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霊
性
知
識
人
と

し
て

の

上

原
專
祿

　
　

　
　
そ

の

晩

年
の

思
想
を

中
心
に

安

　
藤

　
泰
　
至

　

上

原
専
祿
（

一

八
九
九
1
一

九

七
五
）

は
ド
イ
ツ

中
世
史
を

専
門
と

す

る
薯
名
な
歴

史
学
者
で
、

東
京
産
業
大
学
（

現
一

橋
大
学
）

学
長、

日

教

組
国
民
教
育
研
究
所
初
代
所
長、

国
民
文
化
会
議
会
長
な
ど
を
歴

任
、

六

〇

年
安
保
闘
争
で

も
活
発
な
発
言
を
行
い
、

戦
後
の

教
育
運

動
、

平
和
運

動
に

お
け
る

代
表
的
な

知
識
人
と

し
て

活
躍
し

た
。

代
々

日

蓮
宗
の

熱
心

な

檀
家
で

あ
っ

た

京
都
の

商・
冢
に

生

ま
れ

た

上

原
は

、

八

歳
で

父
を
亡

く

し
、

松
山
で

薬
屋
を

営
む

伯
父

夫
妻
の

養
子
と
な

る

が、

こ

の

伯
父
・

宗

兵
衛
は

田

中

智
学

率
い

る

国
柱
会
の

熱
心
な

会
員
で

あ

り
、

專
祿
も
幼
い

頃
よ

り
『

法
華

経
』

や
「

日

蓮

上
八

御

遺
文
』

な

ど

の

読
書

に

親
し

ん

だ
。

上
原
自

身
も

長
年
に

わ
た
っ

て

（

一

九
五

七

年
ま
で）

国
柱
会
の

会

員
で

あ
っ

た
が、

智
学
の

日

蓮
キ

義
に

は
違

和
感
を
抱
い

た

た
め
国
柱
会

に

は

深
入
り
せ
ず、

青

年
期
以
降
は
日

蓮

研
究
を

中
心
と

し
つ

つ

も、

特

定
の

宗
教
教
団
や
宗
派
に

属
す
る
こ

と
な
く

、

広
く
仏
教
や
そ
の

周
辺
に

関
心
を
も
ち、

戦
後
は

宗
教
に

つ

い

て

も
広
く
国
民
・

大
衆
に
語
り
か

け

る

知
識
人
と

し
て

活
躍
し
た

。

　

娘
・

上
原

弘
江
に

よ
る

『

上
原

專
祿
著
作

集
』

（
評

論
社、

｝

九
八

七

年
〜

）

の

刊
行
は

途
中
で

ス

ト

ッ

プ
し
て

し
ま
い
、

第
二

〇

巻
に

予
定
さ

れ

て

い

た

『

宗
教

論
』

は

未
刊
の

ま
ま
に

終
わ
っ

た

が
、

宗
教
を
め

ぐ
る

論
文

、

エ

ッ

セ

イ
、

講
演
は
、

同
著
作
集
の

第
一

六

巻
『

死

者
・

生

者
』

、

第
二

四

巻

『

国
民
文
化
の

論』
、

第
二

六

巻
『

経
王
・

列
聖
・

大
聖
』

に

多
く
収
め
ら
れ

て

お

り
、

そ

れ

ら

の

テ

キ

ス

ト

を
通
じ
て

上

原
の

宗
教
論

の

輪

郭、

特
質
は

は

っ

き
り
見
て

と
る

こ

と

が
で

き
る

。

と

り
わ

け
妻
・

利
子
の

死
（
】

九

六
九

年
）

以

降
の

上

原
晩
年
の

思
想
が
結
実
し
た
『
死

者
・

生
者
−

日
蓮
認
識
の

発
想
と

視
点
』

（
一

九
七
＝ ．

年）

に

お

け
る

独

白
の

「

死
者
」

論
は
、

近

年、

末
木
文
美
士
の

『

他
者
・

死
者
た

ち
の

近

代
』

を
は

じ

め

と

し
て

、

多
様
な

分
野
の

研
究
者
た

ち
か

ら

新
た

な
注
目

を

集
め

つ

つ

あ
る
。

　

