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５月26日、日本文明研究所の第8回シンポジウム「禅
とマインドフルネス」が行われました。登壇者は、曹
洞宗国際センター所長で、17年にわたり米国で坐禅
指導を行った藤田一照氏と、脳科学とマインドフルネ
スを基にGoogle本社が開発した社員研修プログラム
を日本企業に提供する一般社団法人MiLI創立者の木
蔵シャフェ君子氏、モデレーターを作家で当研究所所
長の猪瀬直樹氏。その内容の一部を載録いたしま
す。シンポジウムでは、木蔵氏、藤田氏両人による瞑
想指導の時間が前半と後半に設けられました。禅とマ
インドフルネス瞑想の違いもお楽しみください。

（週間読書人2017年8月4日第3201号より転載）

ごあいさつ 理事長 都築仁子
当研究所のシンポジウムも回を重ね、末広がりの第８回となりました。今回の「禅とマインドフルネス」というテーマ

をインターネットでお知らせしましたところ、希望者が殺到し、厳選された方々のみに来場いただく形となりました。う
れしい悲鳴でございます。

昨年、都築学園グループは創立60周年という輝かしい年を迎えましたが、その60周年のテーマは「和魂英才」でご
ざいました。今回は、日本の誇る和魂、精神、日本の心をまさに英語で、すなわち英才で実践なさっております藤田
一照先生と木蔵シャフェ君子先生のお２人をゲストとしてお招きし、切り込んだ討論を展開していただきたいと思ってお
ります。受け身ではなくて、皆さんご自身もこのテーマに参加いただき、一緒にお考えいただきたいと思います。最後ま
でどうぞご清聴くださいませ。
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日
本
文
明
の
発
信
、
先
駆
者
の
群
像

会
長
　
後
藤
俊
夫

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
個
人
的
に
「
日
本

文
明
の
発
信
・
先
駆
者
の
群
像
」
と
位
置
付
け
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
日
本
は
明
治
維
新
で
和

魂
洋
才
の
時
代
に
入
り
、
海
外
か
ら
、
と
り
わ
け

欧
米
の
文
化
が
大
量
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
と
は

い
え
、
た
だ
欧
米
の
文
物
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
の
良
さ
を
海
外
に
英
語
で

発
信
し
た
人
々
も
存
在
し
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の

人
々
を
〝
日
本
文
明
発
信
の
先
駆
者
〟
と
し
て
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
信
州
出
身
の
清
沢
満
之
が
そ
の
一
人
。

一
八
九
三
年
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
発
見

か
ら
四
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
ア
メ
リ
カ
・
シ
カ

ゴ
で
万
博
が
開
か
れ
た
の
で
す
が
、
時
を
同
じ
く
し

て
彼
の
地
で
開
催
さ
れ
た
世
界
宗
教
者
会
議
に
、

清
沢
満
之
の
英
文
の
本
が
翻
訳
さ
れ
、
注
目
を
集

め
た
そ
う
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
会
議
に
は
鈴
木
大

拙
先
生
も
参
加
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
先

駆
者
と
し
て
、
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造
、
鈴
木

大
拙
、
岡
倉
天
心
の
活
動
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
建
築
家
イ
サ
ム
・
ノ 

グ
チ
の
お
父
上
の

野
口
米
次
郎
も
、
日
本
の
詩
、
歌
、
俳
句
な
ど 

日

本
の
美
術
を
世
界
に
発
信
し
て
有
名
で
し
た
が
、

現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
す
。

名
前
を
挙
げ
た
人
々
は
い
ず
れ
も
英
語
で
海
外

に
発
信
し
、
そ
れ
が
日
本
の
良
さ
を
伝
え
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
日
本
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た

先
達
が
一
〇
〇
年
以
上
前
に
い
た
こ
と
、
そ
し
て
今

に
至
り
、
日
本
の
文
明
の
良
さ
が
世
界
各
国
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

の
意
味
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二
人
の
ス
ズ
キ
と 

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
前
史

猪
瀬　

鈴
木
大
拙
『
禅
と
日
本
文
化
』
は
、

昭
和
十
年
代
に
海
外
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
語
訳
で
逆
輸
入
さ
れ
、
岩
波
新
書
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
九
四
〇
年
。
そ

れ
か
ら
継
続
的
に
読
ま
れ
て
き
た
本
で
す
。

　

鈴
木
大
拙
さ
ん
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か

け
て
、
禅
文
化
を
海
外
に
広
く
知
ら
せ
た

仏
教
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
で
す
。

が
、
実
は
ア
メ
リ
カ
で
は
「
二
人
の
ス
ズ

キ
」
と
並
び
称
さ
れ
る
、
鈴
木
俊
隆
さ
ん

と
い
う
、
も
う
一
人
の
僧
侶
が
い
た
の
で

す
。
七
〇
年
代
に
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
イ

ン
ド
で
東
洋
的
な
世
界
観
に
目
覚
め
、
あ

る
い
は
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
ヒ
ッ
ピ
ー
文
化

が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
動
き
に
も
、
鈴

木
俊
隆
さ
ん
の
影
響
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
流
れ
の
上
で
現
在
、
シ
リ
コ

ン
バ
レ
ー
のG

oogle

やfacebook

の
よ

う
な
先
端
を
行
く
新
企
業
で
、「
禅
」
が

「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
言
葉
を
変
え

て
、
社
員
研
修
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

藤
田
一
照
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
で
十
七

年
半
、
禅
を
伝
え
る
仕
事
を
し
て
き
ま
し

た
。
今
は
日
本
で
禅
と
は
何
か
を
追
及
す

る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
木ぼ
く
ら蔵
シ
ャ
フ
ェ

君
子
さ
ん
は
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
のG

oogle

の
研
修
シ
ス
テ
ム
を
、
日
本
で
適
応
さ
せ

る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
海
外
に
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
が
広
ま
る
こ
と
で
、
日
本
の

伝
統
の
中
に
息
づ
い
て
き
た
禅
が
、
改
め

て
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
会
場
の
皆
さ
ん
に
、
で
き
る

だ
け
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
話
を
聞
い
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
木
蔵
さ

ん
か
ら
、G

oogle

的
な
メ
ソ
ッ
ド
で
は

ど
の
よ
う
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
の
か
、
お

話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

木
蔵　

は
い
。
今
、
皆
さ
ん
の
心
の
状
態

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
間
に
合
う
よ
う
に
駆
け
つ
け
て
、
少

し
ず
つ
落
ち
つ
い
て
、
ク
リ
ア
な
状
態
に

な
り
つ
つ
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
ざ

わ
つ
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

ス
ノ
ー
ド
ー
ム
は
揺
ら
せ
ば
粉
雪
が
舞

い
散
り
ま
す
。
こ
れ
を
落
ち
つ
け
る
た
め

に
一
番
い
い
の
は
、
置
く
こ
と
で
す
。
皆

さ
ん
の
心
の
状
態
も
同
じ
よ
う
に
、
思
い

や
責
任
や
感
情
と
い
っ
た
も
の
を
、
置
い

て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
ご
く

シ
ン
プ
ル
な
導
入
法
を
お
伝
え
し
ま
す
。

三
つ
の
こ
と
だ
け
を
し
ま
す
。

第８回シンポジウム報告

禅と
マインドフルネス

藤田一照氏
木蔵シャフェ

君子氏
× ×

モデレーター

猪瀬直樹
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ま
ず
、「
今
を
意
識
す
る
、
今
に
注
意

を
向
け
る
」。
同
時
に
、「
リ
ラ
ッ
ク
ス
す

る
」。
そ
の
状
態
で
「
次
に
起
こ
る
一
呼

吸
に
注
意
を
向
け
る
」。
こ
の
三
つ
を
や

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

始
め
る
に
あ
た
っ
て
姿
勢
を
楽
に
し
て

く
だ
さ
い
。
目
は
閉
じ
て
い
て
も
開
け
て

い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

　

今
に
注
意
を
向
け
て
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

て
い
る
状
態
で
、
次
に
浮
か
ぶ
呼
吸
に
注

意
を
向
け
ま
す
。
続
け
て
三
呼
吸
ほ
ど
に
、

注
意
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
ど
う
ぞ
、
そ
の
ま
ま
続
け
て
く
だ
さ
い
。

途
中
で
呼
吸
以
外
の
こ
と
が
心
に
浮
か
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
残
し
て
き
た
仕
事
を
ど
う

