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い

っ

た
。

本
論
で

は
、

中
国
哲
学
の

領
域
に

お

い

て

静
坐

が
排
除
さ
れ

て

い

っ

た
過

程
を
、
“

中
国
哲
学

史
”

の

叙
述
の

変
遷
を

通
じ

て

考
察
し

て

み

た
い

。

　
遠

藤
隆
吉
（
一

八

七

四

ー
一

九
四

六
）

は
、

東
京
帝
大
で

哲
学
を
専
攻

し
、

井
上

哲
次
郎
に

学
び
、

社
会
学
者
と
し

て

知
ら
れ

る

が、

近
代
的
な

。

中

国
哲
学

史
”

を

編
ん
だ

最
初
期
の
一

人
で

あ
る

。

遠

藤
は
、

朱
熹
の

修
養
法
に

つ

い

て

「

凡

そ
人
の

弊
は

躁
動
に

在
り

、

故
に

工

夫
の

精
神

は
、

先
づ

此
の

躁
動
を
鎮
克
す
る

を
以
て

第
一

と
な

す
、

故
に
静
座
の

必

要
あ
り、

然
る
に

気
質
の

昏
塞
せ

る

者、

生
れ

て

義
理
を

知
ら
ず、

故
に

格
物
窮
理
の

用
を
看
る、

徒
ら
に

格
物
窮
理
す
と
雖

も
、

之
を
自
家
に

体

認
す
る

こ

と

な
く
む

ば、

聖
賢
の

道
を

求
む
る

所
以
に

あ
ら
ず、

而
し
て

之
を

体
認
す
る
は
便
ち
夜
気
を
存
す
る

所
以

な
り

、

此
に

於
て

か
夜
気
を

存
す
る
の

條、

最
も
必
要
不
可
闕
の

も
の

た
る

な

り
」

と

具
体
的
な
修
養

法
を

論
じ
て

い

る

（
『

支
那
思
想
発
達

史』

冨
山
房、

一

九
〇
四

年
）

。

ま

た

高
瀬

武
次
郎
と
の

往
復
書
簡
に

お
い

て、
「

或
は
坐

禅
入

定
の

如
き、

殊
に

陽
明
の

静
坐
澄
心
の

如
き、

必
ず
し
も
其
の

学
説
と

密
接
の

関
係
を

有
す
る
に

あ
ら

ず
。

其
の

学
説
を

奉
ず
る

こ

と

な
き

も
修
為
の

工

夫
は

之

れ
を
用
ひ

て

以
て

修
養
に

益

あ
る

べ

し
。

」

と

し
て

修
養
法
を

技
法
と

し

て

思
想
か

ら

独
立

し
て

現

代
に

活
用
す
る

こ

と
を

説
い

た
（
遠

藤

隆
吉

「

東
洋
倫
理
学
』

弘
道
館、

一

九
〇

入

年）
。

　
一

方
、

東
京

帝
大

漢
学

科
初
期
の

卒
業
生
で

あ
る

狩
野

直
喜

2

八
六

八

−
一

九
四
七
）

は
、

「

中
国
哲
学
史
の

大
部
分
は、

中
国
古

典
学
若
し

く
は

古

典
学
研

究
の

歴

史
」

と
し、

朱
熹
の

修
養
法
と

し
て

「

敬
は

実
に

上
聖
以

来、

修
身
上

の

第
一

義
」

で

あ
る

が
、

「

必

ず
し

も

無
念
無
想、

禅

家
打
坐
の

如
き
も
の
」

で

は
な
い

と

し、

静
坐

に

つ

い

て

も
注
釈
で

触

れ

る

の

み

で

あ
る

。

王

陽
明
に
つ

い

て

は
、

「

静
坐

澄
心
と
い

ふ

こ

と
は
、

彼
れ

が

後
に

唱
へ

た

る

致
良
知
の
一

方
法
と

解
し

て

差
支
へ

な
い
」

が、

門
人
が

坐

禅
入
定
と

同
一

視
す
る

こ

と

を

問
題
視
し

て
、

事
上

磨
練
と
い

う
動
的
工

夫
を

よ

り
重

視
し
た

と

結
論
し
た
（
『

中
国

哲
学
史
』

岩
波
書

店、

一

九
五

三

年
。

一

九
〇

六
−
一

九
二

四

ま
で

の

講
義
に

も
と

つ

く）
。

こ

の

立

場
は

武
内
義
雄

2

八
八

六
ー
冖

九
六
六
）

に
継
承
さ
れ

定
説
と

な
っ

た
。

　
こ

の

よ

う
に、

最
初
期
の

”

