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国
論
と

共
存
し
て

い

た

こ

と

に
注
目
す
べ

き
で

あ
る

。

西
洋
列
強
の

侵
略

を
背
景
と
し
て

、

こ

の

亡

国
意
識
は

当
時
の

多
く
の

思
想
家
た
ち
が

共
有

し
て

い

た
も
の

で

あ
り
、

彼
ら
は

中
国
が

「

瓜
分
」

さ
れ
て

し
ま

う
と

恐

れ

ら

れ

て

い

た
。

亡
国
の

危
機
と

政
治
情
勢
は

当
時
の

思
想

界
の

根

本
を

形
づ

け
た

。

清
末
に

お
い

て
、

仏
教
の

堕
落
も
こ

の

亡
国
と

い

う
大
き
な

枠
組
み

の

な
か
で

位
置
づ

け
ら
れ
て

い

た
。

　

末
法
と
い

う
仏
教
に

対
す
る

危
機
と
亡

国
と
い

う
国
に
対
す
る

危
機
が

並
行
し

て

考
え
ら
れ

て

い

た

た

め
、

仏
教
の

改

革
や

復
興
の

思
想
も
中
国

全

体
の

改
革
や
復
興
と

関
連
さ
せ
ら
れ
た

。

当
時
の

思
想
界
で

は

改
革
や

革
命
と
い

う
政
治
目

的
の

た

め

の

仏
教
思
想
が
唱
え
ら
れ

、

仏
教
が

中
国

の

復
興
と
近

代
国
民
国

家
の

形
成
と
い

う
ナ
シ
ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

物
語
の

な

か
に

統

合
さ
れ
て

い

た
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

仏
教

者
自
身
の

末

法
思

想

と
仏
教
堕
落

論
も、

国
が
衰
退
・

堕

落
す
る

主

体
と
し
て

そ
の

な
か
に

密

か
に

想
定
さ
れ
て
い

た
。

世
俗

的
な

知
識
人
た
ち
の

み
な
ら

ず、

仏
教
者

自
身
に

お
い

て

も
仏
教
復
興
を

救
国

策
の
一

部
と

し
て

な
し
と

げ
る

と

い

う
考
え

が
見
ら

れ
る

。

　

清
末
に
お

い

て
、

従
来
の

仏
教
そ
の

も
の

を
主

体
と

し
た

末
法
思
想
は

亡

国
危
機
の

背
景
の

下
、

当
時
形
成
さ
れ
つ

つ

あ
っ

た

近
代
国
民
国
家
概

念
と

結
合
し

た
の

で

あ
る

。

そ
の

な
か
で
、

中
国
の

救
国
が

最
終
目

標
と

な

り
、

中
国
と
い

う
国

家
が

こ

の

堕

落
言

説
の

真
の

主

体
と

し
て

現
れ

た
。

清

末
に

さ
か
ん

に

唱
え
ら
れ

た

末
法
思

想
や

仏
教
堕

落
を
理

解
す
る

た
め

に
は

仏
教
内
部
の

状
況
の

み

な
ら

ず
、

当
時
の

政

治
情
勢
全
体
を
視

野
に

入
れ
る
必
要
が

あ
ろ

う
。

そ

う
す
る

と
、

当
時
末

法
思
想
が
さ
か
ん

に

唱
え
ら

れ
た

要
因
の
一

つ

と

し
て

、

亡
国

危
機
論
を
指
摘
す
る
こ

と
が

可
能
と
な

り
、

国
民
国
家
と

そ
の

復
興
を
そ
の

主
体
と

す
る
末
法
思
想
を

通

じ
て
、

仏
教
を

当
時
形
成
さ

れ

つ

つ

あ
っ

た

近
代
国
家
と

い

う
枠
組
み

の

な
か
に

位
置
付
け
る

こ

と
も

可
能
と

な
る

。

井

筒
俊
彦
に

お

い

て

の

禅
思
想
と
そ
の

理

解

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
フ

ァ

ン

・

ホ
セ
・

ロ

ペ

ス

・

パ

ソ

ス

　