し
よ
う
、
こ
の
あ
と
何
を
食
べ
よ
う
か
。
浮

か
ん
だ
思
い
に
気
づ
い
た
ら
、「Begin 

again

」。
再
び
、
初
め
に
戻
っ
て
、
次

に
浮
か
ん
で
く
る
呼
吸
に
注
意
を
向
け
て

い
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
ひ
と
つ
深
呼
吸
を
し
て
、
出

来
う
る
限
り
、
今
の
気
持
の
状
態
を
キ
ー

プ
し
て
、
今
後
の
ト
ー
ク
へ
注
意
を
む
け

て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

猪
瀬　

楽
な
姿
勢
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。

木
蔵　

背
骨
は
カ
ー
ブ
し
て
い
る
の
で
、

重
力
に
対
し
て
真
っ
直
ぐ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
分
が
一
番
楽
な
状
態
を
探
し
ま
す
。

肩
は
、
普
段
の
生
活
の
中
で
は
、
真
横
よ

り
も
前
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
呼
吸
が
し
や
す
い
楽
な
状
態
と
は
、

肩
を
一
度
上
に
あ
げ
て
、
後
ろ
か
ら
ス
ト

ン
と
下
し
た
か
た
ち
で
す
。
頭
は
首
に
乗

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
重
力
に
対
し
て

一
番
楽
な
位
置
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。

猪
瀬　

パ
ソ
コ
ン
を
い
じ
っ
た
り
、
ス
マ

ホ
を
見
た
り
、
日
常
生
活
で
は
前
か
が
み

に
な
る
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
ね
。
頭
の

重
さ
は
約
七
キ
ロ
あ
っ
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ

の
球
を
乗
せ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
と
聞
き

ま
し
た
。
そ
れ
で
不
自
然
な
位
置
に
頭
が

あ
れ
ば
、
肩
凝
り
に
な
る
よ
ね
。

木
蔵　

い
い
位
置
を
探
し
て
い
く
と
、
最

終
的
に
骨
盤
に
腰
が
立
つ
と
い
う
状
態
に

な
る
の
で
す
が
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
言

う
と
、
ち
ゃ
ん
と
し
よ
う
と
し
て
、
体
が

ギ
ュ
ッ
と
縮
こ
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
ゆ

る
ゆ
る
自
分
に
と
っ
て
楽
な
場
所
を
探
し

て
い
き
ま
す
。

猪
瀬　

藤
田
さ
ん
の
『
禅
の
教
室
』
に
は
、

よ
い
姿
勢
を
言
葉
で
説
明
す
る
と
、
耳
と

肩
を
一
対
、
鼻
と
臍
を
一
対
、
と
考
え
る

と
い
い
、
と
あ
り
ま
し
た
ね
。

藤
田　

そ
れ
も
結
果
的
に
そ
う
な
る
、
と

い
う
こ
と
で
、
先
に
正
し
い
姿
勢
の
条
件

を
言
葉
に
さ
れ
る
と
、
我
々
は
型
を
作
っ
て

し
ま
う
ん
で
す
。
自
分
の
体
に
訊
い
て
、

内
側
か
ら
正
し
い
姿
勢
が
生
ま
れ
て
く
る

の
で
は
な
く
、
外
側
に
鋳
型
の
よ
う
に
理

想
の
姿
勢
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
自
分
を
合

わ
せ
て
し
ま
う
。
最
初
に
理
想
が
あ
り
、

目
標
値
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
近
づ
こ

う
と
す
る
。
日
頃
か
ら
僕
ら
が
陥
り
が
ち

な
、
頭
で
考
え
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
人
工
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
に
は
禅
は
非
常
に
注
意
を
払
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
全
て
の
人
に
一
律
に
あ
て
は

ま
る
、
理
想
の
姿
勢
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
ん
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
の
い

い
姿
勢
と
明
日
の
い
い
姿
勢
は
違
う
。
そ

れ
ぞ
れ
の
人
に
と
っ
て
一
番
楽
な
姿
勢
を

作
る
。
楽
な
、
と
い
っ
て
も
、
ダ
ラ
ッ
と

す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
識
が
覚

醒
す
る
よ
う
な
姿
勢
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
、

そ
の
都
度
、
生
ま
れ
て
く
る
た
め
の
条
件

を
調
え
る
。
日
々
新
し
い
姿
勢
を
正
し
く

作
る
方
法
を
学
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
正
し
い

姿
勢
を
学
ぶ
の
で
は
な
い
。
そ
の
違
い
を

禅
で
は
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

　

心
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
す
る
の
と
、

心
が
落
ち
着
く
の
と
が
違
う
よ
う
に
。
背

中
が
伸
び
る
の
と
、
背
中
を
伸
ば
す
の
が

違
う
よ
う
に
。
些
細
な
言
葉
の
違
い
で
す

が
、
置
か
れ
た
当
人
の
風
景
は
全
く
違
い

ま
す
。
こ
の
微
妙
な
違
い
の
中
に
、
禅
の
重

要
な
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

＊

猪
瀬　

な
ぜ
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
で
、
こ
れ

ほ
ど
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
流
行
し
て
い

藤田一照

木蔵シャフェ君子
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る
の
で
し
ょ
う
。

藤
田　

言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
ず

っ
と
前
の
こ
と
で
す
。
僕
は
八
七
年
に
渡

米
し
ま
し
た
が
、
そ
の
年
、
テ
ィ
ク
・
ナ

ッ
ト
・
ハ
ン
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
の
僧
侶
が

書
い
た
『
ビ
ー
イ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
』
と
い

う
本
の
中
で
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い

う
言
葉
に
初
め
て
出
会
い
ま
し
た
。

猪
瀬　

木
蔵
さ
ん
は
『
世
界
の
ト
ッ
プ
エ

リ
ー
ト
が
実
践
す
る
集
中
力
の
鍛
え
方
』

を
刊
行
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
ど
う

で
し
ょ
う
か
。G

oogle

は
、
食
事
が
食

べ
放
題
と
か
オ
フ
ィ
ス
が
独
創
的
で
レ
ジ

ャ
ー
ラ
ン
ド
や
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
よ
う

な
様
々
な
施
設
が
完
備
さ
れ
て
い
る
と
か
、

表
面
的
な
と
こ
ろ
だ
け
報
道
さ
れ
る
け
れ

ど
、
実
状
は
過
酷
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
入
る
の
は
倍
率
約
五

〇
倍
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
にG

oogle

に
入

る
に
は
約
一
〇
〇
〇
倍
。
入
っ
た
ら
周
り

に
は
優
秀
な
人
間
だ
ら
け
で
、
毎
日
長
時

間
労
働
で
凌
ぎ
を
削
る
こ
と
に
な
る
。
シ

リ
コ
ン
バ
レ
ー
は
、
も
っ
と
も
ス
ト
レ
ス

の
高
い
社
会
で
す
よ
ね
。

木
蔵　
そ
の
通
り
で
す
。
例
え
ば
、Google

の
よ
う
な
大
き
な
情
報
量
を
処
理
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
三
ヶ
月
後
に
情
報
処
理
の

ス
ピ
ー
ド
を
今
の
倍
に
し
て
ほ
し
い
、
と

い
う
課
題
が
会
社
か
ら
ポ
ン
と
渡
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
を
、
一
〇
人
程
の
チ
ー
ム
が
必

死
に
な
っ
て
、
な
ん
と
か
達
成
し
て
し
ま

う
ん
で
す
。
世
界
中
の
ト
ッ
プ
エ
ン
ジ
ニ

ア
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
し
か
し
や

り
遂
げ
て
息
を
つ
い
て
も
、
数
ヶ
月
経
つ

と
ま
た
、
今
度
は
三
ヶ
月
後
に
こ
の
倍
で

よ
ろ
し
く
と
。
ス
ト
レ
ッ
チ
し
て
、
や
り

終
え
た
ら
、
ま
た
ス
ト
レ
ッ
チ
の
課
題
が

与
え
ら
れ
ま
す
。
技
術
開
発
の
恩
恵
を
私

た
ち
も
受
け
て
い
ま
す
が
、
最
先
端
に
い

る
人
た
ち
は
過
酷
な
現
状
に
あ
り
ま
す
。

藤
田　

達
成
で
き
な
い
場
合
は
ど
う
な
り

ま
す
か
。

木
蔵　

首
が
か
わ
り
ま
す
。
で
は
他
の
人
、

と
。
で
も
会
社
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
以

上
に
、
何
か
を
作
り
出
し
た
い
、
新
し
い

こ
と
を
生
み
出
し
た
い
と
い
う
自
発
的
な

欲
求
が
大
き
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
中
で
、
毎
日
身
を
刻
ん
で
い
る
の
で
、

