
 
 
 
 

 

日本人として知っておきたい 

 

 

あらゆる学問を先取りする仏教 

今なぜ東洋か 

～仏教をたたえる偉人たち～ 
 

 

これはすごい！！ 

あなたの身近に・・・ 

アインシュタイン 

もオススメ 
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あ
な
た
が
こ
れ
を
知
れ
ば
、
天
才
の
先
を

行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  

急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
は
る
か
日
本
文

化
の
源
流
が
、
何
百
年
も
の
歳
月
を
か
け
、
天

才
達
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と

の
先
を
ゆ
く
の
で
す
。 

 

こ
の
小
冊
子
の
内
容
を
知
れ
ば
、 

少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
受
け
る
と
思
い
ま
す
。 

  

お
釈
迦
様
の
手
の
ひ
ら
の
上
で
う
ろ
う
ろ

し
て
い
る
孫
悟
空
。
そ
れ
は
私
や
あ
な
た
を
含

め
た
、
全
人
類
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

コ
ラ
ム 

お
釈
迦
様 

Ｖ
Ｓ 

孫
悟
空 

神
通
力
自
在
を
自
負
す
る
孫
悟
空
が
、 

釈
尊
に
、
力
だ
め
し
を
申
し
入
れ
る
。
快
く
承
諾 

さ
れ
た
の
で
、
早
速
孫
悟
空
は
キ
ン
ト
ウ
ン
を 

呼
び
、
全
力
あ
げ
て
飛
び
に
飛
ん
だ
。 

“
オ
レ
の
力
は
こ
の
よ
う
な
も
の
”
ど
う
だ
と
言
わ
ん

ば
か
り
に
釈
尊
の
元
へ
戻
っ
て
き
た
孫
悟
空
に 

「
あ
れ
が
お
ま
え
の
精
一
杯
か
」 

「
あ
れ
以
上
は
な
ん
と
も
な
り
ま
せ
ん
」 

「
お
ま
え
が
飛
ん
で
い
る
う
ち
に
、
五
つ
の 

大
き
な
山
が
あ
っ
た
ろ
う
」 

「
は
い
、
確
か
に
」 

「
真
ん
中
の
山
の
頂
上
に
、 

お
ま
え
は
何
を
書
い
て
き
た
」 

「
孫
悟
空
こ
の
山
の
頂
上
を
征
服
せ
り
、 

と
記
し
て
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
存
知
で
…
…
」 

驚
い
て
尋
ね
る
孫
悟
空
に
釈
尊
は
、 

手
の
ひ
ら
を
開
い
て
見
せ
ら
れ
る
。 

「
お
前
は
、
こ
の
中
指
の
先
に
書
い
て
い
る
」 

------------------------------------------------------------ 
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■
目
次 

衝
撃
！
西
洋
文
明
を
先
取
り
す
る
東
洋 

 
 
 

①
物
理
学 

～
東
洋
の
世
界
観
～ 

■
ま
さ
か
物
理
学
よ
り
広
い
世
界
観
は
な
い
で
し
ょ
？ 

 
 
 

②
心
理
学 
～
東
洋
の
人
間
観
～ 

■
さ
す
が
に
心
理
学
よ
り
深
い
人
間
観
は
な
い
で
し
ょ
？ 

 
 
 

③
ロ
ボ
ッ
ト
工
学 

■
え
っ
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
も
？ 

④
哲
学 

■
西
洋
の
哲
学
者
た
ち
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
？ 

 
 
 

⑤
経
営
等 

～
仏
教
の
実
践
～ 

■
い
く
ら
何
で
も
お
金
は
儲
か
ら
な
い
で
し
ょ
。 

 

 

そ
ん
ご
く
う 



                    
  

 

 

 

第１章 

衝撃！西洋文明を先取りする東洋 

かつて天才と呼ばれた人たちが、口をそろえて 

ほめたたえる５つのポイントが次のページから 

明らかに！ 
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①
東
洋
の
世
界
観 

 
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
～
物
理
学
～ 

 

「
ま
さ
か
物
理
学
よ
り
広
い
世
界
観
は
な
い
で
し
ょ
？
」
と

あ
な
た
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
天
才
的
な
物
理
学
者
た
ち

は
、
驚
く
べ
き
こ
と
を
発
見
し
て
い
ま
す
。 

 