井
筒
の

禅
思
想
を
深
く
理
解

す
る
た

め
に

は
、

彼
が
父

親
か

ら

受
け
た

影
響
に

言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。

彼
は

幼
少
の

頃
か
ら

、

父

親
に

公

案
集
の

読
書
や

「

心
」

と
い

う
文
字
の

書
写
と
と
も
に

坐
禅
を
さ
せ
ら
れ

た

り
す
る
中
で
、

禅
の

修
行
や

教
え
を

学
ん

だ
。

父
親
の

教

育
が

厳
し
か

っ

た

た

め
か
、

井
筒
は

父

親
に

反
発
し
、

次
第
に
東
洋
思
想
か
ら
距
離
を

置
く
よ

う
に

な

り、

西
洋
の

哲

学
や

言
語
に

関
心
を

抱

く
よ

う
に

な
っ

た
。

そ

れ

で

も

幼
少
時
に

体
験

し
た

禅
の

修
行
が
、

そ
の

後
の

彼
の

宗
教

哲
学
研
究
に

大

き
な

影
響
を

与
え
て

い

た
。

具
体
的
に

は
、

西
洋
哲
学
の

中
で

も

禅
思
想
に

最
も
近
い

と

思
わ
れ
る

神
秘
主

義
や

イ

ス

ラ

ー

ム

存
在

一

性
論
に

注
目
し
た

。

言
語
へ

の

学
的

関
心

も
彼
自
身
の

禅
理

解
と

密
接

に

関
わ
っ

て

い

る

と
言
え
る

で

あ
ろ

う
。

　

彼
は

鈴
木
大
拙
に

続
い

て
、

一

九
六
七
年
に

ス

イ
ス

で

開

催
さ

れ
た
エ

ラ

ノ

ス

会
議
に
、

東
洋
思
想
の

中
で

も
特
に

禅
思

想
に

つ

い

て

講
演

す
る

た
め

に
招
か

れ

た
。

イ
ス

ラ

ー

ム

思
想
を
中
心
と
し
て

研
究
を

行
っ

て

い

た

井
筒
は
、

エ

ラ
ノ

ス

会
議
の

主

催
者
の

要

請
も
あ
り
一

九
八
二

年
ま
で

一

二

回
、

禅
思

想
を

中
心
と

し
て

東
洋
思
想
に
つ

い

て

講
演
を
行
っ

た
。

そ
れ

ら

の

講
演
の

中
で
、

講
演
テ

ー

マ

と
し

て
禅
思
想
を

取
り
上
げ
た
も

の

が

五

つ

あ
る

が
、

そ
の

ほ

か
、

イ

ン

ド

思

想
や
中
国
思
想
に
関
す
る

講

演
の

中
で

も
、

し
ば

し
ば
禅

思
想
を
論
じ

て

い

る
。

エ

ラ

ノ

ス

講
演
が
契

機
と
な
っ

て
、

井
筒
は

改
め
て

学
的
関
心

事
と
し

て

東
洋
思
想
の

構
造
を
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探
究
す
る

よ

う
に

な
っ

た
。

一

九
七

九
年、

イ

ラ
ン

か
ら

帰

国
後

、

「

東

洋
哲
学
」

と

い

う
壮

大
な

構
想
の

も
と

で

『

意
識
と

本

質』

な
ど
を

纏
め

た

の

で

あ
る

。

　

井
筒
に

よ
れ
ば

、

東
洋
の

思
想
伝
統
に

お
い

て

は
、

西
洋
哲
学
と
は

違

っ

て
、

伝
統
や

文
化
さ
ら

に

思
想
も

多
様
で

あ
る

た
め

に
、

東
洋
全

般
に

共
通
す
る

構
造
を

見
つ

け
る

の

は

至

難
の

業
で

あ
る

。

そ
こ

で

彼
は

言
語

学
の

意

味
論
的
ア

プ
ロ

ー

チ

も
利
用
し
な
が
ら

、

東
洋
思
想
の

古
典
に

関

す
る

「

創
造

的
な

読
み
」

を

展
開
し
た

。

井

筒
が

構
想

し
た

「

東
洋
哲

学
」

は

多
層
的

多
極
的
な
構
造
を

も
っ

て

お

り、

意
味
論
的
に

「

意
味
分

節
・

即
・

存
在
分
節
」

を
特
徴
と

す
る

。

禅
思
想
も
東
洋
に

お
け
る

典
型

的
な
思

惟
パ

タ

ー

ン

の
一

つ

で

あ
る

と
い

う
。

　