ス
ト
レ
ス
で
病
気
に
な
る
と
か
、
家
族
関

係
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
か
、
ド
ラ
ッ
グ

や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
と
い
う
問
題
に
も
繋

が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
で
心
が
落
ち
着
く
状
態
を
作
っ
て

み
る
と
、
苦
し
み
が
軽
減
さ
れ
、
仕
事
の

成
果
に
も
間
接
的
に
繋
が
る
。
そ
う
い
う

こ
と
で
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬　

と
こ
ろ
で
鈴
木
俊
隆
さ
ん
は
、
何

を
し
た
人
な
ん
で
す
か
。

藤
田　

そ
の
話
を
す
る
た
め
に
、
も
う
少

し
過
去
に
遡
り
ま
す
が
、
明
治
維
新
の
折
、

日
本
は
多
額
な
給
料
を
払
っ
て
海
外
か
ら

多
く
の
学
者
を
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
一
人

に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
い
ま
す
。
彼
は
日
本
に

き
て
驚
き
ま
す
。
極
東
の
文
明
の
遅
れ
た

地
域
に
き
た
つ
も
り
が
、
と
ん
で
も
な
い
。

日
本
の
仏
教
美
術
や
教
学
に
触
れ
て
、
そ

の
素
晴
ら
し
さ
に
目
を
見
開
き
、
た
く
さ

ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

に
持
ち
帰
り
ま
す
。
海
外
に
お
け
る
禅
の

文
化
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
受
容
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
鈴
木
大
拙
さ
ん
は
、
シ
カ
ゴ
の

世
界
宗
教
者
会
議
に
、
師
匠
の
釈し
ゃ
く

宗そ
う

演え
ん

さ
ん
と
い
う
鎌
倉
円
覚
寺
の
管
長
と
共
に

行
き
、
そ
の
縁
で
ア
メ
リ
カ
に
住
み
、
英

語
で
仏
教
の
発
信
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
二
十
七
歳
で
『
大
乗
仏
教
概
論
』
を

書
き
、
一
九
五
〇
年
代
に
知
識
人
の
間
に

書
物
を
通
じ
て
禅
と
い
う
哲
学
を
伝
え
ま

す
。
鈴
木
大
拙
さ
ん
は
、
主
に
「
悟
り
」

の
世
界
を
、
英
語
で
表
現
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
が
、
西
洋
の
知
識
人
た
ち
は
、
西

洋
的
な
二
元
論
を
超
え
た
も
の
が
大
拙
さ

ん
の
本
に
は
書
か
れ
て
い
る
、
と
直
感
的

に
受
け
取
っ
た
よ
う
で
す
。
最
初
に
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
や
哲
学
者
、
思
想
家
な
ど
が
、

大
拙
さ
ん
の
言
葉
に
惹
か
れ
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
、
一
般
に
も
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

猪
瀬　

英
語
の
文
章
は
、
私
が
い
て
相
手

が
い
る
、
そ
も
そ
も
二
元
論
的
で
す
。
一

方
、
我
々
日
本
人
は
、「
私
」
と
い
う
主

語
な
し
に
話
す
。
二
元
論
が
文
脈
の
中
に

常
に
存
在
す
る
世
界
へ
、
大
拙
さ
ん
は
、

私
と
あ
な
た
が
融
和
し
て
い
る
世
界
観
を

持
ち
込
ん
だ
の
で
す
ね
。

藤
田　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
教
で

は
、
自
と
他
、
心
と
体
を
分
け
る
こ
と
を

「
分
別
」
と
言
い
ま
す
。
僕
ら
は
日
常
的

に
、
良
し
悪
し
、
優
劣
、
美
醜
な
ど
、
自

分
の
観
点
か
ら
物
事
を
二
つ
に
分
け
て
捉

え
、
恰
も
客
観
的
に
分
別
さ
れ
た
も
の
が

存
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
思
考
し
て
い
ま

す
。
仏
教
で
は
そ
れ
を
「
虚こ

妄も
う

分
別
」
と

猪瀬直樹所長
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呼
び
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
区
別
を
押

し
つ
け
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
西
洋
に
は

そ
う
い
う
考
え
方
は
な
く
、
別
け
隔
て
の

あ
る
こ
と
を
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
大
拙
さ
ん
は
、
虚
妄
分
別
を
超
え
た

無
分
別
智
の
世
界
を
、
様
々
な
禅
マ
ス
タ

ー
（
禅
匠
）
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ

な
が
ら
説
明
し
た
の
で
す
。
二
元
論
的
思

考
法
が
様
々
な
問
題
の
根
底
に
あ
る
と
感

じ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
打
開
の
新
し

い
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
歓
迎
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

　

六
〇
年
代
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
は
世
界

一
の
大
国
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
問
題

が
多
々
生
じ
て
き
ま
し
た
。
当
時
の
若
い

世
代
の
人
々
は
、
親
た
ち
が
作
り
上
げ
た

ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
自
分
た
ち
は
こ
の

ま
ま
引
き
継
い
で
い
く
の
か
、
と
疑
問
を

覚
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
に
、
鈴

木
大
拙
が
説
く
虚
妄
分
別
を
超
え
た
悟
り

の
世
界
に
、
魅
力
を
感
じ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
六
〇
年
代
初
め
、
五
〇
代
の
鈴

木
俊
隆
と
い
う
曹
洞
宗
の
僧
侶
が
、
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
系
の
桑
港
寺
の
住
職

と
し
て
渡
米
し
ま
す
。
今
ま
で
の
住
職
と

違
い
、
ア
メ
リ
カ
人
に
禅
を
教
え
た
い
と

い
う
思
い
が
あ
っ
た
俊
隆
さ
ん
と
、
禅
の

修
行
を
し
た
い
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に

集
ま
っ
て
き
た
人
々
が
、
出
会
っ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
約
一
〇

年
遅
れ
て
同
じ
こ
と
が
起
き
て
き
ま
す
。

そ
の
と
き
に
禅
の
修
行
を
し
た
人
が
、
世

代
的
に
い
う
と
、
現
在
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
の
牽
引
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、

「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
前
史
」
と
言
っ
て

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
己
事
究
明
」─
自
ら
の

内
側
を
検
索
し
よ
う

木
蔵　

確
か
に
、
俊
隆
老
師
の
弟
子
の
中

に
、
現
在
、
禅
僧
で
あ
り
な
が
ら
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
方
が
何
人
も
い
ま
す
ね
。Search  

Inside Yourself

（
サ
ー
チ
イ
ン
サ
イ
ド
ユ

ア
セ
ル
フ
）

─
略
し
て
Ｓ
Ｉ
Ｙ
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
、G

oogle

で
生
ま
れ
た
、
脳

科
学
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
か
ら
な
る
メ

ソ
ッ
ド
な
の
で
す
が
、
そ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
務

め
た
マ
ー
ク
・
レ
サ
ー
は
曹
洞
宗
の
、
鈴

木
俊
隆
さ
ん
の
孫
弟
子
で
す
し
、
ノ
ー
マ

ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
い
う
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
の
僧
侶
が
、
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
大
学
の
卒
業
式
の
講
話
で
、
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
伝
え
る
こ
と
も
し
て
い

ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
禅
と
マ
イ
ン
ド

フ
ル
ネ
ス
を
分
け
る
見
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。

藤
田　

そ
う
で
す
ね
。
僕
は
二
人
と
も
僧

侶
と
し
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
も

今
、
臨
済
宗
の
お
坊
さ
ん
が
Ｓ
Ｉ
Ｙ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
習
得
に
つ
と
め
て
い
る
そ
う

で
す
。

猪
瀬　

Search Inside Yourself

と
は
、

ど
ん
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
の
で
す
か
。

藤
田　

G
oogle

の
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
は

皆
さ
ん
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。
禅
で
い

う
「
己
事
究
明
」
と
は
、
自
分
に
つ
い
て

究
明
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
英
語
に
し
た

も
の
が
、Search Inside Yourself

。

木
蔵　

自
ら
の
内
側
を
検
索
し
よ
う
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

猪
瀬　

そ
れ
を
、G

oogle

の
社
員
が
ど

の
よ
う
に
定
期
的
に
行
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
か
。

木
蔵　

頻
度
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
世
界

各
国
のG

oogle

社
内
で
、
二
日
間
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
加
え
て
七
週
間
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
実
践
を
習
慣
化
し
て

い
き
ま
す
。G

oogle

で
は
や
り
た
い
人

が
応
募
す
る
、
手
挙
げ
式
で
す
。
オ
ン
ラ

イ
ン
で
募
集
が
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
て
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
、
と
い
う

状
況
で
、G

oogle

社
員
の
一
〇
％
弱
が
、

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
て
い
る
と
聞
い

て
い
ま
す
。

猪
瀬　

簡
単
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
呼
吸
法
や
坐
禅
を
、

ど
の
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
し
て
い
る
の

で
す
か
。

木
蔵　
一
つ
に
は
Ｅ
Ｑ
（Em

otional Intel-

ligence Q
uotient

）
感
情
知
性
を
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
ア
プ
ロ

ー
チ
で
す
。

猪
瀬　

Ｉ
Ｑ
は
知
能
指
数
で
す
が
、
Ｅ
Ｑ

で
は
様
々
な
感
情
の
起
伏
が
現
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
か
。