 ●
二
千
年
前
に
物
理
学
を
先
取
り 

二
十
世
紀
の
爆
発
的
な
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
ミ
ク
ロ

の
世
界
か
ら
大
宇
宙
ま
で
、
物
理
学
は
急
速
に
自
然
の 

し
く
み
を
解
き
明
か
し
ま
し
た
。 

そ
の
現
代
物
理
学
の
柱
が
２
本
あ
り
ま
す
。 

 
  ■

相
対
論 

ま
ず
一
つ
め
は
、
時
間
と
空
間
の
関
係
を
解
明
し
、
現
在

は
カ
ー
ナ
ビ
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
、『
相
対
論
』
で
す
。 

 

光
に
近
い
速
度
で
は
、
時
間
が
ゆ
っ
く
り
進
み
、
空
間
は

ゆ
が
ん
で
し
ま
う
と
い
う
想
像
を
絶
す
る
理
論
で
す
。 

 

そ
れ
を
た
っ
た
一
人
で
つ
く
り
あ
げ
た
天
才
、
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
、
何
と
、
物
理
的
な
考
え
を
究
極
に
突
き
つ
め

て
い
く
と
、
仏
教
に
説
か
れ
る
概
念
と
、
酷
似
し
た
も
の
が

あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（A

lb
e
rt 

E
in

ste
in
 

1
8
7
9

～

1
9
5
5

） 

 

現
代
科
学
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
埋
め
合
わ
せ
て
く
れ
る
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
で
す
。 

  
 

 

■
量
子
論 

も
う
一
つ
は
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
解
き
明
か
し
、
パ
ソ
コ
ン

や
携
帯
電
話
、
半
導
体
な
ど
に
使
わ
れ
、
現
代
生
活
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
『
量
子
論
』
で
す
。
そ
の
内
容
は
、「
す
べ
て

の
物
質
は
波
で
あ
り
、
粒
子
で
あ
る
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た

想
像
を
絶
す
る
も
の
で
し
た
。 
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と
こ
ろ
が
、
量
子
論
を
つ
く
っ
た
代
表
的
な
三
人
、 

ボ
ー
ア
と
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
も
、 

東
洋
思
想
を
学
ん
で
い
ま
す
。 

 
 量

子
論
の
父
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
物
理
学
者 

ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
（N

ie
ls B

o
h

r  
1
8
8
5

～1
9

6
2

） 

 

原
子
物
理
学
論
と
の
類
似
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ

わ
れ
は
ブ
ッ
ダ
や
老
子
と
い
っ
た
思
索
家
が
か
つ
て
直
面
し

た
認
識
上
の
問
題
に
た
ち
帰
り
、
大
い
な
る
存
在
の
ド
ラ
マ

の
な
か
で
、
観
客
で
も
あ
り
演
技
者
で
も
あ
る
我
々
の
位
置

を
調
和
あ
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。 

  

波
動
方
程
式
に
よ
っ
て 

ミ
ク
ロ
の
世
界
を 

波
と
し
て
説
明
し
た 

シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
（S

ch
ro

d
in

g
e
r 

1
8
8
7

～

1
9
6
1

）
は
著
書
の
中
で
、
波
動
方
程
式
が
、
東
洋
の
哲
学
の

諸
原
理
を
記
述
し
て
い
る
と
語
り
、
次
の
言
葉
も
有
名
で
す
。 

 

西
洋
科
学
へ
は
東
洋
思
想
の
輸
血
を
必
要
と
し
て
い
る
。 

  

ミ
ク
ロ
の
世
界
を
、
粒
子
と
し
て
説
明
し
た
、 

ド
イ
ツ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
物
理
学
者 

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（W

e
rn

e
r K

a
rl H

e
ise

n
b
e
rg

 1
9
0
1

～1
9
7
6

）
は
、
日
本
の
す
ご
さ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。 

過
去
数
十
年
の
間
に
、
日
本
の
物
理
学
者
た
ち
が
物
理
学
の

発
展
に
対
し
て
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
の
は
、東
洋
の
哲

学
的
伝
統
と
、「
量
子
力
学
」
が
、
根
本
的
に
似
て
い
る
か

ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

そ
の
代
表
、
中
間
子
論
に
よ
り
日
本
初
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を