中
国
哲
学
史
”

は
、

実
際
に

実
践
す
る

こ

と

を

前
提
と

し
て

修
養
法
が
重
視
さ
れ、

静
坐

な
ど
の

具

体
的
な

技
法
が

注
目

さ
れ

た
。

し
か
し、

現
在
の

中
国
哲
学
研
究
に

つ

な
が
る

学
統
で

は

文
献
学
的
研
究
が

主
流
と
な
り、

修
養
論
に

お

い

て

も
技
法
よ

り
理

論
の

説
明
が
重
視
さ
れ
、

静
坐
の

実
践
は
問
題
と

さ
れ

な
く
な
っ

て

い

っ

た
。

朱
喜…
と
王

陽
明
の

両

者
に

お
い

て

は
直
接
に

静
坐

の

実
践
を

語
る

こ

と
さ

え
回
避
さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

こ

こ

で

認
め

ら

れ

る
傾

向
は
、

身
体
技

法
と

し
て

み

れ
ば

静
坐
は
坐
禅
と

連
続
し、

哲
学
思
想
と

し

て

み

れ

ば

静

坐
は

坐
禅
と

断
絶
す
る
よ
う
に

語
ら
れ
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

し

か

し

実
際
の

と
こ

ろ、

身
体
技
法
と

し
て

の

静
坐

は
、

江
戸
か
ら
の

修
養
法
の

継
承
と

し
て
、

藤
田

調
和
道
や

岡
田
式
静
坐

法
な
ど

の

健

康
法
ブ

ー

ム

に

接
続
し
て

語
ら
れ
て

い

っ

た
。

遠
藤
隆
吉
の

主

張
し
た
通

り
、

技
法
は

学

説
と

無
関
係
に
流
通
し
た
の

で

あ
る

。

「

み

か

ぐ
ら
う
た
」

か

ら
見
る
身
体
技
法
の

翻

訳

　
　
　
タ

イ
の

天
理

教
の

事
例

！

天

理
教
の

聖
典
の
一

つ

で

あ
る

「

み
か

ぐ
ら

う
た
」

は

永
松
　
和
郎

「

つ

と
め
」

の
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地
歌
と

し
て

知
ら

れ

て

い

る
。

「

み
か

ぐ
ら

う
た
」

を

実
践
す
る

こ

と
は

病
直
し
や

悩
み

の

解
消
な
ど

の

「

救
済
」

と
い

う
信
仰
生
活
に

お

け
る

重

要
な
行
為
と

し
て

の

位
置
を

し
め

て

い

る
。

日

常
的
に
は

朝
夕
の

「

お
つ

と
め
」 、

月
例
の

祭
典
と

し
て

の

「

月
次

祭
」

と
し

て

行
わ
れ
る

。

「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

は

歌
、

手
ぶ

り
、

鳴
物
で

構
成
さ
れ
る

。

こ

れ

ら
は

教

祖
・

中
山
み

き
が
一

八

六
六

年
か
ら

周
囲
の

人
々

に

教
え

伝
え
た

。

こ

の

歌
、

手
ぶ

り、

鳴
物
と
合
わ
せ

て、

執
り

行
う
時
間、

場
所、

身
に
つ

け
る
衣

類
な
ど

を
定
め
、

「

つ

と
め
」

を
通
し

て

「

心
の

ほ

こ

り
を

払
い
、

心
の

入
れ
替
え
を
し

、

陽
気
ぐ
ら
し
世
界
の

実

現
」

と
い

っ

た
天
理
教
独
自
の

救
済
が
展
開
さ
れ
る
の

で

あ
る

。

　