木
蔵　

最
終
的
に
感
情
を
自
己
管
理
し
、

対
人
的
な
共
感
を
生
む
こ
と
を
目
指
す
の

で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
自
己
認

識
が
必
要
で
す
。ま
さ
にSearch Inside 



6

が
探
求
す
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
メ
ソ
ッ
ド
な
ら
ば
、
初

心
者
に
も
入
口
が
分
か
り
や
す
い
ん
で
す
。

猪
瀬　

手
の
届
き
に
く
い
と
こ
ろ
を
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
因
数

分
解
し
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
た
わ
け
で

す
ね
。

　

一
照
さ
ん
も
経
験
が
あ
る
と
書
い
て
い

ま
す
が
、
禅
寺
に
入
門
志
願
を
す
る
と
、

そ
の
ま
ま
入
口
で
数
時
間
待
た
さ
れ
る
と

か
。
正
直
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
人
間
力

に
繋
が
る
の
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す

（
笑
）。

藤
田　

辛
抱
強
く
は
な
り
ま
す
か
ね
（
笑
）。

現
在
は
芝
居
に
近
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

も
と
の
意
味
合
い
と
し
て
は
、
自
分
が
な

ぜ
こ
こ
に
き
た
の
か
を
、
よ
く
考
え
て
み

ろ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
だ
疎
か
に

物
見
遊
山
で
来
た
や
つ
に
用
は
な
い
、
と

い
う
表
明
で
す
。

猪
瀬　

釈
迦
の
説
く
、
宇
宙
と
自
分
と
の

合
一
や
、
悟
り
の
よ
う
な
も
の
は
、
教
え

る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
け
れ
ど
ね
。

　

鈴
木
大
拙
さ
ん
の
『
禅
と
日
本
文
化
』

の
冒
頭
に
、
十
二
世
紀
ご
ろ
の
説
話
が
引

か
れ
て
い
ま
す
。
夜
盗
の
息
子
が
、
そ
ろ

そ
ろ
手
法
を
伝
授
し
て
ほ
し
い
、
と
言
っ

た
の
で
、
親
父
は
息
子
を
連
れ
て
他
家
へ

Yourself

で
、
今
、
自
分
に
何
が
起
っ
て

い
る
か
分
か
る
よ
う
に
な
ろ
う
、
と
い
う

メ
ソ
ッ
ド
を
行
う
わ
け
で
す
。

　

Ｅ
Ｑ
と
業
績
向
上
と
の
比
例
関
係
は
、

こ
れ
ま
で
の
リ
サ
ー
チ
で
明
ら
か
に
な
っ

て
い
て
、
Ｅ
Ｑ
を
高
め
る
た
め
に
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
を
行
い
、
自
己
管
理
が
で
き

て
い
る
と
、
社
内
で
も
活
躍
で
き
、
あ
る

い
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
高
ま
る
、
と
そ

う
し
た
図
式
で
す
。

猪
瀬　

心
理
療
法
と
は
ど
う
区
別
さ
れ
て

い
る
ん
で
す
か
。

藤
田　

セ
ラ
ピ
ー
は
、
病
気
の
レ
ベ
ル
で

あ
る
と
自
覚
し
た
人
々
が
セ
ラ
ピ
ス
ト
の

助
け
に
よ
っ
て
、
自
分
を
マ
ネ
ー
ジ
す
る

も
の
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
、
自
分
の
ス
キ
ル
や
人
間
力
を
高
め

る
た
め
に
、
仕
事
で
経
験
す
る
感
情
の
波

を
う
ま
く
乗
り
切
る
、
治
療
と
い
う
よ
り

は
、
練
習
で
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
、
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬　

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
す
ね
。

藤
田　

ま
さ
に
、「
心
の
筋
ト
レ
」
と
い

う
喩
え
方
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
。

木
蔵　

Ｅ
Ｑ
を
感
情
知
性
だ
と
言
い
ま
し

た
が
、
他
の
言
葉
で
表
せ
ば
、
一
照
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
「
人
間
力
」
で
す
。
人
間
力

を
高
め
る
こ
と
の
ニ
ー
ズ
は
、
日
本
に
も

あ
り
ま
す
よ
ね
。
し
か
し
禅
は
、
初
心
者

泥
棒
に
入
っ
た
。
そ
し
て
長
持
の
中
に
息

子
を
入
れ
蓋
を
し
て
、「
泥
棒
だ
」
と
叫

ん
で
、
自
分
は
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
閉
じ

込
め
ら
れ
た
息
子
は
、
家
人
が
来
て
蓋
が

開
け
ら
れ
た
途
端
飛
び
出
し
て
、
井
戸
に

大
き
な
石
を
落
し
て
飛
び
込
ん
だ
と
見
せ

か
け
る
な
ど
し
て
、
命
か
ら
が
ら
逃
げ
切

っ
た
。
家
に
帰
る
と
、
こ
れ
で
や
り
方
が

分
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
親
父
が
言
っ
た
と
。

ノ
ウ
ハ
ウ
は
自
分
の
体
で
憶
え
ろ
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
が
、
か
な
り
無
茶
苦
茶
な

話
に
も
思
え
ま
す
。
で
も
こ
れ
が
禅
の
説

話
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、

泥
棒
の
手
法
と
同
様
に
、
禅
も
教
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
、
自
ら
学
べ
と
。

藤
田　

そ
う
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
の

は
、
自
得
す
る
し
か
な
い
も
の
が
、
禅
で

は
大
事
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
裏
返
し
で

す
ね
。
僕
ら
は
傾
向
と
し
て
、
具
体
的
な

も
の
に
頼
り
た
く
な
る
し
、
最
短
距
離
を

目
指
し
が
ち
で
す
。
で
も
寄
り
か
か
っ
て

頼
る
こ
と
で
は
、
身
に
つ
か
な
い
も
の
が

あ
る
。
近
代
的
、
合
理
的
な
考
え
方
で
は
、

落
と
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
仏
教
が

最
も
大
事
に
し
て
い
る
も
の
に
、「
生
老

病
死
」
が
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
死
を
目

の
前
に
し
た
と
き
、
人
間
が
頭
で
考
え
出

し
た
方
法
な
ど
何
の
役
に
立
つ
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

坐
禅
で
存
在
の
次
元
に

触
れ
る

猪
瀬　

一
照
さ
ん
の
本
に
『
現
代
坐
禅
講

義　

只
管
打
坐
へ
の
道
』
が
あ
り
ま
す
が
、

「
只し

管か
ん

打だ

坐ざ

」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で

す
か
。

藤
田　

只
管
と
は
、「
た
だ
そ
れ
だ
け
」

と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
た
だ
坐
っ

て
い
る
だ
け
。
タ
ダ
な
ら
ば
お
釣
り
が
返

っ
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
何
も
目
指
さ
ず
、

返
っ
て
く
る
も
の
は
な
く
、
坐
っ
て
い
る

だ
け
な
ん
で
す
。
僕
は
只
管
打
坐
と
は
、

「
人
間
を
開
店
休
業
す
る
こ
と
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。

猪
瀬　

人
間
を
開
店
休
業
？

藤
田　

人
間
の
特
徴
は
二
足
歩
行
で
す
。

そ
れ
か
ら
手
で
道
具
を
操
作
す
る
。
口
を

使
っ
て
話
を
す
る
。
頭
で
思
考
す
る
。
そ

れ
が
坐
禅
の
と
き
は
、
手
足
を
組
み
、
動

か
な
い
。
話
さ
な
い
。
浮
か
ん
で
き
た
思

考
を
握
り
込
ま
ず
、
現
わ
れ
て
は
消
え
る

ま
ま
に
す
る
。

　

つ
ま
り
坐
禅
で
は
、
人
間
の
特
徴
的
な

活
動
を
全
て
、
一
時
的
に
保
留
す
る
ん
で

す
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
し
て
い
る
け

れ
ど
、
人
間
の
活
動
は
し
て
い
な
い
の
で
、

僕
は
そ
れ
を
「
人
間
を
開
店
休
業
し
て
い
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切
り
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
空
っ
ぽ
で

何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
「
全
」
と
同
じ
。
無
限
と
い
う
こ

と
で
す
。

猪
瀬　

一
即
他
と
か
、
他
即
一
と
か
、
言

い
ま
す
よ
ね
。

　

鈴
木
大
拙
さ
ん
の
本
に
、
芭
蕉
の
「
古

池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
は
禅
問
答
か

ら
生
ま
れ
た
句
だ
と
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
多
く
の
人
は
、
こ
れ
を
実
景
描
写
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

