
の

哲

學

大

井

際

断

序

暉

は
宗

教

で
あ

つ
て
哲

學

で

は
な

い
。
暉

は
人

間

の
知

の
作
用

、
た

と
え
ば
、

思
考

、

鋼
断
、

推

理
、

想
像
、

理

解

解

繹
等

を
問

題

と
す

る
も

の
で

は
な

く

し

て
、
人

間

の
身

心

の
全
髄

を
取
扱

う
も

の
で

あ

る
。

道
元

が

「
身

心
を
學

し

て
」

と

い
う
所
以

で

あ
る
。
暉

は

吾

々
の
頭
脳

で

は
な

く

し
て
境

涯

を
、

理

窟

で
は

な
く

し
て
心

境

を
錬
り

き

た
え

る

こ
と
を

め
ぎ

し
、
吾

々

の

目
由

な

働
き

と
自

在
な
行

爲

と
を
獲

得
す

る
こ

と

を
目
的

と

し

て

い
る
。

從

つ
て
輝

は
哲

學

で
は

な

い
。

哲

學

と

は
智

慧

を
愛

す

る
こ
と

で

あ
り

、
頭

で
考

え
る
も

の
で
あ
り

、
結

局

は
學
問

で

あ
る
。

ヴ

ィ

ン
デ

ル
バ

ン
ト
も

「
哲
學

と

は
世

㈹

界

観
及

び
人

生
観

に
關

す

る

一
般

的
問

題

の
學
的
考

察

で

あ
る
」
。

℃
ぼ
ざ
ω
o
噂
試

o
宏
θ
9
①
宅
一器
o
け
ω
o
ず
鉱
け
出
o
げ
o
じd
Φ
ず
p
昌
臼
q
昌
αq

自
o
同

餌
コ
αq
Φ
日
①
ぎ
①
づ

男
冨
oq
窪

く
§

ミ

o
胃
。
蒔

9

暮
巳
ω
償
巳

H
①
び
①
霧

9
昌
。・
ざ
ぼ

・
と
言

つ
て

い
る
し
、
西

田

幾
多
郎

は

「
哲

學

と
は
知
識

の

お

る

最

高

の
統

一
で

あ

る
」
。

と
言

い
、

田
邊
元

は

「
哲

學

は
本

來
學
問

で
あ

る
。
」

と
言

つ
て

い
る
。

又
、

バ
ー
ト
ラ

ン
ド

・
ラ

ツ
セ

ル
も

㈲

「
論

理
分

析

を
哲
學

の
主

要

な
務

め
で

あ
る

と
す

る
」
。

と
述

べ
て

い
る
。

こ
れ

に
封

し
て
、
暉

は
只
管

打
坐

で

あ
り
、

修
行

で

あ
る
。

實
践

で
あ

り

、
錬

成

で

あ
る
。
從

つ
て

、
潭

は
哲
學

で

は
な

い
。

し
か

し
、

プ

ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ

ム
の
哲

學
観

は
非

常

に
行
爲

的

で
あ

る

か
ら
、

デ

ュ
ー

イ
の
哲

學

の
定

義

は
、
輝

に
通

じ
る
も

の

を
感

じ
さ

せ
る
。

師

輝

の

哲

學

二
七



縄

學

研

究

.

二
八

ち

デ

ュ
ー

イ
は
次

の
如

く
言

う
。

「
哲

學

は
問

題

と
方

法

と

の
或

る
全
盤

性
、

普

遍
性
、

究
極

性

を

意

味

す

る
道

と
し

て

方

法
手

段

と

し

て

一
般

に
定
義

さ
れ

て

い

る
。
問

題

に
關

し

て
は
、
哲

學

は
理
解

せ
ん

と
す

る

一
つ
の
企

て

で
あ

る
。
印

ち

世
界
及

び

人
生

の
種

々

な
細
事

を
、

或

る
軍

一
の
包

括
的

全
膣

に
ま

と
め

ん
と
す

る
企

て
で
あ

る
。

哲
學

者

の
態
度

か

ら
見

れ
ば

、

哲

學

は
吾

々

の

経
験

に
封

し

て
・出
來

る
だ
け
統

一
し

た
、

調
和

し

た
、
完

全

な
見

解

を
得

ん
と
す

る
努

力

で
あ

る
。
哲

學

の
贋

値

は
解
決

を
與

え

る

こ
と

に
あ

る
の
で

は

な
く
、

(
解

決

は

實

行

に
よ

つ
て
の

み
な

さ
れ

る
)
問

題

の
難

か

し

い
所

を
確

か

め
、

そ
れ

を
解

決
す

る
方

法

を
示

す
と

こ

ろ
に
あ

禰
」
。

と
。

蜀
げ
昌
8
0
℃
げ
団

『
器

αq
Φ
づ
Φ
壁
昌
団

び
8

つ

ユ
Φ
暁貯
Φ
侮

ぎ

≦
90
団
ω

宅
匡
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げ

一B
"
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ρ

8

容
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8
雷
ロ
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℃
oq
Φ
昌
興
巴
津
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90
昌
山

`
匠
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9
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①
ω
ω
c
h
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o
窪

ω
ロ
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8

け
日
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H

⇔
昌
侮

日
o
爵
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●

ミ

詳
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『
o
の
b
Φ
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8

ω
仁
9
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9

ヨ
9
け
Φ
さ
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げ
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ω
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娼
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鴇

δ

四
昌

9
8
ヨ
讐

8

8

日
冒
δ
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①
昌
亭
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90
け

δ
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ひq
9
ぽ
興

8
αq
o
爵

o
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①
<
①
ユ
①
α

幽
Φ
け
90
昌
ω

9

夢

Φ

零
自
鉱

曽
昌
傷

o
剛
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h
①

ぎ
8

"

の
ぎ
ひq
冨

言
o
冒
段
く
Φ

≦
プ
9
9

0
昌

爵
o

ω
置
①

o
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窪
Φ

9
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q
傷
Φ

o
断

爵

Φ

》
匡
ざ
ω
o
ロ
げ
Φ
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夢

①
冨

δ

爵

Φ

o
昌
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零
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8

9
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鋤
ω

`
巳

鵠
①
9

8

昌
忽
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0
9

"