受
賞
し
た
湯
川
秀
樹
（
ゆ
か
わ
ひ
で
き 

1
9

0
7

～1
9
8

1

）

は
仏
教
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
ま
す
。 

 

素
粒
子
の
研
究
に
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
は
全
く
役
に
立
た
な
い

が
、
仏
教
に
は
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。 

 



 3 

 

 

 

世
界
初
の
原
爆
を
開
発
し
た
責
任
者
、
語
学
の
天
才 

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
（O

p
p

e
n

h
e
im

e
r, 1

9
0
4

～1
9
6
7

）

は
語
学
に
堪
能
で
、
仏
教
も
学
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

原
子
物
理
学
の
発
見
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
間
の
理
解
力
は

必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
べ
つ
だ
ん
新
し
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
我
々
の

文
化
に
も
先
例
が
あ
り
、
仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
中
心
的

な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
原
子
物
理
学
は
、
い
に
し
え
の 

智
慧
の
正
し
さ
を
例
証
し
、
強
調
し
、
純
化
す
る
。 

 

「
ブ
ー
ツ
ス
ト
ラ
ッ
プ
（
靴
ひ
も
）
理
論
」
に
よ
り
、 

素
粒
子
「
ク
オ
ー
ク
」
を
用
い
ず
、
最
新
の
実
験
結
果
を 

説
明
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
物
理
学
科
長 

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
チ
ュ
ー
（G

e
o
ffre

y
 C

h
e
w

 1
9
2
4

～
） 

は
、
仏
典
の
説
く
宇
宙
モ
デ
ル
と
、
自
分
の
理
論
が
同
じ 

概
念
で
あ
る
と
知
り
、
愕
然
と
し
た
と
言
い
ま
す
。 

  

１
９
６
９
年
の
こ
と
で
す
。
当
時
、「
東
洋
哲
学
」
の
勉
強
を

し
て
い
た
高
校
生
の
息
子
が
、
大
乗
仏
教
に
つ
い
て
私
に
話

し
て
く
れ
た
と
き
の
驚
き
、
悔
し
さ
は
い
ま
で
も
鮮
明
で
す
。

私
は
、
仏
教
と
は
お
そ
ろ
し
く
非
科
学
的
な
感
じ
の
概
念
と

思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
の
理
論
と
の
結
び
つ
き
に 

ひ
ど
く
狼
狽
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
は 

か
か
り
ま
し
た
が
、
当
初
の
狼
狽
や
当
惑
は
、
や
が
て
、 

畏
怖
（
い
ふ
）
の
念
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

   

そ
の
他
、
微
分
積
分
学
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ど
う
や

ら
仏
教
を
学
ん
で
お
り
、
一
つ
の
電
子
軌
道
に
３
つ
以
上
の 

電
子
が
入
れ
な
い
、「
パ
ウ
リ
の
排
他
律
」
で
有
名
な 

パ
ウ
リ
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
開
発
し
た
天
才
数
学
者

ノ
イ
マ
ン
も
、
量
子
物
理
学
の
究
極
の
真
理
の
中
に
、
数

多
く
共
通
し
た
仏
教
の
哲
学
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
ま

し
た
。 
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●
究
極
を
先
取
り
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

 
ま
た
、
素
粒
子
の
世
界
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
１
９
８

０
年
代
後
半
に
生
ま
れ
た
『
複
雑
系
』
の
研
究
を
し
、
シ
ュ

レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
主
著
の
日
本
語
訳
で
も
知
ら
れ
る 

中
村
量
空
（
な
か
む
ら
り
ょ
う
く
う 

1
9
4
8

～2
0
0
1

）
は 

 

私
が
仏
教
の
縁
起
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
複
雑
な
世
界
の

実
態
を
説
く
縁
起
（
※
因
縁
果
の
道
理
）
の
世
界
観
が
、 

現
代
の
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
の
理
解
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を 

与
え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

人
や
物
の
結
び
つ
き
を
説
く
こ
の
世
界
観
に
立
て
ば
、 

何
ら
か
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（
見
通
し
）
が
得
ら
れ
る
に

ち
が
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
現
代
科
学
の
探
求
す
る
複
雑
な 

