
佛

教

に

お

け

る

戦

孚

髄

験

市

ノ

白

弦

序

章

太

李
洋

載

孚

と

「
神

國
日

本

」

の
敗

退

と
は
、

「
皇

道
佛
教

」

に
と

つ
て
大
き

な
試
練

で
あ

つ
た
。

こ
の
試
練

を

こ
ん

に
ち

の
佛

教
が

な

お
ざ
り

に
し
、

こ
の
試

練

に

よ

つ
て
自
分

を
黙

検

し
攣

革

し

な

い
な
ら
ば

、
そ

れ

は
自
分

に
た

い
す

る
不
誠
實

だ

と

い
わ

ね
ば

な
る

ま

い
。
主
禮

の
あ
り

か

た

に
か
か

わ

る
は
ず

の
佛
教

學

は
、
自

分

の
載

孚

経
験

を
眞

正
面

か
ら

と
り

あ
げ
、

こ
れ
と

の
封
決

の
な
か

か
ら
自

己

脆
皮

の
過

程

を
、
す

な

わ
ち
、

國
家

灌
力

の
動

向

を

み
ず

か
ら

進

ん
で
支

持
す

る

と

い
う
遠

い
昔

か
ら

の
や
ま

い
か
ら

た

ち
な

お

る
論

理

的
プ

ロ
セ

ス
を
明
ら

か

に
し

た

で
あ
ろ

う
か
。

自
分

は
皇

道
佛
教

を

と
ら

な
か

つ
た
の
だ

か
ら

自
己
吟

味

の
必
要

は

な

い
と
考

え
る

の

は
正

し
く

な

い
。

皇
道

佛
教

に
抗

議

し
な

か

つ
た
以

上
、
事

實
上

は
そ

れ

の
協

力
者

で
あ

つ
た
と

い
う
責

任

を
負

わ

な

け
れ
ば

な
ら
ず

、

こ
の
負

目

を
ど

の
よ

う

に
虚

理

し

た
か
が
明

ら

か

に
さ
れ

な
く

て
は

な
ら

な

い
。

わ

た
く

し
自

身

こ
の
載

孚
が

正

し

い
も

の
で
な

い

こ
と

を
知

り

な
が
ら

、

「
行

か
ん

と
要

す

れ
ば
す

な
わ

ち
行

き
坐

せ
ん

と
要
す

れ
ば

す

な
わ
ち

坐
す

」

と
提

示

す

る
宗

門

に
あ

つ
て
、

こ
の
載

孚

の
強

行

に

た

い
し
て
言

お

う
と

し
て
言

い
え
ず

行

お

う
と

し
て
行

な

い
え
な

か

つ
た
が
、

こ
の
反
省

か
ら

よ
び

お

こ
さ
れ

た
課

題
意
識

皆

ま
も
な
落

え
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
ば
あ
い
寸
心
居
士
西
羅

多
郎
(
一
八
七
〇
1

一
九
四
五

)
の
「紹
封
無
」
の
自
讐

そ

佛
教
に
お
け
る
職
孚
鷹
験

七
五



輝

學

研

究

七
六

の
論

理

に

つ
い
て

の
疑
惑

と

ふ
か

く

つ
な
が

つ
て

い
る
。
西

田
は

つ
ね

に

「
自

己

の
生
命

を
か

け
る
眞

理

」

に

つ
い
て
語

り
、

「
道

の
た

㈲

め

に
は
喪
身

失

命
を
厭

わ
ず

」

と
ち

か

い
、

「
行

か
ん

と
要

せ
ば

行

き
坐

せ
ん

と
要

せ
ば
坐

す
。

此

の
自
由

な

る
行

爲

の
立

場

に
於

て
、

我

は
物

と

心

と
の
世
界

を
統

一
し
、
此

爾
界

の
上

に
坐

し
て
居

る
」

と
自
信

を

の

べ
て

い
る
が
、

あ

の
息
づ

ま

る
思
想

言
論

の
統

制

の
な

か
で
、
西

田

の

「
自
己

の
底

か
ら

流

れ
出

で
て
天

を
蓋

い
地

を
蓋

う
」

と

い

つ
た
自

由

が
、

西

田

に

お

い
て
實
現

し
た

で
あ

ろ
う

か
。

ー

西

田

の
手

紙

に

つ
ぎ

の
言
葉

が

み
ら

れ

る
。

「
今

日
思

想
問

題

を
論
ず

る
も

の
は
、

實

に
油
断

も
す

き
も

で
き

な

い
時

代

で
す

。
」

「
こ
う

い
う
問

題
を
論

ず

る
時

、

一
寸

し
た
言
葉

で
も

絵

程
氣

を
附

け

ね
ば

な
ら

ぬ

の
で
、

く

だ
ら

ぬ
こ
と

に
頭

を
榮

し
、

い
や
に
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

る
。
」

「
そ
う

い
う

こ
と

よ
り

回

顧

的

な
李
凡

な
曹

話

な
ど

よ
く

な

い
か
、

あ
ま
り

時

勢

に
ふ

れ
る
様

な

こ
と

は
よ
く

な

か
ろ

う
。
」

(臨

-

西
田
哲
學
か
ら
た
え
ず
教
え
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
と
は
多
少
ち
が
つ
た
世
界
禦

ら
出
響

て
、
抵
抗
、
動
揺
、
同

調

と

い

つ
た
過
程

を

た
ど

つ
て
、
西

田
と

お
な

じ
く

け

つ
き
よ
く
載

孚

に
協

力

し
た
わ

た

く
し
が

、

あ
ら

た
め

て

こ
の

つ
ま

づ

き

の
過

程

を
そ

れ

の
歴

史
的

歌

況

の
展

開

に
即

し
て
批
判

的

に
あ

と
づ
け
、

こ
の
あ

と
づ

け

の
な
か

か
ら
再

出
嚢

の
方

向

を
さ
だ

め

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

く
み

と
ろ

う
と
考

え
た

の
は
、
敗

職
後

ま

も
な

い

こ
ろ

で
あ

つ
た
。

そ

の
と
き

わ
た

く
し

は
わ

た
く

し
と
見

解

を
異

に

し
た
皇

道
佛
教

の

唱

道
者

た

ち
が
、

天
皇

制

の
崩
壌

を
前

に

し
て

そ

の
擁

護

の

た
め

に
た
ち

あ
が
ら
ず

、

苦
衡

を

さ
え
表

わ

さ
な

か

つ
た

の
を
見

た
が
、

こ

の
無
表

情

の

な
か

か
ら
ま

も

な
く

二

つ
の
傾

向
が

あ

ら
わ

れ

た
。

一
つ
は
佛

教

こ
そ
眞

に
民

主
的

な
人
類

の
宗

教

で

あ

る
と
主
張

す

る
風

潮

で
あ
り

、
他

の

一
つ
は
皇
道

佛
教

に

み
ら
れ

た
政
治

性

を
放
棄

し
、

政
治

へ
の
關

心
を
非

佛
敏

的

な
も

の
と

し
て

し
り
ぞ

け

る
風
潮

で

あ

る
。

こ

の

コ
ス
モ
ポ

リ
タ

ニ
ズ

ム
と
政

治
回

避

と

の
二

つ
は
、

時

の
政
治

権
力

へ
の
批
剣

を

さ
け
、

こ
の
権
力

に
た

い
す

る
事
實

上

の

協
力

者

で
あ

る
鮎

で
共
通

し

て
お
り
、

過
去

の
現
實

追
従

主
義

に

つ
な
が

つ
て

い

る
。

し
か
し
無

表
情

の
皇

道
佛

教
が

こ
の

二

つ
に
跡

か

た

も
な

く
解

漕

し
て

し
ま

つ
た

の
で

は
な

い
。

西

田

を
先
頭

と
す

る
思

想

・
宗

敏

の
職
孚

協
力

お
よ
び
敗

職

を
境

と
す

る
宗
敏

の
主

盟
的

状
況

の
い
ち
ぢ

る
し

い
攣
化

が

わ

れ
わ

れ

に



な
げ

か
け

る
も

の
は
、

天
皇

も

し
く

は
國
家

の
名

に
よ
る
政

治
槽

力

と
宗

数

の
論

理

お
よ
び

倫

理
と

の
關
係

-
世

俗
的

構
力

と
敏

灌

と

の

關
係
1

の
問

題

で
あ

る
。
天

皇

も

し
く

は
國

家

の
名

に
よ

る
思
想

・
信

仰

・
表
現

へ
の
墜
迫

に
た

い
し

て
、

佛
教

者

は
ど

れ
だ

け
自
分

の

眞

實

を

つ
ら

ぬ
い
た

か
、

そ
し

て

こ
れ
か

ら

は
ど
う

か
、

と

い
う
問
題

で

あ
る
。

こ
の
ば

あ

い
、

王
法

ま

た

は
世

法

と
佛
法

と

の
關
係

に

つ
い
て
の
傳
統
的
な
安
易
な

一
如
観
が
、
根
本
的
に
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
i

ひ
と
は
こ
こ
で

「
主
上
臣
下
法
に
そ
む
き

義
に
違
し
、
急
を
成
し
怨
を
結
ぶ
」
と
い
う
親
鶯
の
言
葉
を
思
い
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
安
易
な