ρ
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o
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ヨ

艮

0
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帥
昌

o
億
匹
露

∬
》
0
5

Φ
×
b
Φ
ユ
Φ
づ
8

僧
ω

同ω

眉
o
器
ま

冨

●

H
けω
<
9
器

嵩
Φ
の
き

け
ぎ

h霞

巳
ω
ぼ
昌
㈲

ω
o
嘗
餓
8

ω

(零
三
6
げ

$

昌

び
0

8

霞
Φ
<
巴

8

一団

ぎ

8
ユ
o
旨
)

げ
暮

ぎ

山
Φ
h
ぎ
一5

αq

α
賦
臣
6
巳
ユ
Φ
ω
曽
づ
α

ω
仁
ぴq
αq
①
ω
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昌
αq

ヨ
Φ
けげ
9
蹟ω
♂
同
α
Φ
巴
貯
αq

宅
詳
げ

夢
⑦
R
r

こ
の

デ

ュ
ー

イ

の
定

義

を
見

る
と
、

全
く
暉

そ

の
も

の

の
内
容

を
彼

が
語

つ
て

い
る
か

の
如

く

に
讃

み
と

れ

る
。

實

に
暉

は
新

し

い
悟

り

を
、
完

全

な

見
解

を
得

ん
と
す

る
努
力

で

あ
り

企

て
で

あ
る
。
暉

は
解
決

を
與

え

る

こ
と

に
目
的

を

お
く
も

の
で
は

な
く

し

て
、

解

決

へ
の
道

程

に
贋
値

を

見

出
す

も

の
で

あ

る
。

こ
の
意
味

で
、

暉

は
プ

ラ
グ

マ
テ

ィ
ッ
ク

で
あ
り
、

プ

ラ
グ

マ
テ

ィ
ズ

ム
は
暉
的

で

あ
る

と

い
う

こ
と
が
出

來

る

。

デ

ュ
ー

イ
的

に
言

え
ば
、

哲
學

は
實

用
的

で

あ
り
、
縄

的

で

あ
る
が

、
哲

學

の
正
統

派

か
ら
見

れ
ば

、

こ
れ

は
異

例

の

こ
と
で

あ
ろ

う
。

コ



し
か

ら
ば
、

暉

の
哲

學

と

い
う
術
語

が
成

立

し

う
る

の
は
如

何

な
る
理

由

に
よ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

元

來
宗

教

と
哲
學

と
は
全

く
次

元

を
異

に
す

る
も

の

で
は

あ
る
が
、

又

、

一
脈
通
ず

る
も

の
を
持

つ
よ

う
で

あ
る
。

「
私
自
身

は
、
哲

學
が

宗
教

的

ド
グ

マ
の
眞

理
性

を
讃
明

す

る

こ
と
も

論
駁

す

る

こ
と
も

で
き

な

い
と
信

じ

て

い
る
が

、
プ

ラ

ト

ン

以
降
、

大

部
分

の
哲
學
者

た
ち

は
、
不

死
性

と

か
脚

の
存

在

に
關
す

る
謹

明

を
考

え
出
す

こ
と
を
自

ら

の
務

め

の

一
部

と
見

な

し
て
き

た

の
で

あ
る
。

彼
等

は
先
行
者

た
ち

の
誼
明

に
難

く

せ
を

つ
け

た
1

聖

ト

マ
ス
は
聖

ア

ン

セ
ル

ム
の
謹
明

を
排

斥

し
、

カ

ン
ト
は
デ

ω

カ
ル
ト
の
讃
明
を
退
け
た
ー

が
、
彼
等
は
自
ら
新
ら
し
い
誰
明
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。」

と
の
ラ
ッ
セ
ル
の
言
葉
が
こ
の
間
の
清
息
を
よ
く
物
語
つ
て
い
る
。
田
邊
元
も

「
宗
教
は
哲
學
と
道
を
異
に
し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
、

一
方
は
相
封
か
ら
相
封
へ
と
辿
つ
て
絡
に
絶
鉗
に
ゆ
く
と
い
う
道
を

と
り
、
他
方
は
絶
封
か
ら
直
接
に
相
封
に
は
た
ら
き
が
及
ん
で
、
絶
鉗
自
身
が
相
封
に
自
ら
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
道
を
と
り
、
從

っ
て
そ
の
意
味
で
逆
な
と
こ
ろ
が
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
絶
封
と
相
封
と
の
關
係
が
そ
こ
に
定
立
せ
ら
れ
る
と
い
う
鮎
に
お
い
て
は
相

⑧

一
致

し

て

い
る

の
で

あ

る
。
」

と
言

つ
て

い
る

。

確

か

に
ラ

ツ
セ

ル
の
言

う
如

く

、
哲

學

は
宗
敢

の
内

容

に
ま

で
侵

入
す

る

こ

と
は
で

き

な

い
が

、

し
か

し
外
部

に
立

つ
て
宗
敢

の
外

延

を

規

定

す

る

こ
と
は
、

可
能

で

あ

る
と
言

え

よ
う
。

反
封

に
、

宗
数

は
哲

學

を
何
威

ま

で
取
扱

う

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
か

。

こ
れ
ら

の
問

題

に
封

し

て
、

ヘ
ー
ゲ

ル
は
彼

の
汎
論

理
主

義

の
立

場
か

ら
、
宗

敢

は
直

観

で
あ

つ
て
概

念

で

は
な

い
と

い
う
理

由

で
、

宗

教

を
哲

學

よ
り
下

位

に

お

い
て

い
る
が
、

し

か

し
、
眞
實

に
は
、
宗

敢

は
哲

學

を

し
て
成

立

せ
し

め
る
基

底

を
な

す
も

の
で

あ
り
、

從

っ
て
宗
教

は
哲
學

の
上

に
位

す

る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

哲
學

と
宗

教

と
宗
教

哲

學

と
既
成
宗

数

と

の
四

つ
の
間

の
關

係

も
ま

た
、

既

に

へ
ー
ゲ

ル
が
詳

細

に
論

じ

て

い
る
所

で
あ

る
。
印

ち
彼

は
そ

の
著

「
宗
敏

哲

學
」

に
於

て
、

輝

の

哲

學

二
九



揮

學

研

究

三
〇

「
1
哲
學

一
般
は
宗
教
に
如
何
に
關
係
す
る
か
、
2
宗
教
哲
學
は
哲
學
に
如
何
に
關
係
す
る
か
、
3
既
成
宗
教
に
封
す
る
宗
教
の
哲