シ
ス
テ
ム
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
て
く
る 

だ
ろ
う
か
。
縁
起
の
ア
イ
デ
ア
を
現
代
科
学
に
生
か
そ
う
と

い
う
試
み
は
、
む
し
ろ
新
鮮
な
刺
激
を
サ
イ
エ
ン
ス
に
与
え

て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

物
理
学
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
数
学
は
イ
ン
ド

が
強
く
、
ゼ
ロ
も
イ
ン
ド
で
発
見
さ
れ
た
の
で
す
が
、 

数
学
者
の
中
に
も
、『
三
平
方
の
定
理
』
の 

名
付
け
親
で
、
当
時
の
重
鎮
だ
っ
た
東
大
の 

末
綱
恕
一
（
す
え
つ
な
じ
ょ
い
ち 

 
1
8
9
8

～

1
9
7
0
)

 
 

は
仏
教
を
取
り
入
れ
た
数
学
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

 

科
学
技
術
の
進
歩
を
よ
く
方
向
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
の
は

仏
教
ば
か
り
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
絶
大
の
期
待
を 

か
け
て
い
る
。 

キ
リ
ス
ト
教
に
は
い
く
つ
か
の
ド
グ
マ
（
宗
教
上
の
教
義
）

が
あ
っ
て
、
到
底
今
日
の
科
学
と
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が 

あ
り
ま
す
が
、
仏
教
は
科
学
を
包
容
す
る
こ
と
が
で
き
る 

は
ず
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
貴
重
な
仏
教
を
、
我
々
が
滅
亡 

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

生
化
学
者
で
は
、
日
本
生
化
学
会
会
頭 

水
原
舜
爾
（
み
ず
は
ら
し
ゅ
ん
じ1

9
1
5

～
）
氏
。 
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仏
教
は
、
現
代
科
学
に
ち
っ
と
も
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か
、

こ
れ
か
ら
科
学
が
進
み
ゆ
く
究
極
の
と
こ
ろ
を
先
取
り
し
た

感
が
あ
り
ま
す
。 

 

逆
に
、
宗
教
学
か
ら
科
学
を
眺
め
る
と
、
東
大
宗
教
学
教
授
、 

岸
本
英
夫
（
き
し
も
と 
ひ
で
お1

9
0
3

～1
9
6
4

）
は 

 

世
界
に
数
あ
る
宗
教
の
中
で
も
、
仏
教
ほ
ど
、
近
代
的
な 

科
学
思
想
と
手
を
た
ず
さ
え
て
、
摩
擦
の
少
な
い
も
の
は 

ま
れ
で
あ
ろ
う
。 

 

と
考
え
て
い
ま
す
。 

で
は
、
こ
れ
ら
の
学
者
達
は
、
仏
教
の
何
を
評
価
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、 

こ
の
後
二
章
で
紹
介
す
る
、 

仏
教
の
根
幹
で
あ
り
、
す
べ
て 

の
仏
典
を
一
貫
し
て
流
れ
る 

『
因
果
の
道
理
』
で
す
。 

 

●
釈
迦
の
手
の
ひ
ら
で
う
ろ
う
ろ
す
る
孫
悟
空 

 

最
新
の
物
理
学
で
さ
え
、
２
６
０
０
年
前
の
お
釈
迦
様
に

勝
て
な
い
の
か
、
次
の
よ
う
に
言
う
専
門
家
も
あ
り
ま
す
。 

現
代
の
日
本
に
お
け
る
最
高
の
理
論
宇
宙
物
理
学
者 

池
内
了
（
い
け
う
ち
さ
と
る 

1
9
4
4

年
～
）
氏
は 

 

様
々
な
発
見
を
し
て
き
た
物
理
学
だ
が
、
物
理
学
者
は
未
だ

に
仏
の
掌
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
存
在
で
し
か
な
い
の
で 

あ
る
。 

 

東
大
理
学
部
物
理
学
科
卒
の
サ
イ
エ
ン
ス
ラ
イ
タ
ー 

竹
内
薫
（
た
け
う
ち
か
お
る
、1

9
6
0

年
～
）
氏
は
、 

 
最
先
端
の
宇
宙
論
も
、
キ
ン
ト
雲
で
世
界
の
果
て
を
め
ざ
し

て
も
お
釈
迦
様
の
手
の
ひ
ら
か
ら
外
へ
は
抜
け
出
せ
な
い
孫

悟
空
の
物
語
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
的
な
世
界
観
に
通
じ
て