藤
田　

こ
れ
は
内
面
と
外
面
の
仕
切
り
が

取
れ
て
い
る
状
態
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
芭
蕉
に
は
句
の
生
ま
れ
る
瞬
間
、
何

ら
か
の
感
動
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
そ

れ
は
外
で
起
き
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

自
分
の
中
で
起
き
て
い
る
。
そ
の
感
動
が

句
と
し
て
結
晶
化
し
た
。
表
面
的
な
情
報

の
下
に
、
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る

の
で
す
。

猪
瀬　

意
識
の
下
に
は
広
大
な
無
意
識
界

が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
普
段
我
々
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
使
う
言
葉
は
、
表

面
か
ら
近
い
と
こ
ろ
を
ほ
ん
の
一
部
切
り
と

っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
鈴

木
大
拙
は
ユ
ン
グ
と
重
な
る
時
代
に
生
き

た
人
で
、
本
に
も
集
合
的
無
意
識
と
い
う

言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
意
識
界
だ
け
で
な

く
、
無
意
識
界
を
も
使
っ
て
対
話
す
る
の

が
、
禅
問
答
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

藤
田　

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

禅
問
答
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
他
者
の
ス
ト

ー
リ
ー
で
、
禅
マ
ス
タ
ー
に
弟
子
が
尋
ね

た
ら
こ
う
答
え
た
、
と
い
う
単
な
る
情
報

で
す
。
で
も
そ
の
物
語
を
咀
嚼
す
る
う
ち

に
、
す
る
め
の
よ
う
に
味
が
ジ
ワ
ジ
ワ
滲

み
出
て
き
て
、
第
三
者
的
に
見
て
い
た
ス

ト
ー
リ
ー
が
、
あ
る
と
き
私
の
ス
ト
ー
リ

ー
に
な
っ
て
い
る
。
集
合
的
無
意
識
で
は

な
い
け
れ
ど
、
自
分
の
内
側
の
、
普
段
は

閉
じ
て
い
る
、
私
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

深
層
世
界
へ
届
い
て
い
く
こ
と
が
あ
る
の

で
す
。
禅
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
の
た
め
の
装

置
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
や
す

い
話
が
、
代
々
試
さ
れ
て
残
っ
て
き
て
い
る
。

臨
済
宗
で
は
そ
れ
を
公
案
と
呼
び
ま
す
。

　

公
案
で
は
、
今
起
き
て
い
る
こ
と
に
対

し
、
自
分
を
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
つ
け

て
い
く
か
、
そ
れ
が
刻
々
問
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
、
こ
こ
に
お
ら
れ
る
何
人
か
は
、

眠
た
い
な
、
寝
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も

頑
張
っ
て
起
き
て
い
よ
う
か
、
と
い
う
葛

藤
の
狭
間
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

（
笑
）。
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
状
況
か
ら
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
が
ど
う

応
答
す
る
か
が
、
ま
さ
に
公
案
な
ん
で
す
。

刻
々
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
心
底
か
ら
感
じ
る
た
め
に
、
頭
で
考

る
」
と
。
立
ち
上
が
れ
ば
ま
た
、
人
間
の

生
活
が
始
ま
る
け
れ
ど
、
い
っ
た
ん
人
間

を
開
店
休
業
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
改
め
て

人
生
を
眺
め
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と

で
す
。
僕
ら
は
人
間
の
世
界
の
中
で
、
忙

し
い
忙
し
い
思
い
通
り
に
い
か
な
い
、
と

浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
続
け
て
い
ま
す
が
、

そ
の
生
活
に
句
読
点
を
打
ち
、
隙
間
を
あ

け
る
。「
無
用
の
用
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
無
用
の
隙
間
が
、

忙
し
い
毎
日
を
乗
り
越
え
る
触
媒
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
メ
ソ
ッ
ド

で
は
、
人
間
と
し
て
自
分
を
マ
ネ
ー
ジ
し

て
い
き
ま
す
。
職
場
や
家
庭
で
潤
滑
に
や

っ
て
行
く
た
め
の
ス
キ
ル
を
磨
く
こ
と
も

必
要
で
す
か
ら
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で

人
間
力
を
上
げ
て
い
け
る
と
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
人
間
力
で
は
触
れ
ら
れ

な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
禅
の
カ

バ
ー
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
人
間
社
会

の
中
で
う
ま
く
生
き
る
た
め
の
方
法
と
、

生
老
病
死
の
次
元
、
存
在
の
次
元
に
触
れ

る
経
験
。
映
画
で
は
な
い
で
す
が
、
二
本

立
て
で
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬　

禅
で
は
宇
宙
の
中
に
自
分
が
い
て
、

宇
宙
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

自
覚
す
る
の
が
悟
り
だ
、
な
ど
と
言
い
ま

す
よ
ね
。
難
し
い
ね
。

藤
田　

難
し
く
考
え
る
か
ら
難
し
く
な
る

（
笑
）。
た
だ
坐
れ
ば
い
い
ん
で
す
。「
差

を
と
る
」
と
ダ
ジ
ャ
レ
で
言
っ
た
僧
侶
が

い
ま
し
た
が
、
私
と
世
界
の
差
を
と
る
、

と
は
言
え
ま
す
ね
。
先
ほ
ど
話
を
し
た

「
分
別
」
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
言
っ
て
も
、
言
葉
も
時
間
も
持
っ
て
い

る
我
々
は
、
完
全
に
分
別
を
や
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
で
も
い
っ
た
ん
手
放
し
て
、

分
別
で
自
分
の
手
足
を
動
か
さ
な
い
よ
う

に
す
る
の
が
、
坐
禅
で
す
。

猪
瀬　

そ
れ
は
、
無
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
か
？　

藤
田　

無
と
は
、
拘
り
が
な
い
と
か
、
仕
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の
体
が
求
め
て
い
る
伸
び
で
す
か
。
ス
ト

レ
ッ
チ
だ
と
、
手
を
上
へ
ま
っ
す
ぐ
あ
げ

ま
し
ょ
う
、
な
ど
と
言
う
の
で
し
ょ
う
が
、

禅
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
時
間
を
取

る
の
で
ど
ん
な
伸
び
方
か
は
、
自
分
で
探

し
て
く
だ
さ
い
。

　

伸
び
の
仕
方
は
、
皆
知
っ
て
ま
す
。
う

ち
の
猫
な
ど
伸
び
の
天
才
で
す
。
胎
児
も
、

お
腹
の
中
で
あ
く
び
や
伸
び
を
す
る
ん
で

す
よ
。
お
腹
の
中
は
窮
屈
だ
か
ら
、
赤
ち

ゃ
ん
も
動
か
な
い
と
体
が
凝
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
僕
ら
は
、
あ
く
び
や
伸

び
を
人
前
で
や
る
の
は
不
作
法
だ
、
と
抑

圧
す
る
よ
う
に
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の

で
、
頭
で
考
え
ず
に
、
自
然
の
呼
び
声
に

従
っ
て
、
の
び
の
び
動
く
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　

と
、
こ
れ
ぐ
ら
い
皆
さ
ん
を
刺
激
し
て

お
い
て
か
ら
、
も
う
一
度
伸
び
を
や
り
ま

し
ょ
う
。
ギ
ュ
ー
ッ
と
伸
び
る
と
、
心
境

が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
椅
子
の
上
に
坐
っ

て
い
る
自
分
の
体
を
感
じ
て
く
だ
さ
い
。

姿
勢
で
大
事
な
の
は
、
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ッ

ド
ネ
ス
と
い
っ
て
、
し
っ
か
り
地
面
、
床
、

椅
子
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
。
緊
張
し
て
い

る
と
き
は
、
筋
力
で
体
を
上
に
持
ち
上
げ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
手
放
し
て
い
く
。

重
さ
を
下
に
預
け
て
い
く
。
グ
ラ
ウ
ン
デ

え
て
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
問
題
を
投
げ

か
け
る
。
そ
う
し
た
方
法
が
、
発
明
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
平
方
向
の 

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
　 

垂
直
方
向
の
禅

猪
瀬　

取
っ
掛
か
り
が
な
い
よ
う
で
も
、

禅
に
も
理
解
の
た
め
の
装
置
と
し
て
、
説

話
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
で
は
、
そ
こ
を
徹
底
的
に
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
す
る
か
ら
分
か
り
や
す
い
と
。

木
蔵　

た
だ
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
も

の
を
、
実
践
す
る
の
は
個
々
人
な
ん
で
す
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
は
枠
組
み
は
あ
り