㈲

學
的
考

察

の
關

係

と
は
如
何

な
る
も

の
で
あ

る
か

が
問

題

に
な

る
。
」

国
の
囲
冨
oq
け
ω
甘
げ

α
昌

Φ
吋
N
q
昌
似
o
ぽ
ω
け
"
ド
)

≦
冨

く
Φ
昌

93
胃

忽
9

a
o
℃
げ
ロ
0
8
づ
ぼ
Φ
警

Φ
昌

9。
目
讐

N
霞

菊
o
ロ
αq
δ
炉

bo
)
ぞ
δ

<
Φ
誉
93
胃

忽
o
ず

&
Φ

国
9
戯

δ
霧

旭
ゴ
一ざ
ωo
b
窪
Φ
§

『
℃
ず
出
8
0
℃
甑
Φ
℃
二
昌
α

ミ
9
6
げ
Φ
ω
δ
け

ω
)

α
拐

く
Φ
昌

93
害
巴
ω
α
o
同

℃
ぼ
δ
ω
o
㍗

眠
ω
9

Φ
ロ

bd
9
冨
9

ε

昌
αq
住
Φ
触
幻
Φ
自
αq
δ
コ

N
霞

"
o
ω
葺

く
o
昌

男
Φ
嵩
αq
δ
昌
吋

と
述

べ
、

そ

れ
に
引

続

い
て

「
宗

敏

並

に
哲

學

の
封

象

は
客
観

性

そ

の
も

の

に
お
け

る
永
遠

の
眞

理

で
あ
り

、
紳

で
あ
り

、

し
か

し
て

聯

の
説

明

で

あ
る
。

哲
學

は
宗
敏

と
同
じ

活
動

で

あ
る
。

か

く

し
て
宗
教

と
哲
學

と

は

一
致

す

る
。
哲

學

は
實
際

そ

れ
自

身
神

事

で
あ

り
、
宗

教

で
あ

る
。

し

か

し
爾
者

の
塵

別

を

な
す
も

の

は
、
哲

學

は
、
人

が
普

通
宗

教

そ

の
も

の
と
名

づ

け
る

と

こ
ろ

の
仕

方

と

は
雇

別

さ

れ
て
、

濁
自

の
仕
方

働

で
紳

に
從
事

す

る

と

い
う

こ
と

で
あ
る

。
」

と
詳

読

し

て
宗

教

と
哲

學
と

の

一
致

を
明
確

に
断

定

し
、

そ

の
相

違

鮎

と
し

て
た

ゴ
爾
者

の
形

式

の

み
を
取

上
げ

て

い
る
。
郎

ち

事
態

的

(
ω
曽
O
げ
一一〇
ず
)

に
は

爾
者

は

一
致

し
て
共

に
神

叉

は
眞
理

を
劃

象

に
も
ち

、

形

式
的

(ぎ

&
Φ
b
答
)

に

は
爾
者

は
相

違

し
て
経
験

的

形

式

と
概

念

的
形

式

と

の
差

異
が
あ

る

の
で
あ

る

と

へ
ー
ゲ

ル
は
考

え

て

い
る
が

、
こ
の

こ
と
は
或

る
程

度

正

し

い
と

い
う

こ
と
が
で

き

る
。

印

ち

哲
學

は
、

最
終

に

お

い
て
は
、

紳
及

び
眞

理

を
概

念

と

い
う
形

で
捉

え
る

こ
と

で
あ
り

、
宗

敏

は
、

神
及

び
眞

理

を
経
験

的

に
直

観

す

る

こ

と
で
あ

る
。

そ

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
が

、
更

に
、

「
一
般
に
宗
数
は
人
間
意
識
ー

そ
れ
が
見
解
で
あ
れ
、
意
志
、
表
象
作
用
、
知
、
認
識
作
用
で
あ
れ
ー

の
最
後
の
且
つ
最
高
の

ω

領
域

で

あ
り
、

絶
封

的
成

果

で
あ
り

、

そ

れ

へ
と
人
間

が
絶

封
的

眞

理

の
領

域

と

し
て
移

行

す

る
と

こ
ろ

の
領
域

で

あ
る

。
」

と

い
う
以

上

、
宗
教

が

哲
學

の
基
底

を
な

す

こ
と

は
容

易

に
承

認

せ
ら

れ
る

と

こ
ろ
で

あ

る
。



以
上
が
宗
敏
と
哲
學
と
の
關
係
の
概
観
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
、

「
潤
の
哲
學
」
と
は

一
燈
、
宗
数
に
厨
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
哲

學
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「縄
の
哲
學
」
は
宗
敢
哲
學
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
哲
學
内
に
位
す
る
と
言
え
る
が
、
し

か
し
軍
な
る
哲
學
で
は
な
い
。

一
般
に
、
正
し
い
意
味
で
の
宗
敢
哲
學
は
哲
學
か
ら
宗
敏

へ
の
方
向
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
郎
ち
人
間
理
性
か
ら
出
嚢
す

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
宗
敢
的
髄
験
を
基
礎
と
し
て
の
哲
學
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

田
邊

元
博
士
が

、
、

、
、

㈹

「
宗
数
哲
學
は
宗
数
哲
學
的
に
で
な
け
れ
ば
途
行
せ
ら
れ
な
い
。」
と
言
い
、
更
に
、

「
宗
敢
哲
學
に
い
た
つ
て
は
、
絶
鉗
の
相
封
に
封
す
る
啓
示
の
關
係
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
特
別
な
困
難
に
出
會
う
の

で
あ
る
。
絶
樹
者
が
自
ら
を
わ
れ
わ
れ
に
鍬
し
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
關
係
が
信
仰
に
あ
ら
わ
れ
て
、
初
め
て
宗
教
と
い
う
も
の
が
成
立

つ
。
宗
教
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
絶
封
的
な
る
も
の
に
向
う
か
ら
鯛
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
宗
数
哲
學
と
い
う
も
の
は