「王
法
爲
本
」
や

「
聖
戦
輝
」
な

ど

と

い
う

地
李

の
も

の

で
は
な

い
。
1

こ
の
問
題

の
,追

究

に
印

し
た
、
政

治
槽

力

に

だ

い
す

る
過
去

の
わ

れ
わ

れ
の
無
知

と
無
力

と

の

自

己
鮎

検

の

な
か
か

ら
、

わ
れ

わ

れ
は
思

想

・
信
仰

に
た
い
す

る
國
家

槽
力

の
統

制
が

ふ
た

た
び
強
化

さ

れ
、
國

家
神

道
が

復

活

し
よ
う

と
す

る
今

日

の
歴

史
的

状
況

に
お
け

る
新

ら

し

い
行
動

原

則
を

生

み
だ
さ

な
く

て
は

な
ら

な

い
。
同
時

に
、

か

つ
て

の
皇

道
佛

教
者
が

依

然

と
し

て
そ

の
信
念

を
も

ち

つ
づ
け

て

い
る

と
す

る
な
ら
ば

、

こ
ん

に
ち

そ
れ

を

積

極

的

に
展

開

し

て

い
な

い
理

由

を
み
ず

か
ら
明

ら

か

に
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

ま

た
も

し
も
そ

の
信

念

を
す

て
た

と

い
う

の

で
あ
れ
ば

、

ど

の
よ

う
な
論

理
的

経
路

を

た
ど

つ
て
そ

れ

を
す

て

る

に

い
た

つ
た

の
か
、
そ

の
こ
と

を
明
ら

か

に
す

る
必
要

が

あ
ろ
う

。
敗
職

前

の
考

え

か
た

と
敗
戦

後

の
考

え
か

た
と

の
断
層

を

つ
な
ぐ

作

業
が

な
さ

れ
な
く

て

は
な
ら

な

い
。

(
そ

の
作
業

は
綿

密

に
手

が

た
く

お

こ
な
わ

れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

動
揺

と

逆
行

が

お
こ
ら

な

い
た
め

に
。
)
思

想

の
論

理

は
飛
躍

を
ゆ

る

さ
な

い
。

飛

躍
を

あ

え
て
す

る

こ
と

は
、

思

想

の

モ
ラ

ル
を
無
覗

す

る

こ
と
で

あ
る
。

こ
の

思
想

の
モ
ラ

ル
は
、

東
洋
的

精
耐

の
な

か
で

は
蒸
獲

し
が

ち

で
あ

つ
た
。

日
本

人

の

い
わ

ゆ

る
實
感

主
義

も

ま
た

こ

の
蒸

獲
性

を
多

分

に

ふ
く
ん

で

い
る
。

そ

こ
で
は
論

理

の
展
開

が
容

易

に
實
感

の
攣

化

に
す
り

か

え
ら

れ
る
。

眞

理

へ
の

意

志

が

實
感

の
新

ら

し
さ

に
酔

う

て
、

こ
れ
ま

で
た

ど

つ
て
き

た
道

を
わ

す

れ
る

の
で

あ
る
。

お
も

し
ろ

い
と

い
え
ば

お
も
し

ろ

い
し
、

あ

て
に

な
ら

ぬ
と

い
え
ば

あ

て
に

な

ら

な

い
。

だ
が
思

想

の
攣

化

を

嗜
好

の
攣
化

と
混
同

す

る

こ
と

は
ゆ

る
さ

れ
な

い
。

こ
の
二

つ
の
け

じ
め

が
東
洋

人

の
ば

あ

い
と

か
く

不
明

に
な

る
。
嗜
好

の
攣

化

に

は
必
ず

し
も
論

理

を
必
要

と

せ
ず

、

耐
會

的
責

任

を
と

も
な

わ

な

い
。
思

想

は
す

ぐ

れ
て
耐
會

的

な
現
象

佛
教
に
お
け
る
戦
孚
膿
験

七
七



縄

學

研

究

七
八

で

あ
る
。

道
徳
的

實
践

に
か
か

わ
り

を
も

つ
思
想

の
ば

あ

い
と

く

に
そ

う

で
あ

る
。

佛
敏

者
、
佛

教
學

者
が

多

か
れ
少

か
れ
皇

道
佛
教

的

な

い
し
皇
國

佛
教

的

で
あ

つ
た
の

は
、
そ

れ

と
知
り

な
が

ら
國

家
灌

力

に
追
従

し

た

の
で

は
な
く
、

當
時

の
歴

史
的

状
況

の
な
か

で
は
、

そ

の
よ

う
に
考

え
か

つ
行
動

す

る

ほ
か

に
條
件

が

な
か

つ
た

の
だ
、

と
考

え

ら
れ

る
で
も

あ
ろ

う
。

じ
じ

つ
主
観

的

に

は
偲

じ

る
と

こ
ろ

の
な

い
善
意

の
佛
敏

者

が
多
.数

あ

つ
た
。

し

か
し
そ

れ

は
主

観

に

お
け

る
善
意

を

し
め
す

に
す

ぎ
な

い
。
孚

ば
國

敏
化

し
た
江
戸

時
代

の
佛

敏

や
國
家
神

道

の
し
も

べ
と

な

つ
た
明

治
佛
教

の
傳
統
的

な
考

え
か

た
を
、

無

批
判

に
う
け

い
れ

た
責
任

が
問

わ

れ
な
く

て

は
な
ら

な

い
。
近

代
日

本

の
意
識

形
態

に
お
け

る

こ
の
因
習

は
、
西

田

に
お

い
て
典

型
的

に

實

を
む

す
ん

だ
。
斜

陽

士
族

・
没
落

地
主

と

し

て
の
裏

日
本

の
奮
家

に
う
ま

れ
た
西

田

の
な

か

で
か

た
ち
つ

く
ら

れ

た
サ

ム
ラ

イ
的
選

民

㈹

意
識

と
、

こ
れ
を

つ
つ
む

天
皇

制
罐

威
主

義

の
敏
養

・
生
活
感

覧

は
、
寸

心
居

士

の
紹
封

無

の
自

毘

の

ア

・
プ

リ
オ
リ

(
?
)

の
位
置

を

し

め

る
こ
と

に
よ

つ
て
、

こ
の
自
覧

を
そ

の
形

成

の
根

源

に

お

い
て
制

約
す

る

こ
と
に

な

つ
た
。

「
懸
崖

に
手

を
撒

し

て
紹
後

に
再

び
蘇

え

る
」
と

い

い

「
君
が
爲

め

に
幾

た
び

か
下

る
蒼

龍

の
窟
」

と
書

き

し
る
す

こ
の
哲
學

者

の
大

疑

と
大

死
を

も

つ
て
㍉

て
も
、

こ
の
制
約

は
微
動

さ

え
し

な
か

つ
た
。

そ

れ
は
回

光
返

照

の
退
歩

に
よ

つ
て
吹

き
消

さ
れ

る
領
域

に
存

在

し

て

い
な
か

つ
た

か
ら

で
あ

る
。

こ

の
制

約

者

は
縄
封
無

の
場

所

の

い
わ
ば

ア

・
プ

リ
オ

リ
の
位
置

に
あ

つ
た

た
め

に
、
紹
封

無

の
自

覧

に
よ

つ
て
主

艦

を
そ

の
根

源
か

ら
限
定

す

る

こ
と
に

な

つ
た
。

こ
の
よ

う

に
し

て
デ

カ

ル
ト
的
懐

疑

の
徹

底

を

と
お

し
て

う
ち

た
て
ら

れ

た
科

學
的

認
識

の
新

し

い
論

理

的
基

礎
づ

け
と
、
紳

國

日
本

の
論

理
的

基
礎

づ
け

と
を

、

一
つ
の
文

脈

に

お

い
て
う
ち

た

て
る

と

い
う

ひ
ど
く
晦

澁

な
論

理

「
知

識

の
客

観
性

に

つ

い
て
i

新
な
る
知
識
論
の
地
盤
」
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
進
帝
國
主
義
日
本
の
意
識
形
態
の
こ
の
よ
う
な
奇
形
性
1

こ
こ
に

寸
心
暉
の
、
大
拙
縄
と
ち
が
つ
た
暗
さ
が
あ
つ
た
ー

を
い
わ
ゆ
る
京
都
學
派
は
も
つ
て
い
た
の
で
あ
り
、
佛
教
者
も
例
外
で
は
な
か
つ

た
。こ

の
ば

あ

い

つ
ぎ

の
よ

う

な
考

え
か

た
が

あ
る
。

人
間

は

つ
ね

に
状

況

に

お

い
て
生

き
る

。
状

況
を

は

な
れ

て
人
間

は

な

い
。
状

況

の



攣

化

は
人
聞

の
考

え
か

た
生

き
か

た

の
攣

化

を
意
味

す

る
。

「
富
貴

に
素

し

て
は
富
貴

に
行

な

い
貧

賎

に
素

し

て
は
貧
賎

に
行

な

い
夷
秋

に
素

し

て

は
夷

狭

に
行

な
う

」

と

い
わ

れ

る
が
、

わ

け
て
も

佛
敏

は

ど

こ
ま

で
も

護
り

貫

ぬ
か

ね
ば

な
ら

ぬ
命

題
や
眞

理
を

も

た
な

い
。

「
心

は
萬
境

に
随

つ
て
轄
ず

」

と

い
う

よ
う

に
、

日

に
新

た
な
歴
史

的
状

況

に
適
懸

し
た

生
き

か

た
を
創
造

し
、

皇

道

の

世

界

で

は
皇

道
的

に
、

民
主

の
世

界

で

は
民
主

的

に
魔

し
て

ゆ
く
。

一
切
威

に
住

し
な

い
ゆ

え

に

一
切
虚

に
あ
り
、

そ

れ
自
禮

無
相

で
あ

る
ゆ

え
に
あ

ら

ゆ
る
相

を

と
る
。

そ

れ
が
無

の
論
理

、
空

の
自

由
、
無

諄

三
昧

の

し
な
や

か

さ
お

お
ら

か
さ

で
あ

る
、

と
。

こ
れ

は
固

守

し

て
そ

れ
が

た

め

に
た
た

か
う

一
物

も

所
有

し
な

い
態
度

で

あ
り
、

言
葉

を

か
え

て

い
え
ば

「
思
想

、
我

に
お

い
て
何

か
あ
ら

ん

」
と

い

つ
た
生

き
方

で
あ

る
。
評

論

家
林
語

堂

は
中

國

人

の

一
性
格

と

し

て
老

檜

o
箆

8
αq
鑑
Φ
蔓

を
あ
げ

、

こ
れ
を
人

生

の
空

し
さ
を

諦
観

し

て
理
想

主
義

を

岡

捨

て
生
活

を

た
の

し
む
態

度

で
あ

る

と
し
た

が
、

フ
ラ

ン
ス
の
交
明

批
評

家

ア

ン
ド

レ

・
シ
ー
グ

フ
リ
ー

ド
は

「
中
國

人

の
世
界

に

は
同

圃

一
律

が
存

在

し
な

い
」

と

い

い
、

ア
メ
リ

カ
の
人
類

學
者

ル
ー

ス

・
ベ

ネ
デ

ィ

ク
ト

は

「
日

本
人

の
生

活

に
お

い
て

は
、
矛
盾

は
深

く
彼

⑯

等
の
人
生
観
の
な
か
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
」
と
い
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
東
洋
的
人
間
の
無
硬
と
包
容
と
安
住
性
は
、
人
間
の
自
己
疎
外