ま
す
が
、
た
っ
た
二
日
間
の
学
び
で
七
週

間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
し
て
い
く
わ
け

で
、
入
口
を
通
過
し
た
後
は
、
自
分
自
身

の
探
求
に
な
り
、
禅
の
修
行
に
近
い
も
の

に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

猪
瀬　

先
ほ
ど
、
木
蔵
さ
ん
が
リ
ラ
ッ
ク

ス
で
き
る
呼
吸
法
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
、
今
度
は
一
照
さ
ん
に
や
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
か
。

藤
田　

で
は
、
伸
び
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

と
い
う
と
、
だ
い
た
い
皆
同
じ
に
な
る
ん

で
す
よ
ね
。
本
当
に
そ
れ
が
、
今
皆
さ
ん

ィ
ッ
ド
ネ
ス
を
し
て
は
い
け
な
い
ん
で
す

よ
。
や
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
止
め
て
い
く
。

そ
う
す
る
と
、
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ッ
ド
ネ
ス

が
結
果
的
に
で
き
る
。
下
か
ら
の
支
え
を

感
じ
て
く
だ
さ
い
。
同
時
に
、
ア
ッ
プ
ラ

イ
ト
ネ
ス
と
い
っ
て
、
垂
直
性
を
感
じ
る
。

日
本
語
で
言
う
と
、
接
地
性
と
垂
直
性
、

そ
れ
が
姿
勢
の
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

自
分
の
体
に
問
い
か
け
て
み
て
く
だ
さ

い
。
今
、
自
分
の
体
重
が
、
ど
ん
な
ラ
イ

ン
で
坐
骨
に
堕
ち
て
い
ま
す
か
。
垂
直
に

お
ち
て
い
ま
す
か
、
前
傾
き
で
す
か
、
後

ろ
傾
き
で
す
か
。
体
が
後
ろ
過
ぎ
る
と
い

う
信
号
が
あ
っ
た
ら
、
も
っ
と
楽
に
。
力

ん
で
支
え
て
い
る
感
じ
が
消
え
る
地
点
が

あ
る
は
ず
で
す
。

猪
瀬　

こ
れ
も
、
自
分
で
感
じ
て
み
つ
け

ろ
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

藤
田　

こ
こ
な
ら
ば
、
ず
っ
と
い
て
も
い

い
か
な
、
と
思
え
る
場
所
を
探
し
て
く
だ

さ
い
。

　

先
ほ
ど
君
子
さ
ん
も
言
っ
た
け
れ
ど
、

腕
は
ど
う
し
て
も
、
前
側
に
置
か
れ
る
傾

向
に
あ
る
の
で
、
一
度
肩
甲
骨
を
ゆ
っ
く

り
持
ち
上
げ
て
、
後
ろ
に
回
し
て
、
こ
こ

ま
で
は
意
識
で
や
っ
て
、
あ
と
は
ホ
ッ
と

落
と
し
ま
す
。
ど
こ
に
お
ち
る
か
体
と
重

力
に
ま
か
せ
て
お
く
。
変
な
言
い
方
で
す

が
、
自
然
を
稽
古
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
腕
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
ま
す
ね
。

腕
の
重
さ
で
胸
が
広
が
り
ま
す
。

　

と
言
う
と
、
意
識
し
て
広
げ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
が
、
広
が
る
と
広
げ
る
は
違
い

ま
す
。
僕
た
ち
は
手
ご
た
え
が
大
好
き
で

す
。
エ
ゴ
は
、「
俺
は
や
っ
て
る
ぞ
」
と

い
う
ド
ヤ
感
が
好
き
で
す
。
で
も
エ
ゴ
を

満
足
さ
せ
る
の
で
は
や
り
過
ぎ
て
い
る
。

手
ご
た
え
の
な
さ
を
目
指
す
。
努
力
し
て

い
る
感
じ
が
な
い
の
は
、
エ
ゴ
に
は
物
足

り
な
い
の
で
、
寝
て
し
ま
っ
た
り
、
考
え

ご
と
を
し
た
り
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
。

　

腕
は
肘
か
ら
ゆ
っ
く
り
曲
げ
て
、
坐
禅

の
場
合
は
下
腹
の
前
に
持
っ
て
き
て
、
左

手
を
右
手
の
上
に
置
き
、
四
本
指
を
重
ね

て
、
親
指
の
尖
端
ど
う
し
が
軽
く
く
っ
つ

い
て
い
る
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も

作
っ
て
は
ダ
メ
な
ん
で
す
ね
。
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
て
合
わ
せ
る
と
自
然
、
そ
う
い
う
か

た
ち
に
な
る
。

　

日
常
的
に
、
僕
ら
は
手
の
平
を
外
に
向

け
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
れ
は
道
具
操

作
の
手
で
、
世
界
を
変
え
よ
う
と
す
る
手

で
す
。
坐
禅
で
手
の
平
を
上
に
向
け
て
そ
っ

と
置
く
の
は
、
世
界
を
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
る
手
、
と
だ
と
僕
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
手
を
楽
な
と
こ
ろ
に
お
き
ま
す
。

坐
禅
で
は
普
通
脚
を
組
ん
で
い
る
の
で
、
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足
の
上
に
置
き
ま
す
が
、
今
は
椅
子
に
坐

っ
て
い
ま
す
の
で
、
下
腹
の
前
ぐ
ら
い
に
置

い
て
下
さ
い
。
坐
骨
の
真
上
に
鎖
骨
が
あ

っ
て
、
坐
骨
、
鎖
骨
、
耳
が
同
じ
ラ
イ
ン

そ
し
て
、
鼻
の
真
下
の
ラ
イ
ン
に
臍
が
く

る
と
い
う
の
が
、
調
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

七
キ
ロ
も
あ
る
重
た
い
頭
が
、
う
ま
く
ラ

イ
ン
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
と
、
首
や
背
中

の
筋
肉
を
緊
張
さ
せ
て
支
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
だ
と
長
続
き
し
ま
せ
ん
。
頭
の

重
さ
が
消
え
る
ラ
イ
ン
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

軽
く
口
を
閉
じ
て
、
下
あ
ご
を
緩
め
ま

す
。
下
あ
ご
は
ぶ
ら
ー
ん
と
ぶ
ら
下
が
っ

て
い
る
感
じ
で
す
。
で
も
口
は
ぱ
か
っ
と

あ
か
な
い
。
口
で
息
を
せ
ず
、
そ
っ
と
上

唇
と
下
唇
を
触
れ
合
せ
る
。

　

僕
ら
は
ス
ト
レ
ス
に
耐
え
る
と
き
、
歯

を
噛
み
し
め
ま
す
。
噛
み
し
め
て
緊
張
が

生
ま
れ
る
と
脳
に
刺
激
が
い
っ
て
、
そ
れ

が
き
っ
か
け
で
考
え
て
し
ま
う
の
で
、
な

る
べ
く
体
か
ら
余
計
な
緊
張
を
手
放
し
て
、

過
剰
な
刺
激
が
脳
に
い
か
な
い
よ
う
に
す

る
。
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
一
つ
の
説
明
法
で
す
ね
。

　

目
は
、
今
は
軽
く
閉
じ
て
、
自
分
の
体

の
内
側
を
そ
れ
と
な
く
感
じ
ま
す
。
と
い
っ

て
も
、
自
分
の
姿
勢
を
モ
ニ
タ
ー
し
て
し
ま

う
と
、
自
分
と
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
る
も
の
が
分

れ
て
し
ま
う
の
で
、
全
体
を
そ
れ
と
な
く

見
る
。
真
面
目
に
何
も
し
な
い
姿
勢
を
目

指
し
ま
す
。
何
も
し
な
い
と
い
う
と
、
ダ
ラ

っ
と
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
ダ
メ
。

猪
瀬　

ダ
ラ
ッ
と
し
て
い
る
方
が
、
一
見

楽
な
よ
う
に
思
え
る
け
ど
。

藤
田　

実
は
、
息
が
苦
し
い
ん
で
す
。
一

ヶ
所
が
楽
を
し
て
、
他
が
さ
ぼ
っ
て
い
る

箇
所
の
肩
代
わ
り
で
苦
し
い
姿
勢
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
全
身
が
協
力
し
て
、
体

を
上
手
く
支
え
ま
す
。
た
だ
外
側
の
筋
肉

は
休
ん
で
い
て
い
い
。
骸
骨
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
骨
の
バ
ラ
ン
ス
で
坐
り
ま
す
。
如
何

に
、
努
力
を
減
ら
し
て
い
く
か
。
僕
ら
が

普
段
、「
鍛
錬
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー

ジ
す
る
の
と
逆
方
向
で
す
。

猪
瀬　

厳
し
い
修
行
に
入
る
よ
う
に
み
え

て
、
逆
に
、
楽
に
な
り
に
い
く
ん
で
す
ね
。

藤
田　

そ
う
で
す
。「
坐
禅
は
安
楽
の
法

門
な
り
」
と
い
う
の
が
、
道
元
さ
ん
の
言

葉
で
す
。
仏
教
は
苦
行
を
超
え
た
と
こ
ろ

に
生
ま
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

　