㈲

成

立

す

る

こ
と
が

で

き
な

い
わ

け

で
す
。
」

と
言

う

こ
と

は
全
く

正

し

い
。

た

し
か

に
宗
数

哲

學

は
宗

敏

的
髄

験

を
根

底

に
持

た

な
け

れ
ば
成

立

し

う
る
も

の
で
な

い
。

シ

ュ
ラ

イ

エ

ル

マ
ツ

ヘ
ル
は
賢

明

に
も

こ
の

こ
と
を
最

も
早

く

強
調

し

て
次

の
如
く

言

つ
て

い
る
。

印

ち

「
宗
敏

は
實

に
稀

な

こ
と

で
あ

つ
て
、

之

に
就

い
て
何

か

を
語

る
者

は
、
其

れ

を
聴

け

る
所

な
き
が

故

に
、
必

ず

や
自

ら
有

し

て

い
た

の
で
な

け

れ
ば

な
ら

ぬ
。
私

が
宗

教

の
事
業

と

し

て
賞

讃

も

し
感

じ
も

す
る

一
切

の

こ
と

に
關

し
て

は
、

神

聖

な
書
物

の
中

に
は
殆

㈹

ん
ど

存

し
な

い
。

而

し

て
自

ら
之

を
経

験

せ
ざ

り

し
者

に
取
り

て
は
、
其

れ

は
蹟

に
非

ぎ

れ
ば

愚

な

こ
と

で
は

な
か

ろ
う

か
。
」

と
。

し
か

し
、

宗
教

哲

學

は
宗

敢

的
艦

験

に
壷

き

る
も

の
で

は
な

い
。

田

邊
博

士

の
言

う
通
り

、

「
宗
教

哲

學
も

や

は
り
哲

學

と
し

て
學
問

⑬

な

の
で
あ

る
。

決

し

て
軍

な
る
宗
敢

で
は

な

い
の
で
す

。
」
從

っ
て
、

禮
　

の

哲

學

三

一



縄

學

研

究

三
二

宗
教
哲
學
は
宗
敏
的
燈
験
の
哲
學
的
反
省
の
學
で
あ
る
と
定
義
す
れ
ば
大
過
な
き
を
得
る
で
あ
ろ
う
。

㈲

田
邊
博
士
は
、

「
宗
教
哲
學
は
宗
教
の
哲
學
的
自
覧
で
あ
る
。」
と
言
い
、

働

波
多
野
精

一
博
士
は
、

「
正
し
き
宗
敢
哲
學
は
宗
教
的
膣
験
の
反
省
的
自
己
理
解
、
そ
れ
の
理
論
的
回
顧
と
し
て
成
立
つ
。」

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
宗
敏
哲
學
の
定
義
と
し
て
、
そ
の
正
鵠
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ

し
か
し
、
我
々
は
更
に
進
ん
で
次
の
如
く
定
義
を
下
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
最
も
良
く
其
の
正
確
を
期
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

印
ち
、

『
宗
数
哲
學
と
は
宗
敏
的
燈
験
の
内
部
に
お
け
る
合
理
性
の
自
覧
そ
の
も
の
で
あ
る
。』

從

つ
て
、
輝
の
哲
學
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
始
め
て
正
し
く
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
暉
の
哲
學
と
は
暉
的
膿
験
の
中
に
お
け
る
合
理
性
の
自
覧
で
あ
る
。
そ
し
て
輝
の
本
質
と
輝
の
眞
理
性
と
は
共
に
潭
の
哲
學
の

内
容
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
哲
學
が
概
念
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
縄
の
膣
験
の
合
理
的
自
覧
に
よ
っ
て

の
み
始
め
て
正
當
に
規
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
も
亦
、
人
間
理
性
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
そ
の

も
の
を
究
極
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
宗
敏
的
艦
験
の
内
部
に
お
け
る
合
理
性
の
自
畳
と
し
て
の
暉
の
哲
學
は
、
い
か
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
宗
敏
的
腱
験
の
哲
學
的
自
覧
で
あ
る
以
上
、
個
人
の
輝
的
髄
験
が
反
省
さ
れ
て
哲
學
の
形
を
取
つ
て
客
観
的
に
表
詮
さ
れ
る
よ
り
外
に

方
法
は
な
い
。

田
邊
博
士
も
、

「
宗
敏
哲
學
は
宗
教
の
哲
學
的
自
覧
だ
と
い
う
そ
の

『宗
教
の
』
と
い
う
個
牲
的
、
個
人
的
な
面
と
、
『哲
學
的
自
畳
』

だ
と
い
う
普
遍
的
な
面
と
が
、
ど
う
結
び
つ
く
か
と
い
う
問
題
、
こ
れ
が
非
常
に
む
つ
か
し
い
問
題
と
な
る
の
で
す
。
そ
こ
で
宗
敏
哲
學

に
つ
い
て
お
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
も
ま
た
な
に
か
自
分
の
信
仰
と
い
う
も
の
を
出
爽
鮎
に
し
、
土
墓
に
し
て
、
そ



の
上
で
宗
敏
哲
學
的
な
自
畳
を
行
う
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
な
宗
教
信
仰
に
封
す
る
告
白
で
あ

㈲

る
と

い
う
意
味

合

を
必

然

に
伴

わ
ぎ

る
を

え

な

い
と

い
う
鮎
が

あ

る
。
L

と
言

つ
て

い
る
。

し
か

ら
ば

、
そ

の
哲

學

の
形

と

は
ど

の
よ

う
な
形

で

あ
ろ

う
か
。

そ

れ

は
印

ち

個
人

の
宗
教

的

髄
験

が
自

ら

好
む
哲

學

上

の
形

式

に
外

な

ら

な

い
。
印

ち

、
私

自
身

の
宗

敏
的

腱

験
が

、
自

己

の
内
容

に
最

も
適

す

る
と
考

え
る
哲

學
上

の
形

式

を
選

ん
で
展

開

せ

し
め
る

の
で

あ

る
。

ジ

ヨ
ン

・
デ

ュ
ー
イ
が
、

「
哲
學

の
本

質

」

に
お

い
て
、

「
吾

ら

は
哲
學

の
定

義

は
下

さ

な
か

つ
た

け
れ

ど
、

大
髄

に

お

い
て
哲
學

を
問

題

の
方

面

か

ら
解
繹

し
て
、

そ

れ
は
色

々

な
問
題

を
取

扱

う

こ
と

で
あ

る
が
、

問

題

と
は
心

と
物

、
身

髄

と
精

帥
、
人

間
界

と
自
然
界

、

個
人

と
阯

會
、

理
論

(
知
)