海
外
布
教
に

目
を
向
け
る

と
こ

の

「

つ

と

め
」

は

ど
の

よ

う
に

行
わ

れ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

中
牧
は

天

理
教
の

海

外
布
教
の
】

例
と

し
て

ブ

ラ

ジ

ル

伝
道
を

例
に

挙
げ

、

「

非

日
系
人
に

対
し
て

は

積
極
的
に

布
教
を

試
み

て

い

る

に

も
か

か
わ
ら
ず

、

永
続
的
な
効
果
は

あ
ま

り
あ
が
っ

て

い

な
い

。

そ

れ
は

日

本
の

教
理
と
日

本
の

儀
礼
を
あ
く
ま
で

も

守
り
ぬ

こ

う

と

す
る

姿
勢
が

あ

ま
り
に

も

強
す
ぎ
る

か
ら
か
も
し

れ

な
い
」

（

中
牧
弘

允
『

新
世
界
の

日
本
宗
教

　

日
本
の

神
々

と

異
文
明』

平

凡
社、

一

九

八

六、

四
六

頁
）

と

指
摘
し
て
い

る
。

こ

れ
は
タ

イ
で

の

布
教
活
動
に

も

同
様
の

こ

と

が

言
え
る
で

あ
ろ

う
。

つ

ま
り

「

み

か
ぐ
ら
う
た
」

を

例
に

挙
げ
れ

ば
、

言
葉
は

外
国
語
に

翻
訳
さ
れ
て

い

る

が、

手
ぶ

り、

鳴
物、

着
物
な
ど

は

日

本
式
の

ま
ま

執
り
行
わ

れ
て

い

る
か
ら
で

あ
る

。

言
語
が

異
な
れ

ば

文
法、

語
順
も

当
然
異
な

り、
「

み

か
ぐ
ら
う
た
」

の

歌
と

手

ぶ

り
の

関
係
性
が

崩
れ
て

し

ま

う
。

そ
し

て

歌
を
外
国
語
に

翻
訳
す
る

こ

と
で

、

本
来
「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

中
に

内
在
す
る

「

聖

性
」

は
あ
り

続
け

る
の

か
と

い

う
疑
問
も
生
じ
て

く
る

。

ま
た

「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

の

手
ぶ

り
の

多
く
は

日

本
的

動
作
が

多
く
見
ら

れ
る

。

マ

ル

セ

ル

・

モ

ー

ス

の

「

身
体
技
法

論
」

で

は
、

身
体
に

も
一

定
の

方
向

付
け
と

動

作
の

型
（

ハ

ビ

ト
ゥ

ス
）

が

文
化
的

、

歴

史
的
に

刻
印
さ
れ

て

お
り、

人
間
の

身
体
の

使
い

方
は

社
会
に

よ

っ

て

異
な
る

と

述
べ

て

い

る
。

そ
こ

で

本
発

表
で

は
、

日

常
的
実
践
の

場
で

行
わ
れ
る

「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

が

異
文
化
・

異

教
の

地
で

ど
の

よ

う
に

扱
わ
れ
て

い

る

の

か

を
タ
イ

の

事
例
か
ら

見
て

い

く
こ

と
に

す
る

。

　