し
ま
う
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

『
ア
タ
マ
に
し
み
こ
む
現
代
物
理
』 
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②
東
洋
の
人
間
観
１ 

「
私
は
誰
？
」
本
当
の
私
。
～
心
理
学
～ 

 

「
さ
す
が
に
心
理
学
よ
り
深
い
人
間
観
は
な
い
で
し
ょ
？
」 

と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
心
理
学
こ
そ
、
仏
教
に
は
遠
く
及

び
ま
せ
ん
。 

  

●
心
理
学
を
は
る
か
に
先
取
り 

 「
人
間
と
生
ま
れ
て
一
生
の
間
に
、
ど
う
し
て
も
出
会
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
人
が
、
一
人
い
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
だ
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
「
自
分
探
し
」
と
い
え
ば
、
ど
ん
な
年
代
で

も
い
つ
も
誰
か
が
問
題
に
し
て
い
ま
す
。 

今
日
、
心
理
学
関
係
の
、
神
経
科
学
、
行
動
科
学
、
認
知

科
学
の
よ
う
な
、
色
々
な
分
野
の
考
え
方
を
総
動
員
す
る
と
、

「
人
は
自
分
で
思
っ
て
い
る
ほ
ど
、
自
分
の
心
を
わ
か
っ
て

は
い
な
い
」
い
う
結
論
が
出
て
き
ま
す
。 

「
こ
れ
が
自
分
の
心
だ
」
と
思
っ
て
い
る
心
は
、「
意
識
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
下
に
、
私
を
動
か
し
て
い
る 

「
無
意
識
」
と
よ
ば
れ
る
心
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

で
す
が
「
無
意
識
」
は
、
名
前
の
通
り
、
意
識
で
き
な
い

心
で
す
か
ら
、
西
洋
で
学
問
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
１
９
０
０
年
に
『
夢
判
断
』
を
出
版

し
て
か
ら
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
仏
教
で
は
、
心
を
八
つ
に
分
け
、
意
識
や 

無
意
識
と
い
わ
れ
る
も
の
の
も
っ
と
奧
に
あ
る
「
阿
頼
耶
識
」

（
あ
ら
や
し
き
）
が
本
心
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

東
大
の
比
較
思
想
学
の
権
威
中
村
元
（
な
か
む
ら
は
じ
め 

1
9
1
2

～1
9
9
9

）
も
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

心
理
学
者
の
ユ
ン
グ
（1

8
7
5

～1
9
6
1

）
が
到
達
し
た
認
識
は
、

実
は
仏
教
や
イ
ン
ド
哲
学
で
は
既
に
二
千
年
以
上
前
か
ら
説

か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

実
際
、
深
層
心
理
学
と
い
う
新
た
な
学
問
体
系
を
開
い
た 

ユ
ン
グ
（C

a
rl G

u
sta

v
 J

u
n

g

、1
8
7
5

～1
9
6
1

）
自
身
、
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著
書
に
中
国
仏
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。 

 
私
の
患
者
に
は
、
一
人
の
中
国
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

彼
ら
の
心
的
発
展
を
研
究
し
て
得
た
も
の
は
、
何
千
年
来 

東
洋
の
最
も
す
ぐ
れ
た
精
神
の
持
ち
主
た
ち
が
苦
労
し
て 

切
り
開
い
た
教
え
と
実
に
よ
く
対
応
し
て
い
ま
し
た
。 

 

『
戦
争
と
平
和
』
で
有
名
な
ロ
シ
ア
の
文
豪 

ト
ル
ス
ト
イ
（Т

о
л
с
т
о
й

, 
1
8
2
8

～1
9
1
0

）
は
、

仏
説
譬
喩
経
の
『
人
間
の
実
相
』
の
物
語
を
知
り
、
あ
ま
り

に
自
分
の
心
を
ズ
バ
リ
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
に
、
次
の
よ

う
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
ま
す
。 

 

東
洋
の
寓
話
を
読
ん
で
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。 

こ
れ
以
上
、
人
間
の
姿
を
赤
裸
々
に
表
し
た
話
は
な
い
。 

単
な
る
作
り
話
で
は
な
く
、
誰
で
も
納
得
の
ゆ
く
真
実
だ
。 

 

ま
た
、
今
日
の
強
迫
性
障
害
治
療
の
世
界
的
権
威
、 

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｍ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ(J

e
ffre

y
 
M

. 