と
實

際

(行

)

と

の
關
係

の
如

き
問

題
を

意
味

す

る
。

こ
れ

ら

の
問

題

を
組

織
的

に
述

べ
る
哲
學

の
諸

読

は
、
人

間
が

、
自

然

に

つ
い
て
、
自

分
自
身

に

つ

い
て
、

ω

又
人
間

と
自

然

と
を

包
容

し
支

配

す

る
と
思

わ

れ
て

い
る
實

在

に

つ

い
て
、

い
か

に
考

え
る
よ

う

に
な

つ
た
か

を
明

か

に
意
識

さ

せ
る

。
」
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①
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Φ
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ぎ
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言
ユ
Φ
o
鴇
8

αq
9
δ
『
昌

げ
o
爵

●

と
言

つ
て

い
る

よ
う

に
、
私

は
哲

學

の
問

題
を

自
然

と
、

自
分

自
身

と
、

爾
者

を
包

容

す

る
實

在
印

ち
肚

會

と

の
三
者

に
ま

と

め
る

こ
と

が
出

來

る

と
考

え
る
。

バ
ー

ス

・
ア
カ

デ

ミ
ー

の
校

長

フ

ロ
ー
リ

ア

ン
は
教
育

の
全
科

目
を
、

ω

人

と
自

然

と

の
關
係

、
②

人

と
自
己

自

輝

の

哲

學

三
三



繹

學

研

究

三
四

身

と

の
關

係
、

㈹
人

と
他

の
人

々
と

の
關

係
、

の
三
群

に
分
類

し

て

い
る
が

、

固

。
ユ
き

。
奮

の
田

巴

,。
=

ω
億
9
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g
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=
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け建

g
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菊
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昌
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囲
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昌
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ω
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崔
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5
住

(一出
)

菊
o
冨

ユ
o
昌

o
h

一≦
⇔
昌

8

9
ず
Φ
民

日

Φ
ロ
。

全

く

そ

れ

と

同

様

に

、

バ

ー

ト

ラ

ン

ド

・
ラ

ッ

セ

ル
も

、

そ

の

著

「
攣

り

ゆ

く

世

界

へ

の
新

し

い
希

望

」

に

お

い

て

、

㈱

・

第

一
部

人
間

と
自

然

、
第

二
部

人

間

と
人
間

、

第

三
部

人
間

と
自

己
、

に
分

け

て
そ

の
論

を
進

め

て

い
る
。

從

つ
て
吾

々
も

亦
、

暉

の
哲

學
を
究

明

す

る

に
當

つ
て
、

此
等

の
三
部
門

を
申

心

課
題

と

し

て
論

を
進

め
た

い
と

思

う
。

印

ち
、
第

一
部

人
間

と
自

己
自
身

と

の

關
係

と

し

て
、

輝

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
を

、

第

二
部

人
間

と
他

の
人

々
と

の

閣
系

と
し

て
、
輝

の

ソ
ー

シ
ヤ
リ
ズ

ム
を
、
第

三
部

人

間

と
自

然

と

の
關
係

と

し
て
、
暉

の

ナ
チ

ュ
ラ
リ
ズ

ム
を
取

上
げ

る
こ

と
と
す

る
。
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第

一
部

禅

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ
ズ

ム

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
と

は
何

で
あ

ろ
う
か

。

そ
れ

は

ひ
ろ
く
人

間

の
生

活

に

つ
い
て
、
深

い
關
心

を
も

つ
こ
と

で
あ

る
と
言

わ

れ
る

で
あ

ろ
う
。

し
か

し

そ

の
深

い
關

心

と

は
何

を
意
味

し
て

い
る
か
。

ニ
コ
ラ

ス

・
ハ
ン
ス
は

こ
れ

に
答

え

て
、

「
ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
は
元
來

、
数

義

の
枷

か
ら

の
理
性

の
解
放

と
、

現
實

の
事

實

を
観
察

す

る

こ
と

に
よ

つ
て

の
自
然

と
人

間
性

と

の

批
到
的

研

究

と
を
意

味

し
た
。

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
教

育
問

題

に

つ

い
て
の
人
間

的
研

究

と
人

道
的

研
究

と

の
爾
面

を
包

含

し

て

い
る
。

こ
こ
に
入
聞

的

と

い
う

の
は
、

人
間

の
本
性

と
人
間

の
關
心

と
が

、
禁

欲

の
理

想
と
世

界

に

つ

い
て

の
偏

狭

な
教

義

上

の
解
繹

と

の
た

め

に
、
宗

敏

に
よ

つ
て
抑

え
ら

れ

て
は
な

ら

な

い
と

い
う
意
味

に

お

い
て
で

あ
り
、

人
道

的

と

い
う

の
は
、

子
供

の
本

性

や
成
長

し
ゆ
く
子

㈹

供
心
が
、
残
酷
な
學
校
訓
育
や
嚴
し
い
敏
授
法
に
よ
つ
て
抑
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。」