を
回
復
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
主
龍
的
に
投
企
す
る
こ
と
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
拘
束
し
責
任
づ
け
る
杜
會
的
實
存
の
あ

り
か
た
と
は
質
を
異
に
す
る
ア
ジ
ア
的
な
ま
た
は
自
受
法
樂
的
な
實
存
の
安
心
と
自
由
で
あ
る
。
日
本
民
族

の
人
生
哲
學
に
は
多
少
と
も

こ
れ

に
通
ず

る
適
鷹

、
包

容

、
安

住
1

も

し
く

は
保
身

ー

が
底

に
よ

こ
だ
わ

つ
て

い
る
。

こ
う

し
た
生

活
態
度

は
、
深

い
と

こ
ろ
に

　

お
い
て
、
西
田
の
事
の
哲
學
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
紹
劃
無
の
自
覧
的
限
定
師
事
實
の
自
己
限
定
の
哲
學
に
よ
れ
ば
、

「
紹
封
否
定
を
媒

㈹

介
と
す
る
歴
史
的
制
作
的
と
し
て
の
客
観
的
人
間
主
義
の
立
場
」
に
お
い
て
は

「我
々
の
意
志
の
内
容
は
唯
我

々
の
世
界
の
自
己
限
定
か

㈲

ら
與

え
ら
れ

る
」

「
事
實

が

命
ず

る
所

、
我

々

は
如

何

な

る
翫

戎

の
形
式

を

も
棄

て

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」

の
で

あ
り
、

ま

つ
た
く
自
己

を
す

て
て

「
歴

史
的

世
界

の
紹

封

的
事

實

と
な
り

」

「
歴
史
的

現
實

の
自

己
形

成

」

に
し

た
が

う

こ
と
に
な

る
。
西

田

に
よ

れ
ば

こ
れ
が

紹
封

現
在

の
瞬

間
的

自
己

限
定

と
し

て

の

「
慮

無
所

住

、
而

生
其

心
」

の
生

活

で
あ
り

、

「
事

に
徹

す

る

こ
と
」

「
事

か
ら
事

へ
」

の
生

佛
敏
に
お
け
る
載
孚
膿
験

七
九



暉

學

研

究

八
〇

㈲

活
、

す

な
わ

ち
事

々
無
硬

の
生

活

で
あ

る
。

ま

こ
と

に
深

い
無

硬

人

の
生
活

だ

と

い
え
よ

う
。

し
か

し
自
由

無
硬

だ

か
ら

と

い

つ
て
、

論

理
、
我

に
お

い
て
何

か
あ
ら

ん
、

と

い

つ
た
康
樂

に
あ
る

か
ら

と

い

つ
て
、

そ

の
生

活

の
砒

會

に
お

け
る
あ
り

か
た

に

つ
い
て
祉
會

の
側

か
ら
責

任
を
聞

わ

れ

る

こ
と
を
ま

ぬ
か
れ

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

た

だ
自
己

を

す

て
て

「
我

㈹

々
は
無

の
自

覧
的

限
定

と

し

て
日

々
に
新

た
な

る
眞

理
を
構

成

し
行

く
」

「
空

中

で
創

を

振
り

廻
す
様

な
も

の
で

あ

る
、

向

う

へ
屈

く

や

㈹

否

や

は
問
題

で

は
な

い
」

と

い
う
だ

け

で
す

ま

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
。
杜

會

の
成
員

と

し

て
現
實

界

の
な

か
に
生

き

る
か

ぎ
り
、

わ

れ

わ

れ

の
行

動

は

「
蛮

し
て
節

に
中

る
」

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

い

い
か
え

る
な

ら
ば

、
生

活

の
主

禮
が

事
實

上
客

観

的

に
ど

の
よ
う

な
杜
會
的
、
政
治
的
役
割
を
は
た
す
位
置
、
姿
勢
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ぎ
る
を
え
な
い
。
1

毛
澤
東
は

「
わ
れ
わ
れ
の
學

圃

習
」
に
つ
い
て

「的
な
し
に
矢
を
放
ち
封
象
を
見
な
い
」
主
観
主
義
的
態
度
を
い
ま
し
め
て
い
る
ー

咋
秋
鈴
木
大
拙
氏
と
の
あ
る
會
見

記

は

こ
う
傳

え

て
い
る
、

「
自

由

だ

の
必
然
だ

の
も
同

じ

こ
と
、
自

由

は
必

然
だ

し
必

然

は
自
由

だ
。
湯

川

さ

ん
は

や
か

ま

し

い
科
學

者

だ
が

、

う
ま

い

こ
と
を

い

つ
て

い
た
。
東

洋
人

は

ノ
ー
が

い
つ

の
間

に

か
イ

エ
ス
、

イ

エ
ス
が

い

つ
の
ま

に
か

ノ
ー

に
な

つ
て
囁

別
が

つ

か

ん
と

い
う

の
だ
ね

。

お
も

し
ろ

い
ナ

。」

こ
こ

に
す

べ
て
を
容

れ
て
随
庭

に
迫
遙

す

る
東
洋

的

人
間
が

あ

る
。

人
類

の
た
ま

し

い
の
故

里
だ

と

い
え
よ

う
。
併

し

な
が

ら

こ
う

し
た
坐
り

ど

こ

ろ
か
ら
、

わ

れ
わ

れ
が

現

に
入
り

こ
ん

で
い

る
砒

會
的

葛
藤

に
た

い
す

る
指
示

が

え
ら

れ

る
わ
け

で
は

な

い
。

た
と

え
ば

警
職

法
改

作

の
問
題

に

つ
い
て
、

自
由

は
必

然

で
必
然

は
自

由
だ

と

い
う
智

慧

か
ら
、

ど
う

い
う

示

唆
も

封
策

も

え
ら

れ
る

も

の
で
は

な

い
。

-

傍

観

の
姿
勢

な
ら
ば

あ

る

い
は
出

て
く

る

か
も

し
れ
な

い
け

れ

ど
。

こ
う

し

た
智
慧

が

民
衆

の
あ

い
だ

に
ひ

ろ
が

る

こ
と
は
支

配
者

の
側

を
利

す

る
も

の
で

は
な

い
か
、

日

々

の
生
活

に

お
び
や

か

さ
れ

る
家
族

た
ち

の
立

場

に

身

を

お

い
た
と
き

、

こ

の
必

然
即

自
由

だ
け

で
す

ま
さ

れ

る
も

の
か
ど

う

か
、
人

間
解

放

の
問

題

は

い

つ
た

い
ど
う

な

る

の
か
、

す

で
に

西
欧

化

し
近
代

化

し

た
日
本
が

そ

れ
ゆ

え

に
當

面
す

る
肚

會
的

11
個

人

的

問

題

は
、

西
欧

近
代

肚
會

に
お

い
て
う

ち

た
て

ら
れ

た
方
法

i

た
と
え
ば
枇
會
科
學
的
方
法
ー

に
よ
つ
て
解
決
す
る
ほ
か
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
つ
た
諸
黙
を
周
到
に
考
慮
し
こ
れ
に
備
え
た



う
え

に
、
東

洋

の
矛
盾

の
同

一
の
智
慧

が
、

正
當

な
根

源

の
位
置

を

わ
れ
わ

れ

の
生
活

の

う
ち

に
占

め
る

の
で

あ

つ
て
、

い
き

な
り

ノ
ー

が

イ

ヱ
ス
に
な
り

イ

エ
ス
が

ノ
ー

に
な
る

と
か
、

日

に
新

た

に
し
て
又

日

に
新

な
り

と

い
う

の

で
は
、
動

機

論
的

な
自

己
陶
酔

に
お
ち

い

る
危
瞼

が

な

い
と
は

い
え

ぬ
。
西

田
哲

學

の
方
法

は

「
方
法

な

き
方
法

」

で
あ
り

「
事

實

そ

の
も

の
が

方

法

的

で

あ

る
」

と

い
わ

れ
る

㈱

。

が

、

こ

の
方

法

は
や
が

て

「
水

は
流

れ
る
所

へ
流

れ
ゆ

き
、

事

は
な

る
よ
う

に

な

つ
て
ゆ
く
外

は
な

い

の
で
し

よ
う
。

併

し
流

れ
ゆ
く
水

も

渦
を

立

て
ず

に
は
流

れ
ゆ

か

な

い
如

く
、

こ
れ
も
人

生

の
美

し

い
波
紋

と
見

れ
ば

見

ら

れ
る

で
し
よ

う
」

と

い
う
諦

観
と

な
り
、

進

ん

図

顧

で
は

「
随

其

流
而

揚
其
波

」

の

心
術

と
も

な
り
、

そ

の
は

て
は

「
時
世

の
風

に

さ
か
疹

わ

で
ゆ
け

」

と
も

な
る

で
あ

ろ
う
。

敗

載

後
西

田
が

生
き

て

い
た

と
す

れ
ば
、

こ
の
纒
鍬
無

の
皇
道

哲
學

は
、
天

皇
制

の
崩

壊

を
ま

え

に
し

て
、
京

都
學

派

の
人

々
と
お

な

じ
く
、

お

そ
ら
く

抗
議

し

な
か

つ
た

で
あ

ろ
う
。

か

れ

の
同

僚
鈴

木
大
拙

氏

は
、
職

後

華
嚴

の
事

法
界

の
論

理

を
も

つ
て
天

皇

の
新

ら

し

い
位
質

つ
け

を
試

み

て

い
ら
れ

る
施
・

こ
の
新

説

に
た

い
し
て
も

・

お
そ
ら

く
西

田

は
従
來

の
自

説
を
固

執

し

な
か

つ
た

で
あ

ろ
う
・

か

れ
が
信
じ
て
い
窺

人
陣

つ
い
て
戦

そ
の

天

間
篁
一E

(
一
九
四

六
年

)
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
う
け
い
れ
た
で
あ
ろ
先

イ
エ
ス
は
・

1
で

あ
り

「
事

は
な

る
よ
う

に
な

つ
て
ゆ

く
外

は
な

い
」

の
で

あ
り
、

そ

こ
に

「
歴

史
的

現
實

の
自

己
形

成

」

「
矛
盾

的
自

己
同

一
的

な

歴

史
的

世
界

の
自

己
表
現

」

が

あ
る

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
づ

き

は

紹

蜀

無

の

つ
ま

づ

き

で
あ

る
。

つ
ま
つ

く
も

の

な
き

つ
ま
づ

き
で

あ

　