S
ch

w
a
rtz

)

の
『
心
が
脳
を
変
え
る
脳
科
学
と
心
の
力
』 

に
よ
れ
ば
、
今
日
の
脳
科
学
に
よ
っ
て
も
、
人
の
心
は
、 

こ
の
世
の
物
質
（
脳
の
化
学
反
応
な
ど
）
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、 

 

仏
教
哲
学
で
は
、
人
の
選
択
は
物
理
的
世
界
の
何
も
の
に
よ

っ
て
も
決
定
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
真
理
だ
。 

 

二
千
年
以
上
も
前
に
、
心
が
世
界
を
生
み
出
す
と
教
え
た

仏
教
が
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
ま
す
。 

日
本
の
心
理
学
の
第
一
人
者
、

河
合
隼
雄
（
か
わ
い 

は
や
お
、1

9
2
8

～2
0
0
7

）
も
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。 

 

仏
教
は
ふ
つ
う
い
う
と
こ
ろ
の
宗
教
で
は
な
い
。 

そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
『
知
恵
』
な
の
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
言
わ
れ
て
き
た
。 
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③
東
洋
の
人
間
観
２ 

え
っ
？
人
工
知
能
に
ま
で
？
～
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
～ 

 

物
理
学
と
心
理
学
の
両
方
に
関
連
し
、
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ

ト
工
学
で
も
、
仏
典
の
、
深
く
精
密
な
心
理
分
析
が
活
躍
し

て
い
ま
す
。 

 

●
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
で
も
息
を
の
む
活
躍 

ロ
ボ
ッ
ト
が
人
間
に
近
づ
く
程
、
人
の
心
を
論
理
的
に
学
ぶ

必
要
に
迫
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、
な
ん
と
仏
典
を
研

究
し
て
い
る
学
者
も
一
人
や
二
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
を
最
初
に
提
唱
し
た
東
京
工

業
大
学
名
誉
教
授
森
政
弘
（
も
り
ま
さ
ひ
ろ
、1

9
2
7

～
）

氏
は
次
の
よ
う
に
驚
い
て
い
ま
す
。 

 
 

 

唯
識
仏
教
で
は
八
識
（
八
つ
の
心
）
に
基
づ
い
て
心
理
の

詳
細
巧
妙
な
解
析
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
精
緻
さ
に
は
驚

く
べ
き
も
の
が
あ
る
。 

 

 

人
工
知
能
の
開
発
者
、「
人
工
知
能
の
父
」
と
言
わ
れ
る
、
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
教
授 

 

マ
ー
ビ
ン
・
ミ
ン
ス
キ
ー
（M

a
rv

in
 M

in
sk

y
 

1
9
2
7

～
）
は 

 
 人

工
知
能
の
開
発
に
は
、
当
然
、
人
間
の
心
の
構
造
の
研
究

が
大
切
に
な
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
心
理
学
は
、
十
分
に
教
え
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
心
を
専
門
と
す
る
宗
教
の
中
に
、
人
間
の
心
の
構

造
を
解
明
し
た
宗
教
は
な
い
か
と
調
べ
て
み
た
。
結
果
、 

キ
リ
ス
ト
教
も
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
も
、
ほ
と
ん
ど
心
の
し
く
み

を
教
え
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
仏
典
に
は
詳
し
く
説
か
れ

て
い
た
。
釈
尊
は
実
に
優
れ
た
心
理
学
者
だ
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
開
発
に
、
仏
典
が
比
類
な
き
テ
キ
ス
ト
に
な
る
。 
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ソ
ニ
ー
で
ロ
ボ
ッ
ト
犬
ア
イ
ボ
や
二
足
歩
行
ロ
ボ
ッ
ト
キ
ュ

リ
オ
を
つ
く
っ
た
土
井
利
忠
（
ど
い
と
し
た
だ 

1
9
4
2

～
）

氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

従
来
は
、
宗
教
と
科
学
と
い
う
と
、
両
極
端
に
あ
り
、
対
立

す
る
も
の
、
そ
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

た
し
か
に
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
」
の
レ
ベ
ル
の
科
学
は
、 