と
詳
細
に
分
析

輝

の

哲

學

三
五



摺
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こ

の

よ

う

に

、

西

洋

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム

は
宗

敏

と

傳

統

か

ら

の

人

間

の
鵤

放

を

意

味

す

る

。

㈲

抑

、
西

洋

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
、

ハ
ン
ス

の
言

う

通
り
、

そ

の
起

源
を

ギ
リ

シ
ヤ

に
ま
で

遡

る

こ
と
が
出

來

る
。

そ

し
て
現
代

に
至

る

ま
で

四
期

の
攣
遷

と
特

色

と
を

示

し
て
き

た

の
で

あ

る
。

印

ち

第

一
期

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
は
ギ

リ

シ
ヤ

の
啓
蒙
時

代

に
既

に
起

つ
て

い
る
。

そ
れ

ま

で

の
自
然
研

究

中
心

か
ら

、
始

め

て
人
間

探

究

の
方
向

に
眼

を
轄

じ

た
時

期

で

あ

る
。

此

の
第

一
期

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
特

質

は
、

自
然

か

ら

の
人

間

の
解
放

に
あ

る
。
下

村
寅

太
郎

も
そ

の
著

「
科

學
史

」
に

於

て
次

の
如

く
言

つ
て

い
る
。

「
我

々

は
不

測
不

知

の
事

柄

や
未
來

に
樹

し
不

安

と
怖

れ
を
持

つ
時

、
人

間

以
上

の
威

力

を
借

り

よ
う

と
す

る
。

そ
れ
が

魔
術

的

な

考

え
方

の
動
機

に
な

る
。

こ
れ

を
徹
底

的

に
排
除

し
て
、
自

畳
的

に
專

ら
人

間

の
理
性

の

み
に

よ

つ
て

一
切

の
も

の
を
見

、

一
切

の
も

'

の
を
理

解

し
よ

う
と

す
る
態

度

に
於

て
科

學
が

始

め
て
成

立

し
た
。

こ
の
よ

う

な
人

間

意
識

、
生

活
態

度
が

ギ

リ

シ
ヤ
人

の

ピ

ュ
ー

マ

紛

ニ
ズ

ム
で

あ

る
。
」

と
。

次

に
、

第

二
期
.の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
は
、

ル
ネ
サ

ン
ス
の
そ

れ
で

あ

る
。

そ

し

て

こ
の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
の
特

質

は
、
宗

教

か
ら

の
人



間

の
鯉
…放

に
あ

る
。
ビ

ュ
ア
リ
も

次

の
如

く
云

つ
て

い
る
。

「
ル
ネ
サ

ン

ス
は

モ

ン
テ
ー

ニ

ュ
に
よ

つ
て
例
謹

さ
れ

る
。

彼

の
魂

は
宗
数

の
領
域

の
中

に

は

い
な
か

つ
た

の
で

あ
る
。
彼

の
精

紳

㈲

を
形
成

し
そ

れ
を
捉

え

た
も

の
は

古
代

の
哲

學
者

と
賢
者

で
あ
り

、
キ
ケ

ロ
、

セ
ネ

カ
で
あ
り

、プ

ル
タ

ル

コ
ス
で

あ

つ
た
。
」

と
。㈹

そ

し
て
第

三
期

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
市

民
的

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
で
あ
り

十

八
世
紀

の
啓

蒙
主

義

を
地
盤

と

し
て
成

立

し

て

い
る
。

こ

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
特

質

は
政

治

か
ら

の
人
間

の
解

放

に
あ

る
。
印

ち

フ
ラ

ン
ス
革

Aoo
及

び

ア

メ
リ
カ

の
濁
立
等

に
よ

つ
て
市

民

階
級

が
支

配
階

級

を
打

破

し

て
政

治
的

自
由

を
得

た
時

期

で
あ

る
。

最
後

に
、
第

四
期

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は

二
十
世
紀

現
代

の

そ
れ

で
あ

る
。

そ

し
て
そ
,れ

の
特

質

は

砒

會
か

ら

の
人
間

の
解
放

に
あ

ω

る
。
現
代
思
想
は

へ
ー
ゲ
ル
の
没
落
か
ら
始
ま
る
。
印
ち
人
間
中
心
の
近
代
精
融
は

へ
ー
ゲ
ル
に
至
つ
て
そ
の
頂
鮎
に
達
し
て
途
に
崩
壊

し
始
め
、
彼
の
弟
子
に
し
て
後
に
反
逆
者
と
な
つ
た
三
哲
人
に
よ
つ
て
現
代
思
想
は
次
第
に
其
の
基
礎
を
固
め
、
人
間
中
心
か
ら
肚
會
中

心
へ
と
獲
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
現
代
に
於
て
は
肚
會
の
璽
力
に
よ
る
人
間
の
喪
失
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ム
も
そ

㈲

の
著
書

に
於

て
人
間

性

の
恢
復

の
問

題

を
強

調

し

て

い
る
。

以
上

が
西

洋

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
諸

相

で

あ
る
が

、

し
か

ら
ば
潭

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
人

間

を
何

か
ら
解

放
す

る

も

の
で
あ

る
か
。

そ

れ

は
人
聞

を
自

己
自

身

か
ら
解

放

す

る
も

の
で

あ
る
。
而

も

そ

の
解
放

に
よ

つ
て
、
縄

は
西

洋

の
四
種

の
解

放

を
、
印

ち
自

然

と
迷
信

と
か

ら
、
紳

か

ら
、
政

治

と
肚
會

か

ら

の
人
間

の
解
放

を

一
學

に
成

就
す

る
も

の
で
あ

る
。

田
邊
元

も

「
凡

そ
宗
教

と

い
う
も

の
は

い
つ

㈲

れ
も
人
間
の
解
放
を
目
的
と
し
て
い
る
。」
と
言
つ
て
い
る
。

達
摩
の
言
う

「
直
指
人
心
見
性
成
佛
」
と
は

一
切
の
束
縛
か
ら
の
人
間
の

解
放
を
示
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

又
、
無
門
も
次
の
如
く
言

つ
て
い
る
。

「
租
關
透
ら
ず
、
心
路
絶
せ
ず
ん
ば
、
書
く
是
れ
依
草
附
木
の
精
璽
な
ら
ん
。
…
…
蕎
然
と
し
て
打
登
せ
ば
、
天
を
驚
か
し
地
を
動

輝

の
.
哲

學

三
ヒ



暉

學

研

究

三
八

ぜ
ん
。
關
將
軍
の
大
刀
を
奪
い
得
て
手
に
入
る
る
が
如
く
、
佛
に
逢
う
て
は
佛
を
殺
し
、
租
に
逢
う
て
は
租
を
殺
し
、
生
死
岸
頭
に
於