上

原
は

妻
が

自
然
に

死
ん

で

い

っ

た

の

で

は

な

く
、

心
な
い

医
師
た

ち

に

よ
っ

て
、

そ
し

て

そ

う
し
た

医
療
を
可

能
に

す
る

現
代
社
会
に

よ

っ

て

「

殺
さ
れ
た
」

の

だ

と

主

張
し
た

。

そ
の

批
判
は
、

「

生

命
尊
重
」

の

理

念

（
タ

テ

マ

エ
）

と
は

裏
腹
に

実
際
に

は

患
者
の

「

生

命
」

（

む

し
ろ

「

生
活
」

「

人
生
」）

を

蔑
視

す
る

医

療
だ
け
で

は

な

く、

そ

う
し
て

無
念
に

も

殺
さ

れ
て

い

っ

た
人
々

の

死
を
自
然
な
も
の

と

し

て

容

認
し、

お
き
ま

り
の

儀

礼
に

よ
っ

て

死
者
を
あ
の

世
へ

と
送
り
込
む

宗
教
や

宗
教
者
に

も

向
け
ら

れ
た
（
「

い

ま
の

日
本
人
は

、

一

方
で

は
お

医

者
さ

ま
に

殺
さ

れ
て、

他

方
で

は

坊
さ
ん

に、

簡
単
に
浄
⊥
や
極
楽
に

持
っ

て

い

か
れ
て

い

る
」
）

。

ヒ
原
は
、

残
り
の

人
生
を

亡
き
妻
へ

の

「

回
向
」

三

昧
に

生
き
る
こ

と
を

宣
言
し、

娘
と

共
に

京
都
に
隠
棲
し
つ

つ
、

日
蓮
研
究
に

没
頭
し
た

。

彼

の

言
う
「

回
向
」

と
は
、

死
者
を
あ
の

世
に

送
り
込
む

（
追
い

や
る）

こ

と
で

は

な
く、

逆
に

死
者
を
こ

の

世
に

呼
び

戻
す
こ

と
、

無
念
に
も
亡
く

な
っ

て

い

っ

た

死
者
の

声
を
聞
き
取
り
な

が

ら
、

そ
の

死
者
と

と
も
に

こ

の

世
界
を

変
え
、

歴

史
を

作
り
あ
げ
て

い

く
作
業
（

死
者
と

の

共
闘）

を

意
味
し

て

い

る
。

そ

し

て

彼
が

歴
史
学
者
と

し
て
、

同
時
に
…

人
の

求
道

者
と
し

て

そ
う
し

た

作
業
の

遂
行
の

先
導
者
と

し

て

仰
い

だ
の

が、

幼
い

頃
か

ら

彼
の

「

擁
護
者
的

聖
者
・

教
師
的
人
格
・

導
師
的
存
在
」

で

あ
り

続
け
た
日

蓮
で

あ
っ

た
。
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上
原
が

晩
年
に

展
開
し
た
こ

う
し
た

医

療
批
判
や

宗
教
批

判
を

、

一

九

六
〇

年
前
後
の

「

国
民
文

化
論
」

時
代
の

彼
の

思
想
と

の

連

関
に

お

い

て

読
み

直
し

て

み

る

と

き
、

そ
れ

が

今
日

の

生

命
倫
理
や

死

生

学
の

問
題
意

識
を

先
取
り
し

て

い

る

こ

と
に

驚
か
さ

れ
る

。

上
原
の

主

張
の

眼
目
は

、

現
代
の

医
療
や
宗
教
に

よ
っ

て

私
た
ち
が

生
と
死
の

課
題
に

き
ち
ん

と

向

き

あ
う
こ

と

を
妨
げ
ら

れ

て

い

る

な

ら

ば
、

私
た

ち
は

そ
う
で

な
い

よ

う

な

新
し
い

医
療
文
化
や
宗
教
文
化
を
、

今、

こ

こ

で

自
分
た

ち
の

か

け
が

え
の

な
い

人
生
を
生
き
る

「

生

活
者
」

の

視
点
か

ら
つ

く
り
直
し
て

い

か

な
け
れ
ば

い

け
な
い
、

と

い

う
点
に

あ
る

。

こ

う
し
て

「

宗
教
的
立
場
か

ら

生

命
倫
理
を
問

う
」

の

で

は

な
く

「

生
命
倫
理

の

深
み
か

ら
宗
教
を
問

う
」

上
原
は、

一

九
七
〇

年
代
後
半
以
降
の

「

霊

性
知
識
人
」

の

先
駆
け

と

し
て

も
評
価
で

き
よ

う
。

西

郷
隆
盛
は

キ

リ

シ

タ
ン

だ
っ

た
か
？坂

本

進

　
西

郷
さ
ん

が
、

キ

リ
シ

タ

ン

で

あ
っ

た

と

い

う
説
を

発