宗
教
と
は
相
容
れ
な
い
。 

そ
し
て
、
一
般
の
人
が
心
の
中
に
持
っ
て
い
る
「
科
学
」
と

い
う
概
念
は
、
実
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
」

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

だ
か
ら
、
宗
教
と
科
学
が
対
立
し
て
見
え
る
の
だ
。 

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
科
学
は
大
き
な
変
容
を
遂
げ
た
。 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
一
般
相
対
性
理
論
」
や
、
素
粒
子

の
物
理
学
で
あ
る
「
量
子
力
学
」
な
ど
、 

従
来
の
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
」
の
概
念
を
大
幅
に
塗
り
替
え

る
理
論
が
確
立
し
た
か
ら
だ
。
と
く
に
「
量
子
力
学
」
は
、

少
し
深
く
読
む
と
宗
教
的
な
概
念
と
決
し
て
矛
盾
し
な
い 

よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。 

 

慶
應
義
塾
大
学
理
工
学
部
機
械
工
学
科 

ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
の 

前
野
隆
司
（
ま
え
の
た
か
し
、1

9
6
2

～
）
氏
は
文
明
全
般

の
流
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
実
感
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

実
存
主
義
は
近
代
哲
学
よ
り
も
釈
迦
に
少
し
近
づ
い
た
、

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

も
と
も
と
私
は
科
学
技
術
に
携
わ
っ
て
き
た
の
で
、 

考
え
方
の
基
本
は
西
洋
流
の
論
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

心
や
意
識
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
東
洋
流
の
や

り
方
を
取
り
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
歴
史
は
、
東
洋
の
時
代
か
ら
、
西
洋
の
時
代
へ
、

そ
し
て
地
球
を
一
周
し
て
東
洋
の
時
代
へ
と
い
う
、
大
き
な

流
れ
だ
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
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④
東
洋
の
哲
理 

哲
学
者
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
？ 

～
哲
学
～ 

 

「
仏
教
よ
り
西
洋
哲
学
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？
特
に
西
洋
の
有
名
な
哲
学
者
た
ち
に
聞
い
て

み
ま
し
ょ
う
。 

  

●
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
絶
句 

 

西
洋
哲
学
で
、
存
在
と
時
間
は
切
り
離
せ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
最
大

の
哲
学
者
の
一
人
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

a
rtin

 

H
e
id

e
g
g
e
r 1

8
8
9

-1
9
7
6

）
の
頃
か
ら
で
す
。 

で
も
、
仏
教
で
は
常
識
。 

 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
仏
教
書
『
正
法
眼
蔵
』
で
一
番
有
名

な
「
有
時
（
う
じ
）
の
巻
」
を
知
り
、
驚
い
て
し
ば
ら
く
絶

句
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
有
時
」
と
は
、「
有
（
存
在
）
は
時

な
り
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
一
方
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
主
著
の
題
名
は
、
今
は
『
存
在
と
時
間
』
と
訳
さ
れ
ま
す

が
、『
有
と
時
』
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

仏
教
の
存
在
論
、
時
間
論
は
、
西
洋
哲
学
を
二
千
年 

先
取
り
し
て
い
た
の
で
す
。 

 

●
驚
異
の
言
語
学
も
東
洋
で
は
常
識 

  

ソ
シ
ュ
ー
ル(S

a
u

ssu
re

，1
8
5
7
-1

9
1
3
)

は
言
語
学
を

研
究
し
、
言
葉
と
物
事
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
解
明
し
、 

当
時
の
西
洋
人
に
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
考
え
方
の
大
転

換
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
の
内
容
は
仏
教
で
は

二
千
年
前
か
ら
常
識
で
し
た
。 

 

実
存
主
義
の
代
表
者
の
一
人
、 

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（K

a
rl 

T
h

e
o
d

o
r 

J
a
sp

e
rs  

1
8
8
3

～1
9
6
9

）
は
、
著
書
、
大
哲
学
者
た
ち
に
仏
陀
と
ナ
ー

ガ
ル
ジ
ュ
ナ
を
取
り
扱
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

仏
教
の
賢
者
は
、
も
は
や
水
に
湿
る
こ
と
の
な
い
鴨
（
か
も
）

の
よ
う
に 
世
間
を
つ
ら
ぬ
い
て
進
み
行
く
。 
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仏
教
の
哲
理
「
空
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
学
者
で
あ
り
、