タ

イ
の

天
理
教
の

活
動
は
一

九
四
三

年
に

二

代
真
柱
・

中
山
正

善
（
］

九
〇
五

ー
一

九
六
七）

の

発
案
に

よ

り
視
察
調
査
と
い

う
形
で

二

名
が
タ

イ
に

五

ヶ

月
間
滞
在
し
た

こ

と

が
最
初
と

な
っ

て

い

る
。

→

九
八
二

年
に

タ

イ
教

育
省
宗
教
局
か
ら
布
教
認
可
証
の

交
付
を
受
け、

日
本
語
教
育
や

文
化
活
動
を
行
う
た

め

社
団
法
入
を

設
立

し、

布
教
活
動
を
展
開
し
て

い

る
。

　
「

み

か

ぐ
ら

う
た
」

の

歌
は
日

常
生

活
で

用
い

ら

れ
る

日
本
語
で

表
現

さ
れ

た

文
章
で

あ
り

、

タ

イ
で

は

そ

の

タ

イ

語
訳
が

用
い

ら

れ

て

い

る
。

日

常
生

活
で

語
ら
れ
る

語
彙
群
で

親
神
の

啓
示
が

示
さ

れ

て

い

る

言
葉
が

身
体
を

通
し

て

救
済
観
を

表
現

す
る

。

タ

イ
で

行
わ
れ
る

「

つ

と
め
」

は

日

本
国
内
と
同
じ
方
法
で

執
り

行
わ
れ
る

。

手
ぶ

り
も
天

理
教

独
自
の

踊

り
で

あ
る

が、

そ
の

大
部
分
は
タ

イ
の

舞
踊
と
は

関
係
の

無
い

動
作
で

あ

る
。

し

か
し

タ
イ
の

舞

踊
に

あ
る

よ

う
な

手
ぶ

り
に

は

変
更
し

な
い

。

「

つ

と

め
」

の

手
振
り
は

教
祖
の

逸

話
に

「

理
の

歌

や、

理
に

合
わ

せ
て

踊
る

の

や

で
」

と

あ
る
た

め
、

信
仰
者
は

日
本
語
の

音
訳
の

歌
と

手
ぶ

り

を
習
得
す
る

た

め
に

日
々
、

修
練
を

行
い
、

救
済
を

祈
念
し
て
い

る
。

　

信
仰
者
自
ら

が
親
神
に

向
か
っ

て

歌
い
、

踊
り、

奏
で

る

こ

と

に

よ
っ

て

自
他
の

救
済
が

展
開
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

が
、

異
文
化
に

お

い

て

も

（1091）369
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聖

性
が

失
わ
れ

ず
、

い

か

に
し
て

日
常
的
な

実
践
の

場
で

用
い

ら
れ
て

い

る

の

か

を

問
う
こ

と
は
、

相
互
の

文
化
的
受
容
の

プ
ロ

セ

ス

を
見
る

こ

と

が
で

き、

多
角
的
に

異
文
化
布
教
を
と

ら
え
る

た

め
の

手
が
か
り
に

な
る

と

思
わ

れ
る

。

伝
統
医
療
と

社
会

福
祉

　
　
　

イ

ン

ド

の
一

宗
教
組
織
の

試
み

を

事
例
に

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

岡
光
　
信
子

　
近

年、

一

度
は

廃
れ

た
よ

う
に

見
え
た

伝
統
医
療
を

見
直
す
と
い

う
動

き
が

、

世
界
的
な
拡
が

り
を

見
せ

て

い

る
。

イ
ン

ド

は
、

ア

ー

ユ

ル

ヴ
ェ

ー

ダ

を
は

じ

め

と

す
る

複
数
の

伝
統
医
療
の

歴
史
を

有
し、

中
国
と
並
ん

で

伝
統
医
療
が
医
療
制

度
の

中
で

上

手
く
機
能
し

て

い

る

事
例
と

さ
れ
て

い

る
。

現
在、

イ
ン

ド

中
央
政
府
は
、

厚
生

労
働
省
に

相
当
す
る
保
健
家

族
省
内
に
伝
統
医

療
を

管
轄
す
る

部
署
を
設
立
し、

伝
統
医

療
の

普

及、

研
究、

教
育
環
境
の

整

備
を

進
め

て

い

る
。

　

本
発

表
の

目

的
は
、

ナ

ー

ッ

ト

ゥ

・

マ

ル

ン

ド
ゥ

と

呼
ば

れ
る

イ
ン

ド
・

タ

ミ

ル

ナ

ー

ド
ゥ

州
に

伝
わ

る

伝
統
医
療
の

普

及
を
村

落
部
で

取
り

組
ん

だ
一

宗
教
組

織
の

事
例
を、

伝
統
医
療
の

見
直
し
と
い

う
文
脈
か
ら

取
り
上

げ
、

イ

ン

ド
の

医
療
環
境
と

伝
統
医
療
を

取
り
巻
く
状
況、

そ
の

位
置
づ

け
や

可

能
性
に

つ

い

て

宗
教
組
織
の

関
連
か
ら

考
察
を

行
う
こ

と

に
あ
る

。

　