表
さ
れ

た

の

は
、

鹿
児
島
・

西
郷
南
州
顕
彰
会
館
長
の

高
柳
毅
先
生
で

す
。

先
生

は
、

顕
彰
会
会
誌
『

敬
天
愛
人
』

十
四

号
（

一

九
九

六
年
）

に

お
い

て
、

こ

の

説
を

公
刊
さ

れ
ま
し
た

。

爾
来、

こ

の

考
え
を

堅
持
さ
れ

、

研
鑽
を

重
ね

て

お
ら
れ
ま
す

。

　
ま

ず、

西
郷
が
聖
書
を
読
ん

だ
か

ど

う
か
と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

は
、

有
馬
藤
太
が

、

西
郷
よ
り
聖
書
を

貸
与
さ

れ
た

と

い

う
証
言
か
ら
、

読
ん

だ
こ

と
が

確
認
さ
れ
て

い

ま
す

。

　
で

は、

い

つ

ご

ろ
、

誰
か

ら
、

西
郷
が

聖

書
を

入
手
し
た

か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は
、

幕

末
に

通
訳
と

し
て

活
躍
し
た

外
交
官

、

ア

ー

ネ
ス

ト
・

サ

ト
ウ

か
ら

入
手
し

た

と
い

う
説
が

有
力
視
さ
れ
て

い

ま
す

。

又、

当

時
、

薩
摩
は

密
貿
易
を

行
っ

て

い

た
の

で
、

香
港
・

上
海
で

発
行
さ
れ

た

聖
書
を

入
手
し

た
と
も
、

考
え
ら
れ

ま

す
。

慶
応
二

年
か
ら
三

年
頃
と

推
定
さ

れ

て

い

る

の

で

す。

　
「

西

郷
さ
ん

が

洗
礼
を

受
け
て

い

た
か
ど

う
か
」

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

は、

四

年
前
（
二

〇
〇

七

年
）

、

顕
彰

館
で

開
催
さ

れ
た

「

敬
天
愛
人

と

聖
書

展
」

に、

福

岡
か

ら

訪
れ

た

参
加

者
が、
「

西

郷
は
洗

礼
を

受
け

て

い

た
」

と

証
言
し
た

こ

と
が、

西
郷
キ

リ

シ

タ

ン

説
を
一

層
有

力
な
も

の

に

さ
せ

ま
し
た

。

彼
は
、

西
郷
が
洗
礼
を
受
け
た
と

い

う
洗
礼

証
明
書

を
見
た

こ

と

が
あ
る
が、

そ
の

証
明
書
は

、

戦
災
で

焼

失
し

て

し
ま
っ

た

と
、

証
言
し
た

の

で

す
。

そ
の

日

付
け
は
、

明
治
五

年
頃

、

つ

ま

り
西
郷

が
内
閣
を
組

閣
し
て

い

た

頃
の

こ

と
で

あ
っ

た
と

い

う
の

で

す
。

文
明
開

化
と
な
っ

て

キ
リ

ス

ト
教

禁
教
令
が
撤
廃
さ

れ
、

公
に

キ

リ

ス

ト

教
を

信

じ
る

自
由
が

与
え
ら
れ
る
よ

う
に

な

り
、

西
郷
さ
ん

も

宣
教
師
か

ら
正

式

に

洗
礼
を
受
け
る

に

至
っ

た
と
い

う
わ
け
で

す
。

　

ま
た、

幕

末
に

既
に

西

郷
さ

ん

は
キ

リ

シ

タ

ン

に

な
っ

て

お

り、

薩
摩

藩
の

河
邊
（
か

わ
な
べ
）

一

族
の

屋

敷
で

聖
書
を

講
じ

た

り、

種
子
島
へ

聖

書
を

教
え
に

行
っ

た

り
し

て

い

た
と
い

う
言
い

伝
え

も
あ
り
ま

す
。

こ

れ

は
、

薩
摩
島
津
藩
と

対
抗
し

て

い

た

川

邊
一

族
三

十
八

代
当
主

川
邊
二

夫
氏
の

証
言
に

よ

り
確
認
さ
れ

て

い

ま

す。

幕
末
に
、

既
に
、

西
郷
さ
ん

は

キ

リ

ス

ト

教
を

信
じ

、

入
信
し

て

い

た
と

い

う
こ

と

な
の

で

す
。

　

西

郷
さ
ん

と

切
っ

て

も

切
れ

な
い

こ

と
ば

が

あ

り
ま

す
。

そ
れ

は、

「

敬
天

愛
人
」

と
い

う
こ

と
ば
で

す
。

こ

の

こ

と

ば

の

出
典
は

儒
教
の

教
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