
も

困

難
が

あ

る
。

時

代

の

人

と

し

て

、

對

立

的

な
開

係

な

し

に

選

べ
ば

、

最

澄

と

空
海

で

あ

る
が

、
峰

の

前
後

を

決

め

よ

う
と

す

る
と

、

ア

ウ

グ
ス
テ

ィ
ー
ヌ
ス
の
場
合
同
様
、
決
め
兼
ね
る
。

そ
こ
で
反
省
し
て
、
中
國
と
日
本
と
を
嚴
密
に
分
け
る
必
要
が
な
い
の
で

は
な

い
か
と
の
考
へ
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
十

住
心
の
教
相
判
釋
、
空
海
を

選

ん
だ
。
圓
仁
に

は
、
廻
峰
行

の
相
應
と
と
も

に
、
別
峰
の
様
相
が
見
ら
れ
、

そ

の
邊
の
見
極
め

に
時
代
の
動

き
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な

い
だ
ら

う
か
。
安
然
と
空
也
と
を
別
の
兩
峰
と
す
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る

が
、
東

ア
ジ
ア
全
體
の
秋
の
頂
點
と
し
て
、
空
海
が
最
も
相
應
し
い
と
思
は

れ
る
。

『
天
台

は
「
宇
宙
や
人
間
は
そ
の
よ
う
な
仕
組

に
な

っ
て
い
る
」

と
い
う
構

造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
み
で
、
だ
か
ら
人
間

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と

い

う
肝
腎
の
宗
教
性
に
お
い
て
濃
厚

さ
に
欠
け
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
こ
と

を

空
海
は
後
年
や
か
ま
し
く
論
ず

る
。』
（
司
馬
遼
太
郎
「
空
海
の
風
景
」
上
巻
、
第

一
七
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
貸
方
に
組
入
れ
た
く
も

あ
る
が
。

（
近
世
の
秋
）

實

は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
と
が
、
観
念
論
者
と
實
存
主
義
者

と
の
二
つ
の
巨
峰
の
模
範
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
論
ず
る
に
は
、

人
格
の
内
的
矛
盾
な
ど
、
難
し
い
こ
と
を
問
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

最
も
解
り
や
す
い
比
喩
で
説
明

す
れ
ば
、
城
を
建
築
し
て

、
自
分
は
そ
の
脇

の
小
さ
な
小
屋
で
住
む
や
う
な
、
す
な
は
ち
、
自
分
が
考
へ
た
も
の
の
中
で

自
分
自
身
が
生
活
し
て

い
な
い
人
物
に
対
し
て
、
一
個
の
人
間
の
思

想
と

い

ふ
も
の
は
、
か
れ
が
住
ま
ふ
建
物
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

す
る
意
見
で
あ

｜　文明の秋の思想家たち45



り
、
こ
の
人

に
と
り

「
決
定
的
な
衝
動

は
誠
實
と

い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
」
（
ヤ

ス
パ
ー
ス
「
理
性
と
実
存
」
草
薙
正
夫
訳
、
新
潮
文
庫
、
二
三
頁
）
と

い
ふ
説
明
を

挙
げ
れ
ば
充
分
で
あ
ら

う
。
ま
た
、
日
本
語
で

は
、

イ
デ
ア
は
前
者

に
お
い

て
は
観
念
と
譯

さ
れ

る
が
、
後
者
に
お

い
て

は
理
想

と
譯
さ
れ

る
の
も
好
都

合
と
も
思

へ
る
。

西

ア
ジ
ア
、

南
ア
ジ
ア
と
中
國
で

は
、
研
究
不
足
で
未

だ
誰
も
挙
げ
ら
れ

な
い
状
況
で
あ

る
が
、
東

ア
ジ
ア
を
一
括
し
て
観
れ

ば
、
近
代

日
本
の
秋
の

思
想
界

に
、
理

性
的

に
把
握
し
よ
う
と
す

る
體
系
を
志

向
す

る
も
の
と
、
感

情
を
重
視
す

る
も
の
と

の
両
峰
と
が
浮

か
び
上

が
る
。

日
本

の
朱
子
學
の
確

立
と
徳
川
教
學

の
發
端
と
な
る
べ
き
林
羅
山

の
、
爲

政
者
と
し
て
の
理
の
重

視
へ
の
方
向

は
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
っ

た
と
思

は
れ
る
。
そ
れ
の
思
想

と
し
て

の
あ
り
方

に
不
満
の
あ
る
の

は
當
然
で

あ
り
、
内
的
視
點

に
お
け
る

熊
澤
蕃
山

の
「
情
」

に
対
す
る
見
解

は
、

一
方

の
峰

と
看
做
す

に
格
好
の
存

在
で
あ

る
と
思

は
れ

た
。

（
し
ま

だ
・
と
し
を
、
東
方

学
院
講
師
）

46


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