⑳

て
大
自

在

を
得
、

六

道
四

生

の
中

に
向

つ
て
遊
戯

三
昧

な
ら

ん

」

と

。

こ
の
よ

う
な
輝

の
目

ざ

す
自
由

は
、

時
間

空
間

の
束

縛

を
も

超

え
た
大

自

在
で

あ
り
、

而
も

そ

れ

の
實

現

を
輝

は
將
來

す

る

の
で
あ

る
。

西

洋

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
人

間

の
回
復

と

し

て
自

由

と
卒
等

と
を
求

め

て

い
る
が
、

そ

れ
は

あ
く

ま
で
も

理
想

で

あ

つ
て
、

そ
れ

ら

の

實

現

は
全

く
不

可
能

で

あ

る
。

西

洋

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ス
ト

の
代

表
者

の

一
人

た

る
ペ

ス
タ

ロ
ッ
チ

ー
も

、

そ

の
著

「
隠
者

の
夕

ぐ

れ
」

に
於

て
、

「
玉
座

の
上

に
あ

つ
て
も

、

木

の
葉

の
屋
根

の
蔭

に

住

ま

つ
て
も
同

じ
人
間

。

そ

の
本
質

か

ら
見

た
人
間

。

そ
も
彼

は
何

で

あ

る

㈹
か

。
」

又

、

噂

㈹

「
ど

ん

な
低

い
地
位

に
あ

つ
て
も
、

蝉
僕

は

そ

の
主

人

と
本
質

に
お

い
て
同

じ

で
あ

る
。
」

と
述

べ
て
、

啓
蒙

期

の

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム

の
理
想

を
高

く

か
か
げ

て

い
る
が

、
人

間

の
本
質

と
は
何

か

に

つ
い
て
、

明
白

な
解

決

を
與

え
て

い
な

い
。
又

人
間

は
す

べ
て
卒
等

で

あ

る
と
説

く
が

、

そ
れ

は
や

は
り

理
想

で

あ

つ
て
、
卒
等

な
る
人
間

の
實

存

を
提

示

し
て

は

い
な

い
。㈲

ヵ

ン
ト
も

「
各

人

の
人
格

を
目

的

そ

の
も

の
と

し
て
、

決

し
て
他

の
手

段

と
な

つ
て

は

な

ら
な

い
。
」

と

し
て

人

格

の
絶

封
尊
嚴

を

読

い
て

い
る
が
、

そ
れ

は
あ

く

ま
で
規

範

で
あ

つ
て
、

現
實

の
存
在

で
は

な

い
。

こ
れ

に
樹

し
て
、
輝

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
は
、
無

門

の
言

う
通
り

、
人

間

の
自
由

と
李

等

の
實
存

を
説

き
、

人
間

の
本

質

の
實

謹
髄

験

を
示

し

て

い
る
。

し
か
ら
ば

、
自

由

と
李
等

の
現
存

は
輝

に
於

て
、

い
か

に
實

現

さ
れ

る
で

あ
ろ

う
か
。

人
間

は

一
切

の
も

の

と
自

己
自

身

か
ら
如

何

に

解
放

さ

れ
う

る
で

あ
ろ

う
か
。

こ

の
こ
と

を
無
門

が
明

確

に
数

示

す

る
。
即

ち
、



「
参
輝

は
須

ら

く
祀
師

の
關

を
透

る

べ
し
。
妙

悟

は
心
路

を
窮

め

て
絶

せ
ん

こ
と

を
要

す
。
」

と
。

こ
の
祀
師

の
關

が
即

ち
揮

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
の
實

現

の
唯

一
の
方
法

で
あ

る
。

し
か
ら
ば

租
師

の
關

は
、

具
燈

的

に
言

つ
て
、

ど

の
よ
う

な
も

の
が

あ

る
で
あ

ろ
う
か

。

㈲

そ
れ
は
第

一
に
、

「
趙
州
の
無
字
」
と
い
う
關
で
あ
り
、
そ
の
他
、
無
門
關
の
四
十
八
則
の
中
で
は
、
第
九
則
、
大
通
智
勝
佛
。
第
十

二
則
、
瑞
巖
主
人
公
。
第
十
八
則
、
洞
山
麻
三
斤
。

第
廿
三
則
、
不
思
善
悪
。
第
三
十
七
則
、
庭
前
柏
樹
子
。
第
四
十

一
則
、
達
磨
安

心
。
第
四
十
七
則
、
兜
率
三
闘
。
等
の
古
則
が
、
人
間
の
本
質
並
に
自
由
と
卒
等
を
事
實
と
し
て
實
讃
せ
し
め
る
具
盟
的
方
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
租
師
の
關
に
よ
つ
て
、
人
間
の
自
己
自
身
、
す
べ
て
の
人
に
自
由
奉
等
な
る
人
間
の
本
質
は
、
い
か
に
し
て
實
讃

さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
人
間
理
性
の
認
識
の
限
界
は
明
か
で
あ
る
。
印
ち
、
野
田
又
夫
が

「
悟
性
は
そ
れ
自
身
で
は
直
観
的
で
な
く
自
己
以
外
に
直
観
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
而
上
學
的
直
観

は
ど
こ
に
も
與
え
ら
れ
て

い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
時
空
の
形
式
に
お
け
る
感
畳
的
直
観
し
か
與
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
意
志
や
不
死
の
璽