　

り
、

つ
ま
づ

き
は

そ

の
ま
ま

つ
ま
づ

き

の
無

で
あ

る
。

一
々
の
言
動

が
紹

封

の
事
實

と

し

て

「
立
庭

皆
眞

」

で
あ

る
以

上
、
責

任

を
と

ろ

う

に
も

と

る

べ
き
責

任
が

な

い
、

と

い
う

こ
と

に
な
り

か
ね

な

い
。

「
日
本
人

は
態

度
攣

更

を
西
洋

人

の
よ

う

に
道
徳
問

題

と

は
考

え

て

い
な

い
・
」

(
ル
ー
ス
・
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
)
「
か

れ
に

は
精

鵠

苦
悩

と
㌢

も

の
は
知
ら

れ

て

い
な

噛
.
」

(
顕

"
〃

.
)
載

犯
が

首
相

と
な
り

汚
馨

疑

者
が
藏
相
と
な
り
鬼
畜
米
英
論
者
が
向
米

一
邊
倒
と
な
り
中
國
侵
略
者
が
中
國
を
侵
略
者
と
非
難
す
る
國
情
も
、
西
田
の
い
わ
ゆ
る

「無

の
文
化
」
の
系
譜
に
ぞ
く
す
る
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
學
者
井
上
清
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
、

「
私
が
経
歴
を
知
つ
て
い

る
あ
る
中
堅
幹
部
な
ど
は
、
中
學
時
代
は
國
粋
主
義
者
で
高
校
時
代
に
共
青
の
キ
ャ
ッ
プ
で
つ
か
ま
り
、
出
て
來
て
戦
箏
中
は
フ
ァ
ッ
シ

佛
教
に
お
け
る
戦
孚
髄
験

八
一



縄

學

研

究

八
ニ

ズ

ム
に
な
り

、
私

な
ど

の
思

想
が

悪

い
と

い
じ

め
、
載

後

い
ち
早

く
蕪

員

で
た

ち
ま

ち
出

世

し
分

裂

の
初

期

は
國
際

派

で
、

そ

の
後

〃
自

己
批
判

"

し
て
主

流
派

に
復
婦

し
た

と

い
う
人
も

あ

る
。
」

ま

た

文

學
評

論

家
吉

本
隆

明
氏

は

こ
う

書

い
て

い
る
、

「
マ
ル
ク

ス
主
義

世

界
観

か
ら

世
界

観

一
般

へ
、

そ

し
て
皇

道
主

義
世

界
観

へ
、

さ
ら

に
載

後

三
轄

し

て

マ
ル
ク

ス
主
義

へ
回

館

し
た
窪

川

の
道

す

じ
は
、

私

た

ち
戦

後

世
代

に
と

つ
て
、
探

究
す

べ
く
、

く

め
ど

も
つ
き

ぬ
寳
庫

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

、
第

一
に
、
ど

の

よ
う

な
世
界

観

の
も

と

で
も

組
立

て
自

由

な
藝
術

的
方

法
論

の
典

型

が

こ

こ
に
あ

る
か
ら

で

あ
る
。

第

二
に
、

ど

の
よ

う
な

世
界

観
を

も

う
け

い
れ

う

る
人

間

の
内

部

世
界

、

そ

の
思

想
構

造

の
見
本

が

こ
こ
に

あ
る
か

ら

で
あ

る
。
第

三

に
、
皇

國
世

界
観

と

い

れ
か

え
で
き

た
窪

川

の

〃
マ
ル
ク

ス
主
義

"

と
は
ど

の
よ

う

な
内

容

の
も

の

で
あ

つ
た

か
と

い
う
問

題

で
乱

・
」

こ
の
ば

'の
い
・

イ

エ
ス
が

ノ
ー

に
な
り
・

ノ
ー
が

イ

エ
ス
と
な
り

・

じ

つ
に
お
も

し

ろ

い
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
か
ど

う

か
。

漏

洲
事
攣

の

こ
ろ

「
王
道
樂

土

の
建
設

」

と

い
う

國

策

に
反

封

し

て
、

「
佛

國

土

の
建
設

」
を

わ

た
く

し
が

強

調

し
て

い
た

こ
ろ
、

「
こ
ん

に
ち
佛
國

土

の
建
設

と

い
う
如

き
空
論

を

も

て
あ
そ

ぶ
も

の
が

あ

る
が
、

縄
佛

教

徒

の
目
標

は
皇
國

日

本

の
建
設

で

な
く

て
は

な
ら

ぬ
」

と
警
告

し

て
お
ら

れ

た

一
縄

者

は
、
昨

今

「
世

界
連
邦

」

の
唱

道
者

に
な

つ
て

い
ら

れ
る
。
前

後

の
断

層
が

ど

の
よ

う
に

し
て
埋

め
ら

れ

た
か
を

わ

た
く

し
は
知

ら

な

い
。

世

界
宗

教

と

し
て

の
佛

教

の
本
領

を
獣

々
と
ま

も
り

と

お
し

た
少

数

の
護

法
者

も

あ

つ
た

で
あ
ろ

う
。

し
か

し

こ
の
ば

あ

い
き

び
し

い

　

　

　