今
、
音
は
聴
こ
う
と
し
な
く
て
も
聞
こ

え
て
い
ま
す
。
一
生
懸
命
に
聞
こ
う
と
せ

ず
、
聞
こ
え
て
い
る
ま
ま
に
し
ま
す
。
匂

い
と
味
は
、
今
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
い
つ
で
も
感
じ
ら
れ
る
状
態
に
。

仏
教
で
は
心
も
感
覚
器
官
と
し
て
捉
え
ま

す
。
浮
か
ん
で
く
る
思
い
、
消
え
て
い
く

思
い
を
た
だ
感
じ
ま
す
。
深
く
リ
ラ
ッ
ク
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ス
す
る
と
、
僕
ら
は
大
抵
の
場
合
は
寝
て

し
ま
っ
て
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
き
に
自

分
に
何
が
起
き
て
い
る
か
を
見
損
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
修
行
な
の
で
、

静
か
に
覚
醒
し
て
、
起
こ
っ
て
く
る
こ
と

を
深
く
味
わ
う
。
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
す
だ

れ
を
巻
い
て
い
く
よ
う
に
、
瞼
を
ゆ
っ
く

り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
今
の
自
分
の
心
境

に
合
う
光
の
量
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

自
分
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
、
六
つ
の
感
覚

器
官
か
ら
届
い
て
く
る
、
様
々
な
情
報
に

自
分
を
な
る
べ
く
均
等
に
さ
ら
し
ま
す
。

鏡
が
、
そ
の
前
に
来
た
も
の
を
そ
の
ま
ま

映
す
感
じ
。
ゆ
が
め
た
り
、
拡
大
し
た
り
、

小
さ
く
し
た
り
し
な
い
。

　

居
眠
り
や
考
え
ご
と
の
方
に
そ
れ
た
ら
、

姿
勢
は
崩
れ
て
い
ま
す
の
で
、
姿
勢
を
直

す
こ
と
で
最
初
に
立
ち
戻
り
ま
す
。
立
ち

戻
り
、
立
ち
戻
り
し
な
が
ら
、
あ
る
一
定

の
時
間
続
け
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
名
前
も

性
別
も
年
齢
も
な
い
。
命
が
純
粋
に
生
き

て
い
る
だ
け
で
す
。

猪
瀬　

六
つ
の
感
覚
と
い
う
と
？

藤
田　

眼げ
ん

耳に

鼻び

舌ぜ
つ

身し
ん

意い

と
い
う
、
般
若
心

経
に
出
て
く
る
六
つ
の
感
覚
器
官
で
す
。

「
身
」
は
身
体
感
覚
「
意
」
は
心
。
仏
教

で
は
、
こ
の
六
つ
で
全
て
だ
と
い
い
ま
す
。

プ
リ
ン
タ
ー
は
四
～
五
色
で
、
あ
ら
ゆ
る

色
を
作
り
出
し
て
印
刷
し
ま
す
よ
ね
。
知

ら
な
い
人
が
み
た
ら
、
あ
の
中
に
あ
ら
ゆ

る
色
の
イ
ン
ク
が
備
わ
っ
て
い
る
か
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
僕
ら
の

あ
ら
ゆ
る
経
験
も
、
仏
陀
に
よ
る
と
、
六

つ
の
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
印
刷
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、

何
が
起
き
て
い
る
か
に
気
が
つ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の

根
本
で
す
。

木
蔵　

五
感
プ
ラ
ス
心
の
六
つ
で
、
今
何

が
起
っ
て
い
る
か
に
気
づ
き
な
が
ら
、
自

己
認
識
を
も
っ
て
一
瞬
一
瞬
を
生
き
る
こ

と
を
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
、
と
い
う
ん

で
す
よ
ね
。

＊

猪
瀬　

説
話
の
他
に
も
、
仏
教
画
の
余
白

や
枯
山
水
の
石
庭
の
よ
う
な
も
の
も
、
ア

ー
ト
や
文
化
の
か
た
ち
を
借
り
て
、
禅
の

隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
一
方
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ

ー
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
影
響

は
、
具
体
的
な
成
果
と
し
て
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

木
蔵　

数
週
間
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想

を
や
っ
た
前
と
後
で
、
脳
の
状
態
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
な
ど
、
神
経
科
学
的
な
ビ

フ
ォ
ア
フ
タ
ー
の
変
化
に
つ
い
て
の
調
査

結
果
が
あ
り
ま
す
。

藤
田　

昔
に
比
べ
る
と
瞑
想
し
て
い
る
と

き
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
か
、
脳

の
ど
の
部
分
の
血
流
が
増
え
る
と
か
、
体

温
が
上
が
る
と
か
が
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に

分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。

今
ま
で
瞑
想
修
行
者
が
内
観
し
て
レ
ポ
ー

ト
し
て
い
た
も
の
を
、
客
観
的
な
脳
科
学

の
デ
ー
タ
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う

な
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

木
蔵　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
や
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
大
学
に
は
大
き
な
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ

ー
が
あ
り
ま
す
。
脳
は
複
雑
系
な
の
で
、

全
て
が
分
か
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
。

例
え
ば
感
情
を
司
る
と
い
わ
れ
る
「
扁
桃

体
」
と
い
う
脳
幹
の
中
心
に
あ
る
小
さ
い

器
官
が
、
瞑
想
を
す
る
こ
と
で
、
闘
争
反

応
や
イ
ラ
イ
ラ
を
終
息
さ
せ
や
す
く
な
る

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
耳
の
奥

あ
た
り
に
あ
る
「
島
皮
質
」
は
自
分
の
体

に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
に
気
づ
く
器
官

で
す
が
、
瞑
想
に
よ
り
、
こ
の
皮
質
の
厚

み
が
増
し
、
直
観
や
体
感
覚
を
感
じ
る
能

力
が
発
達
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
調
査

結
果
も
出
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
ス
マ
ホ
や
テ
レ
ビ
を
見
て

い
る
時
間
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
印

象
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
デ
フ
ォ
ル
ト
モ

ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｄ
Ｍ
Ｎ
）
と
い
う

も
の
が
発
動
さ
れ
て
、
脳
は
疲
労
し
て
い

る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。

藤
田　

自
覚
的
に
は
何
も
し
て
い
な
い
よ

う
だ
け
ど
、
脳
は
一
生
懸
命
働
い
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。

木
蔵　

と
こ
ろ
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑

想
を
す
る
と
、
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
状
態
で
、
あ
ち
こ
ち
イ
ラ
イ
ラ
、

チ
カ
チ
カ
し
て
い
た
も
の
が
、
ス
ー
ッ
と
落

ち
つ
い
て
い
く
。
Ｄ
Ｍ
Ｎ
の
中
で
は
、
だ
い

た
い
同
じ
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
ま
す
。

多
く
は
私
が
、
私
が
…
…
と
、
自
分
に
つ

い
て
の
物
語
を
繰
り
返
し
ま
す
。
マ
イ
ス

ト
ー
リ
ー
を
繰
り
返
す
と
、
だ
ん
だ
ん
現

実
と
は
異
な
る
思
い
込
み
が
強
化
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
す
。
自
分
の
中
で
作
ら
れ
た

私
像
と
、
実
際
に
世
の
中
に
適
応
す
る
こ

と
が
で
き
る
自
分
が
乖
離
し
て
し
ま
う
。

そ
う
い
っ
た
状
況
を
落
ち
つ
か
せ
る
た
め
に

も
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
有
効
で
す
。

藤
田　

世
の
中
が
自
分
中
心
に
回
っ
て
い

る
な
ん
て
こ
と
は
、
実
際
に
は
あ
り
得
な

い
の
だ
け
ど
、
デ
フ
ォ
ル
ト
モ
ー
ド
化
し

て
い
る
と
、
現
実
と
自
分
の
思
考
の
産
物

と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
現
実
が

見
え
な
く
な
り
、
落
ち
込
ん
だ
り
、
攻
撃

的
に
な
っ
た
り
す
る
。
ス
ト
ー
カ
ー
的
な

行
為
や
鬱
に
も
繋
が
っ
て
し
ま
っ
た
り
す

る
わ
け
で
す
。

猪
瀬　

脳
科
学
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
キ
リ

ス
ト
教
の
成
立
よ
り
以
前
に
釈
迦
の
唱
え
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た
、
宇
宙
と
自
分
が
一
体
と
な
る
と
い
う