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
は
、

「

貧
し
い

人
に

手
を
差
し
の

べ

る
」

と
い

う
「

慈

善
」

を
重
視
し
て

お
り、

宣
教
地
に

お
け
る

慈
善
事
業
の

伝
統
を
も
つ

。

イ
ン

ド

は
、

国
民
の

二

五
・

七
％

が

貧
困
線
以
下
の

生

活
状

況
に

あ
り、

公
的
な
社
会
福

祉
の

整

備
が

進
ん

で

い

な
い

。

特
に
、

貧
し
い

人
た
ち
に

と
っ

て
、

医
療
機
関
へ

の

ア

ク
セ

ス

ビ

リ
テ

ィ

ー

は

今
で

も
多
く
の

課
題

が
残
る

。

　
一

九
七
〇
年

代
か
ら
九
〇

年
代
頃
ま
で、

カ
ト
リ

ッ

ク

女
子

修
道

会
S

DS

は
、

タ
ミ

ル

ナ
ー
ド
ゥ

州
の

伝
統

医
療
で

あ
る

ナ
ー

ッ

ト
ゥ
・

マ

ル

ン

ド
ゥ

の

メ

リ
ッ

ト
を
活
か
し
て、

医

療
機

関
へ

の

ア

ク

セ

ス

ビ

リ

テ

ィ

ー

に

難
が

あ
る

村
落

部
に

お
い

て

ナ

ー
ッ

ト
ゥ
・

マ

ル

ン

ド

ゥ

の

普
及
に

努
め

た
。

SDS

が

イ
ン

ド

管
区
を
設
立
し

た
の

は
一

九
七

三

年
の

こ

と

で

あ
る
。

活
動
の

拠
点
と
し

た

内
陸
部
の

村
落
は

非
常
に

貧
し

く、

衛
生

環
境
も

整
っ

て

い

な
か
っ

た
。

こ

う
し

た

劣
悪
な
環
境
が
人
々

の

健
康
を

著
し
く
そ
こ

な
っ

て

い

た
。

SDS

は
、

地

域
の

事
情
に

柔
軟
に

対
応
し

た

活
動
を
行
う
こ

と
を

旨
と

し
て

お
り、

さ
ら
に
保
健
衛
生
の

分
野
で

は

修
道
女
の

専
門
性
を

十
分
に
活
か
し
得
た

こ

と
が、

ナ
ー

ッ

ト
ゥ
・

マ

ル

ン

ド
ゥ

の

活
用
と

い

う
プ
ロ

ジ

ェ

ク
ト
に

着
手

す
る

こ

と
を

容
易
に

さ
せ

た

と
考
え
ら
れ

る
。

か
つ
、

ナ
ー
ッ

ト
ゥ
・

マ

ル

ン

ド
ゥ

は、

そ
の

原

料

が

安
価
で

、

か
つ

身
近
に
あ
る

素
材
か
ら
成
る

た
め

、

利
用

者
の

経
済
的

負
担
が

軽
く、

か
つ

副
作
用
も

少
な
い

と
い

う
利
点
が

あ
る

。

ま
た

SD

S
に

と

っ

て

も
、

会
の

負
担
で

原
価
を
下

回
る

価
格
で

人
々

に

薬
を

提
供

す
る

必

要
も
な
く
、

財
政
を
圧

迫
す
る

も
の

で

は

無
か
っ

た
。

　

SDS

の

ナ

ー

ッ

ト
ゥ
・

マ

ル

ン

ド

ゥ

普
及
プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
は
、

キ
ー2

ス

ト

教
の

慈
善
の

精
神
に

基
づ

い

て
、

特
に
「

貧
し
い

人
に

対
す
る

救
い

の

手
を

差
し

の

べ

る
」

こ

と
を

実
際
に

宣
教
地
で

実
践
に

移
し
た

事
例
と

捉
え
ら

れ
る
。

こ

の

プ
ロ

ジ

ェ

ク
ト
に

お
け
る
よ

う
な、

宣
教
地
の

事
情

に

合
わ

せ

た

柔
軟
な
活
動
を
可
能
に
し
た

理
由
と

し
て
、

次
の

五

点
が

考

え

ら
れ

る
。

 
SDS

の

イ
ン

ド
管
区
設
立
が

第
ニ

バ

チ
カ

ン

公
会
議
の

熱
が
冷
め
や
ら
ぬ

時
期
で

あ
っ

た
た
め

、

修
道
院
外
に

も
活
動
の

場
を

求

370（1092）
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