批
判

が

ゆ

る
さ

れ
る

な
ら

ば

、

な
ぜ
獣

々

と
し

て
ま
も

つ
た
の

か
、
獣

々

と

い
う
態
度

が

ま
も

る
と

よ
ば

れ

る
に
値

す

る
か
ど

う

か

と

い

ゆ

う

疑
問
が

あ

る
。

眞
實

を
ま

も

る
と

い
う

こ
と

は
、
眞
實

で
な

い
も

の
眞

實

を
ゆ
が

め
る
も

の
と
た

た
か

い
、

ま
た

こ
れ
を
同
化

す
る

こ

と
で

あ
り
、

眞
實

を
秘
寳

の
よ

う

に
隙

匿
す

る
こ
と

で
は

な

い
、

と

い
う
批

評

も
な
り

た

つ
で
あ
ろ

う
。

こ
の
ば

あ

い
、

つ
ぎ

の
よ
う

な
主
張

が

あ

る
。

ま

も
る

と
か
ま

も
ら

ぬ
と
か

い
う
論

議

の
ま

え

に
、
ま

も

る

べ
き
眞
實

が
微

塵

の
曇
り

も

な
く

見

と
お

さ
れ

て

い
な

く

て
は

な
ら

ぬ
、

話

は

そ
れ

か
ら

の

こ
と
で

あ
る
、

と
。

こ
れ

に
た

い
し

て
は
異
議

を

さ

し
は

さ
む
餓

地
が

な

い
と
も

い
え

よ
う
。

し

か
し
問

題

は

「
異
議

を

さ

し
は

さ
む
蘇

地
が

な

い
」

と

こ
ろ

に
あ

る
。

眞
實

を
完

全

に
見

と

お
し

た

こ
と
を
、



い

つ
た

い
誰
が

ど

の
よ

う
な

尺
度

で
検

謹
す

る

の
か
。

そ

れ
は
正
師

に
参

じ
正

師

の
印
謹

を

え

た
人

が

そ

れ
だ

と

い
わ

れ

る
で
あ

ろ
う

。

道
元

は
正

師

を
え
ら

ぶ

こ
と

を
強

調

し
て

い
る
。

も

と
よ
り

當
然

の

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
正
師

と
邪
師

と
を
ど

の

よ
う

に
し

て
見

わ

け

る
の
か
。

正
師

は
正
師

に
よ

つ
て
の

み
見

わ

け
ら

れ

る
と

い
う
な

ら
ば
、

そ

れ
は
正

師

は
正
師

で
あ

る
と

い
う

ト
ウ

ト

ロ
ジ
ー

に
ほ
か

な

ら

な

い
。

白
隙

慧
鶴

は
牲

徹

和
尚

の
會
下

に
あ

つ
て
大

悟

し
、

「
三
百
年

來
予

の
如

く
痛

快

に
了
徹

し
た
者

は
あ

る
ま

い
」

と

い
う
自

信

を

え
た
。

し

か
も

か
れ

は
道
鏡

慧
端

に
よ

つ
て

「
鬼

窟
裡

の
死

暉
和

」

と
罵

し
ら

れ
た

の
で

あ

る
。

慧
端

そ

の
人

の
自
謹

は
何

に
よ

つ
て

検

讃

さ

れ
る

の
か
。

「
道

眼
分

明

に
し

て
始

め

て
天

下

の
老
和

尚

を
識
得

し

て
其

の
邪

正
を
知

る
」

と

い
わ

れ

る
。
ま

さ

に
そ

の
通

り

で

あ

ろ
う
。

併

し
眞

に
徹
底

し

た
正
師

の
み
が

邪
正

を
識
別

し
う

る
の
だ

と
す

れ
ば
、

正
師

を

え
ら

べ
と

い
う
助

言

は
無

意
味
と

な

る

ほ
か

は

な

い
。

ま
ず

み
ず

か
ら

正
師

に
な

る

こ
と
を

ほ
か

に
し

て
邪

正

を
識
別

す

る
途

は

な

い
か
ら

で
あ

る
。
十

指

の
指
さ

す

と
こ
ろ

十
目

の

見

る
と

こ
ろ

に
し

た
が

え
と

い
う

の

で
あ

る
な
ら
ば

、

そ

れ
が

無
眼

子

の
十
指

十
目

で
な

い

こ
と
を
ど

う

し
て
確

め

る
の

か
。

「
生
類

に

封

し

て
慈
愛

な
き

者
、
彼

を
賎

民

な
り

と
知

る

べ
し

。
」

「
堅

制
者

と
構

せ
ら

る

る
者
、

彼

を
賎

民

な
り

と
知

る

べ
し
。
」

と

い
う
徹

底

し

た
卒

等
観

に
た

つ
佛

門

に
あ

つ
て
、

業

に
か

ん
す

る
俗
説

を
も

つ
て
、
身

分
肚

會

の
先
天

的
差

別

を
合

理
化

し

た
人

々
の
智
見

は
、

い
さ

さ
か

の
曇

り

も

な
か

つ
た

で
あ

ろ
う

か
。
暉

に
久

し
く

に
参

じ

た
と

い
わ

れ
る

「
軍
神

」
杉

本

五
郎

や
寸

心
居
士

が

「
現
人
紳

」

を
信

じ

「
聖
戦
」
を
支
持
し
た
の
は
、
そ
の
道
眼
の
明
度
に
は
毫
末
の
か
か
わ
り
も
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
か
。
i

西
田
の
エ
リ
ー
ト
意
識

に
つ
い
て
は
註
⑩
を
参
照
-

同

一
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
、
載
孚
輝
を
摯
揚
す
る
も
是
、
反
載
暉
を
墾
揚

す
る
も
是
、
ま
た
戦
孚
暉

を
摯
揚

す

る
も
不

是
、

反
戦

輝

を
學
揚

す

る
も
不

是

と

い
う

の
で
あ

る
な
ら

ば
、

こ
の
よ

う
な
是

非

は
、
戦

孚

か
反
載

か

の
選
揮

に
迫

ら

れ

て

い
る
ば
あ

い
の
大

衆

に

と

つ
て
は
、

何

の
た

し

に
も

な
ら

ぬ
で
あ

ろ
う
。

　

　

　

　

「
一
生
不
離
叢
林
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
最
高
度
の
明
眼
か
完
全
な
メ
ク
ラ
か
と
い
つ
た
質
差
の
観
黙
だ
け
あ
つ
て
度
差
の
観
鮎

を
も

た

ぬ
繕

封
主

義

は
、
精

肺

の
硬
直

を

ふ
く

む

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。
1

究
寛

覧

で
な
け

れ
ば
無

覧

と

い

つ
た

よ
う

な
、

い
わ

ゆ
る

佛
敏
に
お
け
る
戦
孚
膣
験

八
三



輝

學

研

究

八
四

㈱

分
讃

印

の
見
地

(「
十

牛
圓

」

な
ど

の
見
地

も

そ
れ

で
あ

ろ
う
)
を
拒
否

す

る
潔

癖

な
観
黙

の
ま

え

に
は
、

た

と
え
ば

「
縄

と
日

本
文
化

」

と

い

つ
た

テ
ー

マ
は
、

そ

の
資

料

の
大
坐
-を

う
し

な

い
、

輝

は
東

洋
文

化

の
根

抵

を
な
す

と

い
う
命

題

も
立
ち

清

え
と

な

る
ほ
か

は
あ

る

ま

い
。

日
本

お
よ

び
東
洋

の
文

化

は
、

「
五
百

年
間

出
」

の

「
一
箇
牟

箇

」

に
よ

つ
て

の

み
生

み
だ

さ

れ
た

の
で

は
な

い
。
1

西

田
哲

學

に
あ
ら

わ

れ
る
副

詞
、
形

容

詞
が

ほ
と
ん
ど

最

上
級
だ

け

あ

つ
て
比
較

級
が

な

い

こ
と

は
、

特
異

な
現
象

で
あ

る
。

「
聖
載

」

を
支
持

し
た
紹
封

主
義

は
、

敗
職

の
艦

験

か
ら
學

ぶ
と

こ
ろ
が

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
。

こ

の
大

き

な
禮
験

が
精

神

に
と

つ
て
何

の
糧

に
も
な

つ
て

い

な

い
と

い
う

こ

と
が

あ

つ
て
は

な
ら

ぬ
。
皇

道
暉

は
皇

道
琿

と
し

て
紹
封

で
あ
り
、

民

主
暉

は
民

主
輝

と

し
て
紹
封

で
あ

る
、

葎

は
萬

里

一
條

の
鐵

、

一
々

の
時

虚

が
紹

封

で
あ

る

と

い
わ

れ

る
か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

な
が

ら
も

し
も

そ

れ
が

世

間

の
第

三

者

の
批

評

を
ゆ

る

さ

ぬ
と

い
う

意
味

で
あ

る

な
ら
ば

、
輝

の
世
界

は
窓
な

き

モ
ナ

ッ
ド

の
孤
縄

で
あ
り

、
祉

會
的

存

在

で
あ

る

こ
と
を
慶

棄
す

る

ほ
か

は
あ

る
ま

い
。
物

そ

の
も

の
に
な
り

き

ら
ね

ば
物

は
わ

か
ら

ぬ
と

い
わ

れ
る
。

そ

れ
は

し
か

し
氣
違

い
を
知

る

に
は
氣

違

い
に

な
ら
ね

ば

な
ら

ず

、
費
春

婦

を
知

る

に
は
費
春

婦

に

な
ら
ね

ば

な
ら

ぬ
、

と

い
う
意

味

で

は
な
か

ろ
う

。
映
謁

俳

優

で
な
け

れ
ば
映

書

を
論
ず

る
資
格

が

な

い
、

と

い
う

た
ぐ

い
の
論

理

を
の
り

こ
え
な
く

て

は
な
ら

ぬ
。

「
物

と

な

つ
て
見
、

物

と
な

つ
て
考

え
、

物

と
な

つ
て
行

な

う
」

と

い

う

の
が
西

凪
哲
學

の
方

法

で
あ

つ
た
。

こ
の
ば

あ

い

「
物

と
な

る
」

と

い
う

の
は
、
東

洋

に
特
有

の
詩

的
表

現

で
し

か
な

い
。
柏

樹

に
な

り

き

る
と

い
う

こ
と

は
、
わ

れ
わ

れ

の
身
盟

か
ら
根

が

生

え
る

こ
と

で
は

な

い
。
身

禮

は
依

然

と
し

て
下
駄

の
上

に
あ
る
。

星

に
な
り

き

る

と
い
う

こ
と

は
、
肉

膿
が

ス
プ

ー
ト

ニ
ク

の
軌

道

を
ク

ロ
ス
し
て
大

氣
圏

外

へ
上
昇

す

る

こ
と

で
は

な

い
。
肉

盟

は

や
は
り

地
球

の
上

に
あ
る
。

こ
れ
ら

の
事

實

は

い
う
ま

で
も

な
く

あ

と
か
ら

の
分
別

知
、

外

に
物

を

み
る
封

象
的

思
惟

の
産
物

で
あ

つ
て
、
打

成

一
片

底

の

消
息

で

は
な

い
。

し
か

し

こ
の
よ
う

な
封

象
的
認

識
が

な
り

た

つ
と

い
う

こ

と
、

こ
れ
が

幻
覧

で

は
な

い
と

い
う

こ
と
、

こ
の
認
識

が
客

盤
的

事
實

を
正

し

く
反
映

し

て

い
る

こ
と
を

わ

れ
わ
れ
が

認

め
ざ

る
を

え
な

い
と

い
う
事

態

に
、
思

い
を

い
た

さ
な
く

て

は
な
ら

ぬ
。
今

ま

で
火
炎

三
昧

に
あ

つ
た
か

ら
、
自

分

の
艦
内

に
は
も

は

や

一
匹

の
蜘
轟

も

い
な

い
、

な
ど

と
考

え

る
な
ら

ば
、

途
方

も

な

い
観

念
論

で



あ
る
。
ー

地
球

の
石
炭

紀

が
存

在

し
た

と

い
う
認
識

が

な
り

た

つ
た
め

に
は
、
人

間

が
存
在

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

し

か
し

こ

の
認

識
が
正
し
い
た
め
に
は
、
石
炭
紀
の
地
球
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
石
炭
紀
の
地
球
が
存
在
す
る
起
め
に
は
、
人
間

(も

ち
ろ
ん
寸
心
居
士
を
ふ
く
め
て
)
を
必
要
と
し
な
い
。
i

ま
ち
が
い
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
。
紹
封
無
の
自
己
限
定
師
事
實
の
自

己
限
定
の
立
場
に
あ
つ
た
は
ず
の
西
田
哲
學
が
、
た
と
え
ば
歴
史
的
現
實
の
事
實
認
識
の
的
確
さ
に
お
い
て
、
か
の
延
安
に
お
け
る