井
筒
の

「

東

洋
哲

学
」

に

は
、

二

つ

の

重

要
な
プ
ロ

セ

ス

が
み

ら
れ

る
。

ま

ず
、

一

つ

は

表
層
意
識
か

ら

深
層
意
識
へ

の

深
化
プ
ロ

セ

ス

で

あ

る
。

そ
れ

は

日
常
の

表
層
次
元
に

お

け
る

多
様
な

現
象
を

本
質
の

深
層
次

元
で

と
ら

え

る
と

き、

全
て

の

区
別
が
融

消
す
る

。

禅
思
想
で

言
え
ば

、

全
て

の

「

も
の
」

の

本
質
は

「

空
（
無）
」

（
鰍

§
賽
黥）

で

あ
る

。

次
に

二

つ

目

は

深
層
意
識
レ

ベ

ル

か

ら

表
層
意
識
レ
ベ

ル
へ

と
立

ち
戻
る
プ
ロ

セ

ス

で

あ
る

。

井
筒
は

そ
の

こ

と

を
道

元
の

言

葉
で

言
え
ば
、

「

身
心
脱

落
」

と

同
時
に

「

脱
落

身
心
」

の

生

起
と

し
て

と

ら
え
る

。

悟
り、

見
性

体
験
を

中
心
と

す
る

禅
者
の

修
行
道
程
に

お
い

て
、

「

も
の
」

の

本
質
を

知
っ

た

後、

世
界
を
複

眼
視
す
る
こ

と

が
で

き
る

。

こ

の

点
に
つ

い

て

井

筒
は
、

禅

者
ば

か
り
で

な
く

東
洋
の

哲
人
に

共

通
し
て

み
ら

れ
る

と

言

う
。

日

常
の

世
界
で

は
、

言
葉
の

意
味
分
節
作
用
に

よ
っ

て

物
事
が
違
っ

て

み

え
る

。

と
こ

ろ

が

経
験
的
世

界
の

あ
ら

ゆ
る

存
在

者
が

本
来、

無

「

本
質
」

で

あ
る

と

思
い

定
め

る

こ

と

が
禅

者
の

「

向
上
道
」

へ

の

第
一

歩
で

あ
る

。

「

向
上

道
」

は

「

未
悟
」

の

状
態、

「

向
下
道
」

は

「

巳

悟
」

の

状
態
で

あ
る

。

ま
た
禅
の

悟
り
の

境
地
は
、

す
べ

て

の

「

分
節
」

の

根

源
で

あ
る

「

無

分
節
の

境
」

す
な

わ

ち

「

意
識
・

存
在
の

ゼ

ロ

・

ポ
イ
ン

ト
」

で

あ
る

と
い

う
。

　

無
「

本

質
」

を

悟
る

た
め

に

は
、

コ

言

葉
脱
落
」

を

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら

な

い

が
、

井
筒
は

禅
の

「

公
案
」

や

「

問

答
」

は

意
識
の

深

化
へ

の

働

き
を

も
つ

と
い

う
。

こ

の

絶
対
的
意
味
無
分

節
の

世
界
は

「

も
の
」

の

本

質
そ
の

も
の

な

の

で

あ
る

。

こ

の

よ
う
に

井

筒
は、

自

分
自
身
に

と
っ

て

最
も
親
し
み

の

あ
っ

た
禅
思
想
の

思
惟
パ

タ

ー

ン

を
最
も
重
要
な

契
機
と

し
て、

彼
の

「

東
洋
哲
学
」

と
い

う
思

想
の

構
築
を
め
ざ
し

た
と

言
え
る

で

あ
ろ

う
。
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