㈹

魂

な
ど

を
、

た

と

え
考

え

る

こ
と

は
で
き

て
も
、
認

識

す

る

こ
と
は

で
き

ぬ
の

で
あ

る
。
」

と
言

う

こ
と

は
全
く
正

し

い
。

然
ら

ば
、
吾

々
自
身

の
本

質
、

カ

ン
ト
の
言
葉

で
言

え

ば

「
私

の
物

自

醗

」

は
、

果

し

て
認

識

可
能

で

あ

ろ
う

か
。

「
空
間

に
於

て
直

観

さ
れ

る
も

の
は
何

物

も

そ
れ
自

身

で
は

な

い
。

わ

れ
わ

れ
が
外

的

封
象

と
名

づ
け

る
も

の
は
、

わ

れ
わ
れ

の
感

性

の
軍

な

る
表
象

に
す
ぎ

な

い
。

そ

の
表

象

の
眞

の
封
慮

者

で
あ

る
所

の
物
自

盟

は
、

わ

れ
わ

れ
が
現

象

の
申

へ
如
何

に
深

く

入
り

込

ん

で
行

つ
て
も

認
識

す

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

同

時

に
、

時

間

に
於

て
直

観

さ

れ
る
も

の

は
何

物

も
物
自

盟

で

は
な

い
。

從

つ

て
、

わ

れ
わ

れ
が

わ

れ
わ

れ
自
身

を
直

観

す

る
の

は
、
如
何

に
わ

れ
わ

れ
が
わ

れ
わ

れ

に
現
象

す

る
か

と

い
う

こ
と

で
あ

つ
て
、

わ

緯

の

哲

學

三
九



暉

學

研

究

四
〇

れ
わ

れ
が
如

何

に
在

る
か

と

い
う

こ
と

で

は
な

い
。」

從

つ
て
、
吾

の
吾

自
盤

は
時

間

空
間

に
於

て
直

観

さ
れ

う

る
も

の
で

は
な

い
。
吾

自

膿

を
考

え

る

の
で
は
な

く
直
観

す

る

た
め

に
は
時

間

空
間

の
直

観
形

式
を
超

え
ね
ば

な
ら

な

い
。
吾

自
髄

を
観

ん

と
欲

せ
ば
自

己
内

に
あ
る

あ
ら

ゆ

る
客

盟
的

の
も

の
を
悉

く
取
り

除

か
ね

ば

な
ら

な

い
。

印

ち
自
己

否
定

の
連
績

と
深

化

と
を
積

み
重

ね
て
行

く

の
で
あ

る
。

無

門

が
、

「
妙
悟

は
心
路

を
窮

め

て
絶

せ
ん

こ
と

を
要
す

。
」

と

い

い
、

大
死

一
番

、
絶

後

に
蘇

る

と

い
い
、

八
識

田
中

に

一
刀

を
下

す

と

い
う
所

以
で

あ

る
。

六

祀
が

「
頓

」

と

い

い
、
白

隠
が

、

「
忽
然

」
、
「
頓

に
」

と

い
う

の
も
、
人

間

理
性

か
ら
不

滅

の
心

へ
の
道

は
な

い
こ
と
を
言

い
表

わ

し
た
言
葉

で
あ

る
。
柿

秀
が

漸

修

と

い
う

の

は
、

自
己

否
定

の
経
路

を
言

つ
た
も

の

に
外

ぼ

ら
な

い
。
自

己

の
中

の

あ
ら

ゆ

る
客

髄
的

の
も

の
を
否
定

し
蓋

し
て
後

に
、

忽
然

と

し
て
、
自

己

の
物

自
髄

を
覧

す

る

の
で
あ

る
。

こ
こ
に

は
飛
躍

が

あ
り
、

断

㈲

絶

が

あ
り
、

横
超

が
あ

る
。
非

連

績

で
あ

る
。
西

田

幾
多

郎

の

「
知

的
直

観
」

の
如

き

連
績

で

は
な

い
。

從

つ
て
田
邊
元

の
言

う
如

き
紳

人

合

一
の
紳

秘
主
義

の
連
績

の
欠

略

は

な

い
の
で

あ
る
。

そ

し
て
頓

覧

の
方

向

に

わ
れ

わ

れ
を
導

く

の
が
、
無

門

の
言

う
祀
師

の
關

で
あ

る
。

自

己

の

「
物

自
艦

」

の
認
識

は
、
人

間

理
性

を
超

え

る

こ
と
に

よ

つ
て
始

め
て
成

就
す

る
。

そ

の
超

え

る
方

法

は

「
下
」

か

ら
は
、

存

在

し

な

い
。
人

間

か
ら

で

は
不

可

能

で
あ

る
。

道
元

が

、

「
自

己

を

は

こ
び

て
萬
法

を
修
讃

す

る
を
迷

と

す
。

萬

法

す
す

み

て
自

己

を
修

誼

す

る
は
悟

な
り

。
」

と

い
う

所

以

で
あ

る
。

又
、

彼

は
、

「
佛
道

を
習

う

と

い
う
は
、

自

己
を

な
ら

う

な
り
。
自

己

を

な
ら

う
と

い
う
は
、
自

己

を
忘

る

る
な
り

。
自

己

を
忘

る

る
と

い
う

は
、

萬
法

に
讃

せ
ら

る
る

な
り
。
萬

法

に
謹

せ
ら

る
る

と

い
う
は
、

自
己

の
身

心
及

び

、

佗

己

の

身

心
を

し

て

脱

落

せ

し
む

る
な

り

。
」

と
明
快

に
説

破

し

て

い
る
。

又
、
宝

鏡

三
昧

に
、

「
汝
不

是
渠

、
渠

正
是

汝

」

と

い
う
所
以

で
あ

る
。



又

、
趙

州
が

、

「
如
何

是

組
師
西

來

意

」
と
問

わ

れ

て
、

「
庭

前

の
柏

樹
子

」
と
答

え
た
心

底

は
之

に
通
ず

る
も

の

で
あ

る
。

然

ら

ば
、
人

間

理
性

を
超

え
る
唯

一
の
方

法

で

あ

る

祀
師

の
關

と

は
、

ど

う

い
う
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

千

七
百

の
公

案
が

こ
れ
で

あ

る
。望

鴇

の
舞

關
の
諸
則
の
外
飯

た
と
え
ば
・

「
室
空

㍊

」、
室

道
無
蜘
L
、
「
天
上
天
下
唯
我
濁
肇

「
趙
州
の
蔭

館

㈱一
」
等

が

あ

る
。

そ

の
他
多

く

の
租

師

の
關

は
、
人

間
悟

性

の
働

き
、
分

別

、
思

惟

を
除
去

す

る
具
盟

的
方

法

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
租
師

の
關

に
よ

つ
て
、

始

め

て
、
西
洋

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
理

想

と
す

る
人
間

の
本

質

と
人
間

の
自

由

と
李
等

と
が

、
事

實

と

し
て
、

此

の
現
實

の
人
間

に
よ

つ
て
獲

得

さ

れ
得

る
の

で
あ

る
。

こ
れ

こ
そ
、
西

洋

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
の
限
界

を

の
り

こ
え

た
東
洋

的

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
新

し

い
意

味

で
あ
り

、
從

つ
て
又

、
輝

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
の
世
界

的

贋
値

で
も

あ

る

の
で
あ

る
。
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