「
實

㈱

事

求
是

」

に
お

よ
ば
ず

、

日
本

に
お

け

る
世

俗

の

一
學

究

に
も

お
よ
ば

な

か

つ
た
の

は
な

に
ゆ

え
な

の
か
、

わ

れ
わ
れ

の
職
孚
禮

験

が

こ

の
課

題

を
む

き
だ

し

に
し
た

の

で
あ

る
。

脱
俗

の
智

慧
が

世

俗

の
光

と
な

る

こ
と
は

い
ま

で
も

な

い
。

し
か

し
世
俗

の
論

理

と

モ
ラ

ル
が

脱
俗

の
論

理

と

モ
ラ

ル
を

み
が

く

こ
と

も
ま

れ

で
は

な

い
。
鎌

倉

佛
教

の
生
新

な
出
獲

は
、

新

し

い
肚

會
層

の
勃
興

と

い
う
歴

史
的

状
況

の
な
か

で
お

こ
な
わ

れ

た
の
で

あ

る
。

生
新

な
佛
教

が

ま
ず

あ

つ
て
、

し

か
る

の
ち

に
生
新

な
時

代
が

き
り

ひ
ら

か

れ
た

の
で
は

な

い
。
宗

教

が

一
方
的

に
歴

史
を

み
ち

び
き
歴

史

を
形

成

す

る
と
考

え

る
の

は
傲

慢

で

あ
ろ

う
。
天

皇

の
名

に
よ

る

フ

ァ

ッ
シ

ョ
勢

力

の
敗

退

と
國
民

大
衆

の
民

主
的
自

覧

の
高
揚

が
、

佛
教

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

に
あ
た

え
た
影

響

は
大

き
か

つ
た
。

鈴
木

大
拙

氏

は
そ

の
自

由
論

の
な
か

で

「
こ

の

一
篇

の
如

き

も
、
昭

和

二
十
年

㈲

八
月

十

五
日
以

前

ま
で

は
夢

に
も
書

い
て
は

な
ら

ぬ
こ
と
で

あ

つ
た
」
と

の

べ
て
お
ら

れ

る
が
、

日
本

フ

ァ

ッ
シ
ズ

ム
の
武
装

解
除

が

日

本

佛
教

の
思

索

と
實
践

の
健

全

な
生
長

の
條

件

を
準

備

し
た

こ
と

は
、

佛
教

思
想

史

に
お

け

る
重

大

な
事
件

で

あ
る
。

日
本

の
佛
教

が
敗

載

の
経

験

か
ら
歴

史

に

た
い
す

る
謙
虚

を

ま

な
ん

で

い
な

い
と
す

る
な
ら
ば

、

そ

の

「
業

」
は

ふ
か

い
。
皇

道
佛
教

は
戦

箏

に
敗

れ

た
か

ら

こ
そ
誤
り

で
あ

つ
た

と
非

難

さ

れ
る

の
だ
が

、
も

し
勝

つ
て

い
た
な
ら
ば

こ
ん

に
ち

も

な
お
獲

展

を

つ
づ

け

た
で
あ

ろ
う
、

と

い
わ

れ

る
か

も

し
れ
な

い
。

し
か

し
そ

れ

は
皇
道

佛
教

の
誤

り
が

一
般

に
自
覧

さ

れ

る
機

會
が

な

か

つ
た
で

あ
ろ
う

と

い
う

こ
と

で
あ

つ
て
、

そ

れ

の
正

し
さ
を
謹

擦
だ

て
る
も

の

で
は

な

い
。

恥
ず

べ
き
戦

い
に
奉
仕

し
た
佛
教

が
、

ま

た
抗
議

し

な
か

つ
た
佛
教

が

、
正

し
か

つ
た
は

ず
は
な
い
。
詩
人
高
村
光
太
郎
(
一
八
八
三
-

一九
五
六

)は
み
ず
か
ら
の
載
書

任
を
禽

す
三

暗
愚
小
傳
L
警

き
、
岩
手
の
山
楚

隠

苦
澁

佛
教
に
お
け
る
職
争
盟
験

八
五



暉

學

研

究

八
六

の
生

活
を

え
ら

ん
だ
が

、
佛

教
者

に
も
お

な
じ
自

己
黙

検
が

必
要

で

あ
ろ

う
。
わ

れ
わ

れ

は
戦

孚

フ

ァ

ヅ
シ
ズ

ム
の
國

の
内

外

に
お

け

る

暴

戻

に

た

い
し
て
抗
議

し
た

で
あ
ろ

う
か
。

少

く

と
も
筆

を
折

つ
て
獣

し

た

で
あ
ろ

う
か
。

サ

ル
ト

ル
は

ア

ル
ジ

ェ
.監

獄

に
お

け
る
民

族

解

放

運
動
者

に
た

い
す

る

フ
ラ

ン
ス
植

民
主

義
者

に
よ
る
拷

問
を
報

告

し

た

ア
ン
リ

・
ア

レ

ッ
グ

の

「
尋

問

」
を
紹

介

し

て
、

「
今

日
ま

で

は
、

あ
え

て
讃

言
(
註
、
拷
問

の
事
實
の
)
を
行

な

つ
た

の
は
召
集

兵
、

こ
と

に
従

藩

で
あ

つ
た
。
彼

ら

は
蕎

す

る
側

の
も

の

(
そ
れ

は
諸
君

の

兄

弟

で

あ
り

、

わ

れ
わ

れ
の
兄
弟

だ
)

の
間

で

生
活

し
…

…
サ
デ

ィ
ズ

ム
の
痕

を

わ

れ
わ

れ
に
示

し

た
。

と

こ
ろ
で
、

わ

れ
わ

れ
を

こ
れ

ら

の
サ
デ

ィ

ス
ト

と
匠

別

す

る
も

の

は
何

か
?

何

も
な

い
。
わ

れ
わ

れ
が

沈
獣

し

て

い
た
か
ら

で

あ
る
」

と
書

い
て

い
る
が
、
戦

時

中

に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
沈
獣
と
協
力
と
は
、

た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
舞

と
し
て
辮
護
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
(
糖

灘

麻
籍

薯

魏
腱
枇
堕
っ
の
)
サ
ル
ト
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
今
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
槽
力
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
す
る
の
は
今
の
日
本
の

政
治
権
力
で
あ
つ
て
、
超
時
空
の
椹
力

一
般
や
國
家
の
定
義
で
は
な
い
。
1

問
題
は
ナ
ジ
虎
刑
や
松
川
裁
剣

な
ど
で
あ
つ
て
不
殺
生

一

般
で
は
な
い
と
同
じ
よ
う
に
。
ー

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
國
籍
に
し
ば
ら
れ
た
皇
國
暉
か
ら
無
國
籍
の
人
類
縄

へ
の
轄
向
の
事
例
に
ふ
れ

た
が
、

こ
の
無
國

籍

の
暉

は
個
的
實

存

と
世
界

國

家

と
の
爾
極

説

℃
o
一浅
δ
ヨ

と
で
も

よ
ば

れ

る
構
造

を
も

つ
て

い
る
。

そ

こ
に

は
根

源

的

主
膿

の
覧

讃

と
世
界

肚
會

の
建

設

と

い
う

二

つ
の
主

題
が

あ

つ
て
、

中
間
地

帯
が

な

い
。

ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
暉

と

コ

ス
モ
ポ
リ

タ

ニ

ズ

ム
の
揮

と
は
、

わ

れ
わ

れ

の
ま

え

に
た
ち

は
だ

か

つ
て

い
る
國
家

橿

力

と
の
封
面

を
回

避

す

る
鮎

に
お

い
て
共
通

し
て

い
る
。

い
ち

ば

ん

つ
ら

い
中

間
地

帯

の
わ
ず

ら
わ

し

さ
を
回

避

す

る
實

存
主

義

は
、
事

實

上

「
権

力

に
庇
護

さ

れ
た
内

面
性

」

に
な
り

が

ち
な

よ
う

に

お

も
わ

れ

る
。

㈹

ド
イ
ッ
の
思
想
家
L
・
グ
レ
ー
ニ
ン
グ
氏
は

「
日
本
の
印
象
」
の
な
か
で
、
東
京
で
は
文
明
化
が
東
洋
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
こ
と
に

驚
い
た
が
、
目
的
地
京
都
で
は
全
く
別
の
日
本
の
顔
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
、
學
間
、
藝
術
、
宗
教
等
の
高
い
文
化
的
傳
統
と
日
常
生
活

に
お
け
る
昔
か
ら
の
風
習
が
か
も
し
だ
す
雰
團
氣
が
町
を
包
ん
で
い
る
と
い
い
、
桂
離
宮
、
修
學
院
の
美
し
さ
、
東
洋
の
深
い
力
が
暉
堂



の
な

か

で
現

代

か
ら
見

え

ぬ
所

で
黙

々

と
養

わ

れ

て

い
る

こ
と
、

障
子

と
畳

の
民

家

に
お
け

る
自

然

と
人

の
和

と

の
あ

た

た
か
な
交

流

を

た
た

え
た
。

そ

し
て

こ

の
よ
う

な
京
都

で

の
印
象

は
、

或

は
あ
ま
り

に
非

現
實

的

な
懐

古
趣

味

的

な
見
方

だ

と
批

評

さ

れ
る
か

も

し
れ
な

い
が
、
文

明

化

の
結
果

に
人

聞

と
し

て

の
問

題

を
感

じ
て

い
る
西
洋

に
と

つ
て
は
、

こ
れ
は
新

ら

し

い

「
未

來

」

の
光

で
あ

る
か
も

し
れ

な

い
、

と
結

ん

で

い
る
。

こ
れ
を
讃

ん
で
わ

れ
わ

れ

は
あ
ら

た
め

て
わ

れ
わ

れ
の
傳
統

文
化

の
ゆ

か
し
さ
深

さ
力

強

さ

に
誇

り

を
感

じ
、

こ
れ
を

ま
も
り

こ
れ
を

う
け

つ
が

ね
ば

な
ら

ぬ
と

い
う
氣

持

の
わ

き
あ
が

る
の
を

お
ぼ

え
る
。

グ

レ
!