禅
の
思
想
の
、
裏
付
け
が
と
れ
て
い
る
状

態
で
す
ね
。

藤
田　

人
は
経
験
的
に
天
動
説
だ
と
思
っ

て
生
活
し
て
き
た
け
れ
ど
、
理
論
的
に
は

地
動
説
が
正
し
か
っ
た
。
こ
れ
はcounter　

intuitive

と
言
っ
て
、
僕
ら
の
直
感
と
は

逆
で
、
経
験
か
ら
く
る
思
い
込
み
が
覆
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
か

と
い
っ
て
、
急
に
は
ビ
ジ
ョ
ン
を
変
え
ら

れ
な
い
。
そ
こ
に
起
こ
っ
て
く
る
齟
齬
を

埋
め
る
た
め
に
も
、
私
と
世
界
は
切
り
離

さ
れ
て
い
な
い
、
一
体
で
あ
る
と
考
え
よ

う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

猪
瀬　

結
局
、
人
間
は
皆
、
死
ぬ
こ
と
を

前
提
に
生
き
て
い
て
、
分
別
し
な
い
悟
り

の
世
界
は
お
そ
ら
く
、
死
に
近
づ
く
よ
う

な
、
自
然
に
融
け
て
い
く
よ
う
な
こ
と
に

近
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

藤
田　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
死
と
は
、

切
り
離
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
場
所
へ
、

ま
た
還
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
思
え
ば
怖
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
。

猪
瀬　

そ
う
思
え
れ
ば
、
悟
り
で
す
よ
ね
。

藤
田　

海
の
表
面
に
は
、
大
き
な
波
小
さ

な
波
と
ん
が
っ
た
波
、
い
ろ
い
ろ
な
形
を

し
た
波
が
た
く
さ
ん
立
っ
て
い
ま
す
。
喩

え
れ
ば
、
僕
ら
は
波
の
尖
端
を
自
分
だ
と

思
っ
て
い
る
。
簡
単
に
言
う
と
仏
教
の
修

行
は
、
波
は
海
か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
、

自
分
の
ホ
ー
ム
（
故
郷
）
を
見
つ
め
直
す

こ
と
。
禅
の
方
向
性
は
、
波
の
尖
端
か
ら

海
の
底
へ
向
っ
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
の
メ
ソ
ッ
ド
は
、
波
の
形
を
維
持
す

る
こ
と
、
さ
ら
に
大
き
く
す
る
と
か
、
き

れ
い
に
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
は
世

俗
を
き
ち
ん
と
生
き
る
た
め
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
水
平
方

向
に
視
線
が
向
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
違

い
は
禅
と
の
間
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た

だ
僕
は
、
波
を
な
く
し
て
、
ベ
タ
一
面
の

海
に
帰
れ
、
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
自
分
の

ル
ー
ツ
が
深
く
広
大
な
海
で
あ
る
こ
と
を

知
り
つ
つ
、
一
介
の
波
と
し
て
、
個
性
を

発
揮
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
海
と
の
繋
が
り
が
あ
っ
て
初
め

て
個
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
。

水
平
方
向
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
垂
直

方
向
の
禅
と
は
、
対
立
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
二
方
向
の
マ
イ
ン
ド

フ
ル
ネ
ス
が
共
存
し
て
、
広
が
る
と
い
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

『
週
刊
読
書
人
』（
二
〇
一
七
年
八
月
四
日
第
三

二
〇
一
号
）
よ
り
掲
載

藤田一照（ふじた・いっしょう）
曹洞宗僧侶、国際布教使、曹洞宗国際センター所長
愛媛県生まれ。灘高校から東京大学教育学部教育心理学科を経て、
大学院で発達心理学を専攻。院生時代に坐禅に出会い深く傾倒。
28歳で博士課程を中退し禅道場に入山、29歳で得度。33歳で渡米。
以来17年半にわたってマサチューセッツ州ヴァレー禅堂で坐禅を指
導する。2005年に帰国し現在、神奈川県葉山の「茅山荘」にて坐
禅の研究・指導にあたっている。著作に『現代坐禅講義 – 只管打坐
への道』）、共著に『〈仏教徒3.0〉を哲学する』、『アップデートする
仏教』『安泰寺禅僧対談 』『禅の教室』、訳書に『禅への鍵』（ティッ
ク・ナット・ハン著）『法華経の省察』、『禅マインド ビギナーズ・マイ
ンド２』など。

木蔵シャフェ君子（ぼくら・しゃふぇ・きみこ）
一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート（MiLI）
理事、創立者
国際基督教大学卒、ボストン大学でMBAを取得後、外資系大手企
業の有名ブランドにて、多数のブランドマネジメントを行い、香水、石
鹸、スキンケアなどで高いマーケットシェアを獲得する。2000年より渡
米し独立。コミュニケーションとリーダーシップについての講師・コー
チとして、各国で講演活動を行う。2013年、一般社団法人マインドフ
ルリーダーシップインスティテュート（MiLI）創立。Google本社開発
の社員研修プログラムSearch Inside Yourself （SIY）講師に日本人
として初めて認定された一人。グローバルな人脈と情報を日本に橋渡
しする。著書に『NLPイノベーション』『Innovations in NLP（未
訳）』『100歳までウォーキング』（いずれも共著）、近著に『シリコン
バレー式頭と心を整えるレッスン』がある。

猪瀬直樹（いのせ・なおき）
作家。1946年生まれ。87年『ミカドの肖像』で第18回大宅壮一ノン
フィクション賞を受賞。『日本国の研究』で96年度文藝春秋読者賞
受賞。2002年小泉首相より道路公団民営化委員に任命される。07
年6月東京都副知事に。12年12月に東京都知事に就任。13年12月
辞任。15年12月に大阪府市特別顧問に就任。代表作に『昭和16年
夏の敗戦』『ペルソナ三島由紀夫伝』『ピカレスク 太宰治伝』。近著に

『救出』『正義について考えよう』『民警』『東京の敵』をはじめ、第9
回シンポジウム(8月21日)のパネラー、田原総一郎との共著『戦争・
天皇・国家』、三浦瑠麗との共著『国民国家のリアリズム』(9月10日
発売予定)がある。 （敬称略）

パネリスト紹介



三浦瑠麗氏
国際政治学者

田原総一郎氏
ジャーナリスト

猪瀬直樹氏
作家、日本文明研究所所長

日本文明研究所  2017  第９回  シンポジウム

　アメリカではトランプ大統領が誕生して自国第一主義を貫こうとし、イギリスもEU離脱を決め、グローバル化により
崩れかけたように見えた国民国家の枠組み、ナショナリズムの力が強まり、世界秩序は揺らいでいます。アジアでは、
北朝鮮によるICBM（大陸間弾道ミサイル）開発の脅威が不安を駆り立て、安定政権と思われていた日本の安倍一強
体制も揺らぎ始めています。
　安倍首相は憲法改正に政治生命をかけていますが、果たしてそれは可能なのか。都議選での都民ファースト躍進な
ど、自民党政権に対する不信は払拭できるのか─。
　第9回シンポジウムは、設立時の第1回「戦後70年を迎えて〜日本文明の特徴とは」でもパネラーを務めた田原総一
朗氏に加え、気鋭の国際政治学者三浦瑠麗氏、当研究所所長の猪瀬直樹によるディスカッションを開催。日本文明研
究所の活動はいよいよ3年目に突入します。

国民国家のリアリズム
新しい世界秩序の組み替えのなかで日本は何を拠り所にしたらよいのか

基調対談

伝統工芸品
紹介サイトのご案内

海外サイト：https://shops.japancivilization.org
日本国内サイト：http://japancivil.shop9.makeshop.jp

所長からのメッセージ
日本文明研究所では、シンポジウムに加え、伝統工芸品の紹介と販売を行って
おります。日本には現在約1200の伝統工芸品があるといわれますが、それらの
生産基盤が衰退しつつあるのが現状です。当研究所は、活動の一環として、全
国の貴重な伝統工芸の品 を々掘り起こし、永 と々受け継がれてきた日本人の匠の
技や美を皆様とともに堪能し、育んでいけることを願っております。

つまみかんざし 山越阿弥陀
（半分タイプ）

山越阿弥陀
（原寸タイプ）

京焼  陶器

日本竹古風京都籠

縅（おどし）サムライ鎧

お問合せ：一般財団法人日本文明研究所〒 150-0031　東京都渋谷区桜丘町24-5　電話：03-5456-8082  Mail：info@japancivilization.org 

日時： 2017年8月21日(月) 
19時～21時(18時30分開場予定)

会場： 日本経済大学東京渋谷キャンパス246ホール
（定員100人） 
150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-17

参加費： 2,000円（当日、受付にてお支払いください）
参加申込先： 下記のサイトよりお申し込みください。 

 http://www.japancivilization.org/
　　　　　　 お問い合わせ先　一般財団法人日本文明研究所
　　　　　　TEL 03-5456-8082