ニ
ン
グ
氏

が

た

た
え
、

わ

れ
わ
れ

が
誇

り

を
感
ず

る

こ
の
日
本

を
、

「
観
光

日
本
」

と
よ

ぷ
の
は
も
ち

ろ

ん
誤
り

で

あ
ろ
う

。

し
か

し
そ
れ

に
も

か
か

わ
ら
ず

こ
れ
は

日
本

の
牛

分

で
し

か
な

い
。
問

題

は
、

こ

の
牛

分

の
日
本

か
ら

は
、

あ

と
の
牛
分

の
日
本
が

こ
ん

に
ち
背
負

う

て

い
る
課
題

を
虚

理
す

る
手

が

か
り

が
得

ら

れ
な

い

こ
と

に
あ
る
。

失
業

と
貧

困

の
日
本

、
民
衆

へ
の
財

閥
、
載

犯
、
官

僚

、
警

察

の
攻
勢

の
急

激
化

し

つ
つ
あ
る

日
本

1

こ
の
場
合

、
西

欧

流

の
我

を
足

場

と
す

る
自
由

の
追

求

は

つ
ね

に
闘
孚

の
世
界

を

つ
く
り
だ

す
、

と

い
う
無

我

の
観
鮎

か
ら

の
批
評

と
非
難

と
は
、

事
實

上
槽
力

者

に
荷
携

す

る

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー

で
あ

る
。
闘

う
も

の
は

つ
ね

に
支
配

さ

れ
る
大
衆

だ

か
ら

で

あ
る
。

1

外

國

の
軍

事
基

地

と

し
て

の
日
本
、

核
武

装

と
太
李

洋
軍

事

同
盟

へ
傾

く
日
本

、

こ

の
事

態

に
直
接

間
接
起

因

す

る
人
間

の
自

己
疎
外

を

め

ぐ

る
日
本

の
苦
悩

は
、

こ
ん

に
ち
、

さ
き

の
孚
分

の
日
本

か
ら
効

果
的

な
ど

の

よ
う

な
庭

方

も
得

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

イ

エ
ス
が

ノ
ー

に
な
り

ノ
ー
が

イ

エ
ス
に
な

る
東

洋

の

メ

ン
タ

リ

テ
ィ
は
、

個
的

人
間

の
あ
り

か
た

と
し

て
は
確

か

に
お
も

し
ろ

い
面
が

あ
り

、
實

存
的

に
も
深

い
で
あ

ろ
う

が
、

こ
の
よ

う
な
前
牛

の
日
本

は
、
後

牛

の
日
本

に
、

現
在

ど

ん
な
有
効

な
方

策

も
寄
與

し

て
は

い
な

い
。

そ

れ
ば

か
り

で

は
な

い
、

こ
ん

に
ち
前
牛

の
日
本

を
ま

も
り
支

え
て

い
る
耐
會

層

の
大
孚

が
、
。事

實

上
後
牛

の
暗

い
日
本

に
支

持

を

あ

た
え

て
い

る
。

こ

の
實

情

を
ど

の
よ

う

に
し

て
克

服

し
、
新

ら

し

い
歴

史
形

成
力

を
前
孚

の
日
本

か
ら

ど

の
よ
う

に
し

て
受

け

つ
ぐ

の
か
、

こ
れ
が

わ
れ

わ
れ

の
課

題

で
あ

る
。　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
よ
そ
宗
教
は
そ
れ
が
道
徳
の
分
野
を
も
つ
か
ぎ
り
、
お
な
じ
く
道
徳
の
領
域
を
規
制
す
る
政
治
に
封
威
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
-

こ

佛
敏
に
お
け
る
戦
孚
盟
験

八
七



輝

學

研

究

八
八

の
封
威
意
識
を
峡
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教

學
が

現
實
に
生
き
て
い
な
い
か
、
な
い
し
は
そ
れ
が
政
治
に
追
従
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う

。
i

こ
の
場
所

に
お

い
て
政
治

の
は
た
ら

き

を
批
到

す

る
か
ぎ
り

、

そ
れ

は
政
治

的

と

な
ら
ぎ

る
を

え

な

い
。
-

政

治

の
現
實

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

封
威
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
廣
義
の
政
治
的
。
必
ず
し
も
政
治
的
立
場
に
た
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
1

封
建
的
因
襲
と
ブ
ル

ジ

ョ
ア
的

頽
慶

と
外

國

へ
の
従
属

と
か
ら

く

る
人
間

の

三
重

の
自

己
疎

外
が

、

そ

の
主

軸

を
政
治

に
も

つ
て

い
る
と

き
、
非

政
治

的

も
し

く

は
反

政

治
的

で

あ
る

こ
と
そ

の

こ
と
が

ま
が

い
も

な
く
政

治
的

で

あ
り
、

沈
獣

す

る

こ
と
が
表

現

に
外

な
ら
ず

、
選
揮

し
な

い

こ
と
が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
つ
の
選
澤
に
外
な
ら
な
い
こ
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
は
、
そ
し
て
佛
教
お
よ
び
佛
教
學
が
道
徳
の
領
域
を
も
つ
以
上
、
佛
教
が
こ
の
世

界
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
政
治
的
思
考
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
の
分
野
に
お
い
て
政
治
の
現
勢
力
の

ま
え
に
態
度
を
決
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
天
皇
の
名
に
よ
る

「
道
徳
」
過
剰
の
時
代
に
、
わ
れ
わ
れ
の
先
達
西
田
幾
多
郎
と

と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言
論
表
現
が
不
具
と
な
り
、
思
考
と
行
動
の
論
理
ま
で
が
ゆ
が
ん
だ
こ
と
を
経
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
維
験

の
暗
さ
は
そ
の
果
て
に
、
水
つ
く
屍

・
草
む
す
屍
五
〇
〇
萬
の
血
と
涙
を
た
だ
よ
わ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
1

「死
ん
だ
人
々
は
獣
つ
て

は
お
ら
れ
ぬ
以
上
、
生
き
淺
つ
た
人
々
は
沈
撃

守
る
べ
き
な
の
か
?
」
("
㌃

D
タ
)

大
載
の
経
験
と
そ
の
経
験
の
暗
さ
と
痛
み

と

は
、

こ
ん

に
ち

の
佛

教

的
思
考

の
う
ち

に
ど

の
よ
う

に
位

置
づ

け
ら

れ
、

ど

の
よ

う
な

ロ
ゴ

ス
に
ま

で
自

己
形

成

し

て
い

る
で
あ

ろ
う

　

　

　

　

　

か
。
佛

教

お
よ

び
佛
教

學

は
國
家

灌
力

に
た

い
す

る
自

己

の
無
力

を

こ
れ

ま
で

一
度

も
告
白

し
た

こ
と
は

な
か

つ
た
。

わ

れ
わ

れ

の
載

孚

匿

験

が

こ
の
自

覧

と
告

白

の
必
要

を
白

日

の
も

と

に
と
り
だ

し

た

の
で
あ

る
。
古

代
ギ

リ

シ

ァ
の
智
慧

が
無

智

の
自
覧

か
ら

出
獲

し

た
よ

　

　

　

　

　

う

に
、

佛
教

の
眞

實

を
も

と
め
、

ま

た
そ

れ
を

つ
ら

ぬ
く
知

と
力

と
が

、
わ

れ
わ

れ

の
無
力

の
自

覧

か
ら
出
獲

し
な
く

て

は
な
ら

ぬ
。

國

家
構

力

に
た

い
す

る
わ

れ
わ

れ
の
無

知

と
無
力

へ
の
率
直

な
反
省

が
、

佛
教

學
形

成

の
新

ら

し

い
覧

悟

と

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
ま

で
高

め
ら

れ

な
く

て
は

な
ら

な

い
。

西

田
は

「
今

日

の
如

き
歴

史
的
時

代

に
於

て
、
特

に
他

に
封

し
て
我

々

の
租
先

以
來

の
文
化

が
顧

み
ら

れ
な
け

れ

ば

な
ら

な

い
時

代

に
於

て
、

私

は
最
も

根
本

的

な
物

の
見
方
考

え
方

に
返

つ
て
考

え

て
見

る
必
要
が

あ

る
と
思

う
」

と

の

べ
、

「
論

理

は



㈹

歴
史
的
世
界
か
ら
離
れ
た
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
生
命
の
表
現
的
自
己
形
成
の
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
、

「
形
な
き
も
の

の
形
を
見
、
聲
な
き
も
の
の
聲
を
聞
く
…
…
幾
千
年
來
我
等
を
孚
み
來
つ
た
東
洋
交
化
の
根
抵
」
に
哲
學
的
根
擦
を
あ
た
え
た
。
そ
し
て

㈹

「
外

、
世

界

を
服

せ

し
め
、
内

、

人

心
を
統

一
す

る
」

覧
悟

と
、

「
我

國

の
文

化

に
封

し

て
唐

人

も
高
麗

人

も
大
和

心

に
な
り

ぬ
べ
し

と

い
畠

信
」
を
も
つ
て
、
義

等
の
租
先
を
し
て
此
身
の
申
髭

血
液
の
中
に
蘇
生
ら
し
鞠
L
よ
≧

し
た

(無

耀

繋

肪
籠

肚
駅
九
)
が
、
こ
の
西
田
哲
學
を
筆
頭
に
、

ま
た
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
ー

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
西
田
が
當
時
の
極
右
勢
力
に
抵
抗
し
た

こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
尊
敬
す
べ
き
態
度
に
っ
い
て
は
拙
論
の
績
稿
に
お
い
て
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ー

日
本
的

・
鰻
性

的

な

も

の
、
す

な
わ

ち

さ
き

に
見

た
前
孚

の
日
本

は
、
丈

明
化

し

た
後
牛

の
日

本

の

一
頂

鮎

を
な
す

「
大
東

亜
聖

職
」

に
事

實

上
協
力

し

た

の
で
あ

る
。

こ
の
事

實

に

た

い
す

る
自

己
反

省

の
な

か
で
、

わ

た
く

し
自

身

が
、

ま

た
日
本

の
佛
教

が
戦

孚
膿

験

か
ら
學

ん
だ

と
す

れ

ば

、
い

つ
た

い
何

を

ど

の
よ
う

に
學

び

と

つ
た
の

か
、
そ

の
學

習

の
プ

ロ
セ

ス
が
明

ら

か

に
さ

れ
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

(
序
章

終
)

註

(1①(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

「
思
想
」

一
九
五
〇
年

一
〇

月
、
拙

稿

「
輝

の
實
践

に

っ
い
て
」
参

照
。

「
思
想

」

一
九

五
九
年

一
月
、

拙
稿

「
絶

封
無

の

つ
ま
づ

き
」

参

照
。

「
日
記
」

明

治

三
二

・
三

・

一
九

日
の
項

。

「
藝
術

と
道

徳
」

二
七

八
頁

。

「
一
般
者

の
自

畳

的
禮
系

」
六

二
五
頁

。

「
五
燈
會

元
」

巖
頭

章

及
び

「
碧

巖
集
」

第

二
則

本
則
評

唱
、
参

照
。

書

簡
、

昭
和

二

二
・

一
一
・

一
二
、

木
揚

了
本

あ

て
。

同
、

同

一
五

・
三

・
三
〇
、

山
本
良

吉
あ

て
。

同

}
六

・
二

・

=
こ
、

山

奉
あ

て
。
西

田
も
我

々
も
国
家

樫
力

の

「
ま
な

ざ
し
」

の
中

で
自
已

疎
外

を

お

こ
し

て
い

た
の

で
あ
る
。

「
教

行
信

謹
」

化
身

土
丈

類
、

六
末
。

尤

も

こ
れ
は
浄

土
教

へ
の
迫
害

に
か
ん

し
て

の

べ
ら

れ
た
言

葉

で
あ

る
。

「
我
豊
無

知

の

一
力

士

に
如
か

ざ

る
べ
け

ん
や
」

(
日
記
、

大
正

四

・

一
・
二
七
)

「
俗

に
よ

り
衆

に
從

う

も
の

は
無
自
畳

的

と
し

て
蟻
蜂

と
澤

ぶ

所

は
な

い
」
(
哲
學

の
根

本
問
題

・
織

編
、

二
三
三
頁
)

「
世

の
中

に
は
終

日
衣
食

の
爲

に
奔

走
し
、

軍

に
物

質
的

存
在

の
爲

に
汲

々
と
し

て

「
生

を

没
し

去
る
者

が
幾
億

萬

人
あ

る
か

も
知

れ
ぬ
。

此
等

の
哀

な
る
人

は
如
何

に
生
く

べ
き

か
と
考

う

る
鯨
裕

も
な
く

て
、

一
生
唯
生
く

る
爲

に

生

佛

敏

に
お
け

る
職
孚

膿
験

八
九



(13}(1鋤(11}復7}(26){25)(24)(23〕(221(21)(20}(19U8)(17)(16}(15}(14}

灘

學

研

究

九
〇

き

た
の

で
あ
る
。

(略
)

か
く

の
如

き

生
命

は
寧

ろ
早

く
打
殺

し

て
　

々
の
中

に
投

じ

去
る
方

が
、

い
か
に
爽
快

で
あ
る

か
も
知

れ

ぬ
」

(
全
集

・

別

巻

二
、
六

二
頁
)

「
先

生
の

一
番
好

き

だ

つ
た
も

の
は
天
才

的

な
も

の
で
、

一
番
嬢

い
な
も
の

は
平
俗

で
あ

つ
た
ー

天
野
貞

砧
」

(
西

田
幾
多

郎

i

そ
の
人

と
畢
、
二
〇

頁
)
「
世

の
い

わ
ゆ

る
俗
物

共

に
封

し

て
は
歯

牙

に
も
か
け

な

い
よ
う

な
素
振

り
を
見

せ
ら

れ

た
ー

柳

田
謙
十

郎
」

(
同
書
、

=

四
頁
)

な
お
宮

川
透

「
近

代

日
本
思

想

の
構
造
」

=

五
頁
参

照
。

「
哲

學
論

交
集
」

第

五
、
所
牧

。

ご

ロ

団
葺
9。
昌
αQ
"
日
ゲ
o

い
搾
二
〇
〇
江
餓
o●
唱
』

同
…
ζ

矯
O
o
q
昌
窪
団

⇔
口
餓
冒

団

℃
8

包
ρ

℃
・
島

.

「
わ

れ
わ

れ
(
西
洋
)
に
お

い
て
は
非
矛

盾

の
原

理
の

ほ
か

に
は
精
神

の
健
康

は

存
在

し
な

い
の

に
、

あ
ち

ら

で
は
矛
盾

の
呉
越

同
舟

が

同
じ
人

間

の
頭

蓋

の
下

で
存
在

し
得

る
。

こ
う

し

て

一
つ
の
政
治

原

理
が
適

用
さ

れ
な

が
ら
も
、

適

用
さ
れ

る

こ
と
な
く
適

用

さ
れ
得

る

と
い
う

こ
と
、

ま

た
時

を
も

つ
て
す

れ
ば
、

實
際

上
解
決

が

存
在

せ
ず
し

て
す

べ
て

が
う
ま
く
落

着

く
と

い
う

こ
と
が

詮

明

さ
れ
る

。」

(済
離
餌
感

ω
δ
σq
浄
δ
像
"

O
o
ヨ
目
口
巳
ω
B
o
諏

冨

oゲ
言
9
。。o
.
・い
o
田
σq
碧
ρ

〈
o
昌
時
Φ
甑

N
O

2
0
〈
Φ
日
訂
o

H
り
918
)

肉
⊆
↓ぽ

切
o
ロ
o
岳
o
け
"
O
ず
吋
図
ω魯
三
ゲ
o
ヨ
目
B
ψ
鎚
"
伍

ω
≦
o
同
α
◎。
.
邦
謬
、

二
三

八
頁

。

「
西

田

幾
多

郎
全
集
」

巻
九
、

六

四
頁

。

「
哲

學

の
根

本
問

題

・
績

編
」

二
五
〇
頁
、

「
無

の
自

畳

的
限
定
」

二
八
八
頁
。

「
哲

學
論

女
集
」

巻

七
、

一
四

二
頁

。

「
日
本
丈

化

の
問
題
」

一
二

二
頁
。

全
集
、

巷

十

二
、

四

九
頁
。

論

文
集

、
巻

七
、

一
四
二
頁
。

「
景

徳
傳
燈

録
」

巻
七
、

盤

山
寳
積

の
項

参
照
。

も

つ
と
立
薩

的

な
見
方

も
あ

る
で

あ
ろ
う
。

「
毛
澤
東

選
集
」

巻

五
、

一
五
四
頁
。

「
朝

日
新
聞

」

昭
和

三
三
、

一

一
、

二
九

及

び
同

一
二

・

一
、

N

H
K
教
養

特
集

「
灘

と
東

西
文

明
」

高
坂

正
顯

「
西

田
幾
多

郎
先

生

の
追

憶
」

九
〇
頁

、
九

三
頁
。

書

簡
、
昭

和
三
・
一
一
・
三
、
久
松
置
=

あ

て
。
併

し

こ
れ
以
外

に
ど

の
よ
う

な
考
え

方

が
あ
り
う

る
か

と
い

う
反
論

に

つ
い

て
は
別

に
考

え
よ
う

。

「
哲

學

の
根

本
問

題

・
綬
編
」

二
八
〇
頁
。

菅

原
時
保
、

「
日
本
週

報
」

「
九

四
七

。
二
。

.

「
婁
性

的

日
本

の
建
設

」



、

⑱】ゆ(30ゆ(29ひ(28)㈲ ㈲(41}㈹ ㈲

「
哲

學
論
文

集
第

四

補
邊
」

討

O
搾

ピ
O
口
幽
O
β

"
閑
O
〈
O
ξ
二
〇
診

鎖
口
傷

O
甚
O
吋
国
。・
。・鍾
鴇
吻
●
や
』
ω
伊

「
無

の
文

化
」ー
「
哲
畢

の
根

本
問
題

・
綬

編
」

二
七

〇
頁
。

「
前

衛
」

一
九

五
七

・
九
。

吉

本
隆

明
、

武
井

昭
夫

「
文
學

者

の
職

孚
責

任
」

一
五
六
頁
、

「
五
七
頁
。

「
ぼ
く

の
小
學
校

の
教

頭
は
農

家

の
子
供

に
義
勇

軍

に
入

る

こ
と
を

奨

働

し
た
人

で
す

が
、

終
戦

後
、

最

初

の
ア

メ
リ
カ
兵

が
來

た
ら

〃

ハ
ロ
i
〃

と

い
え

と

い
う
ん

で
す
。
朝

禮

の
と
き

〃
ハ
ロ
ー
"

と

い
え
と
大

聲

で
練
脅

さ

せ
る

か
ら
、
み
ん

な
ゲ

ラ
ゲ

ラ
笑

い
な
が
ら

、
そ
の
教
頭

の
指
揮

で

〃

ハ
ロ
ー
〃

と
叫

ん
だ

ん
で
す
。
」

(
大
江
健

三
郎
、

中

央
公
論

、

一
九

五
九
、

一
月
)

「
経
集

」

二
七

・
蛇

品
第

七

・
賎

民
経
。

湛

然

「
摩
詞

止
観
輔

行
」

一
ノ
三
。

行
満

「
六
郎

義
」
参

照
。

「
毛

澤
東
選
集

」
巻

五
、

一
五

二
頁
。

「
鈴
木

大
拙

全
集
」

巻

八
、

一
五
八
頁

。

「
心
」

昭
和

三

三

・

剛
一
。

　

　

こ
の
場

合
、

橿
力

に
封

峙
す

る
側

の
政

治

・
道

徳
意

識

な
ら
び

に
丈

明
そ

の
も

の
と

も
封

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と
い
う

主
張

が
あ

る
で
あ

ろ

う
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
追

う

て
鯛

れ

る

こ
と
に

し
よ
う
。

論

丈
集
、

巻

三

・
序
。

「
働

く

も
の

か
ら
見

る
も

の

へ
」

序
。

「
績
思

索
と
膿

験
」

二
三
七
頁
。

全
集
、

別

巻

二
、

八

八
頁
。

佛
教

に
お
け
る
職
雫
禮
験

九

一