評
論
家
の
小
室
直
樹
（
こ
む
ろ
な
お
き 

1
9
3
2

～
）
氏
は
、

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

仏
教
の
「
空
」
は
、
人
類
が
到
達
し
た 

最
深
、
最
高
の
哲
理
で
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
た
ち
が
ほ
め
た
た
え
る
東
洋
思

想
を
、
ぜ
ひ
一
度
、
学
ん
で
み
て
欲
し
い
と
、
西
洋
の
哲
学

者
た
ち
か
ら
も
次
の
よ
う
に
オ
ス
ス
メ
で
す
。 

 

仏
教
を
人
生
哲
学
の
基
礎
の
一
つ
に
す
え
、 

近
代
の
西
洋
に
仏
教
を
紹
介
し
た 

ア
ル
ツ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル 

(A
rth

u
r S

ch
o
p

e
n

h
a

u
e
r  

1
7

8
8

～1
8

6
0

)

は
こ
う
言
い
、 

 

私
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
よ
り
仏
教
に
優
位
を
認
め
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
私
は
一
介
の
案
内
者
に
す
ぎ
な
い
。 

人
生
の
答
え
は
、
各
自
が
古
典
や
東
洋
の
宗
教
を 

ひ
も
と
い
て
見
つ
け
て
ほ
し
い
。 

世
界
一
や
さ
し
い
哲
学
書
・
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
ソ
フ
ィ
ー
の

世
界
』
を
あ
ら
わ
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の 

ヨ
ー
ス
タ
イ
ン
・
ゴ
ル
デ
ル
（J

o
ste

in
 

G
a
a
rd

e  

1
9
5
2

～
）
氏
も
、
日
本
人
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。 

 
 

 

大
切
な
の
は
疑
問
を
も
つ
こ
と
で
す
。『
ソ
フ
ィ
ー
の
世
界
』

は
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
大
切
な
も
の
を
見
つ
け
る
た
め
の
本
で

す
。
い
わ
ば
哲
学
へ
の
入
り
口
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
こ
の
本
に
は
、
西
洋
哲
学
の
こ
と
し
か
書
い
て 

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
若
い
人
た
ち
に
は 

仏
教
や
東
洋
の
哲
学
を
学
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 
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⑤
す
ぐ
れ
た
実
践 

い
く
ら
何
で
も
お
金
は
儲
か
ら
な
い
で
し
ょ
。
～
経
営
～ 

  

仏
教
と
い
え
ば
、
お
金
に
淡
泊
で
、
貧
し
く
と
も
清
ら
か

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

そ
れ
で
は
、
お
金
持
ち
の
皆
さ
ん
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

仏
教
は
、
高
度
な
哲
学
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
日
常
生
活

と
離
れ
な
い
、
と
て
も
実
践
的
な
教
え
な
の
で
、
普
段
の 

人
間
関
係
で
も
、
す
ぐ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を

発
揮
し
ま
す
。 

 

例
え
ば
ビ
ジ
ネ
ス
書
な
ら
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
コ
ヴ
ィ
ー

（S
te

p
h

e
n

 C
o
v
e
y
 1

9
3
2

～
）
氏
の
『
七
つ
の
習
慣
』
は
、

全
世
界
史
上
最
高
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
キ
モ
で
あ
る
第
六
の
習
慣
『
相
乗
効
果
を
発
揮
す
る
』

は
、
人
と
人
と
の
団
結
に
よ
っ
て
、
人
々
に
内
在
す
る
大
き

な
力
を
奇
跡
的
に
引
き
出
す
こ
と
だ
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
、

他
の
す
べ
て
の
習
慣
の
目
的
で
あ
り
、
人
生
に
お
い
て
最
も

崇
高
な
活
動
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
コ
ヴ
ィ
ー
は
、

『
こ
れ
を
仏
教
で
は
中
道
と
呼
ぶ
』
と
言
い
、
実
は
他
の
習

慣
に
も
、
東
洋
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。 

特
に
第
四
か
ら
第
六
の
習
慣
は
、
仏
教
で
は
、
相
手
を 

幸
せ
に
す
る
ま
ま
が
自
分
が
幸
せ
に
な
る 

「
自
利
利
他
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

『
七
つ
の
習
慣
』 

私
的
成
功 

第
一
の
習
慣 

主
体
性
を
発
揮
す
る 

第
二
の
習
慣 

目
的
を
も
っ
て
始
め
る 

第
三
の
習
慣 

重
要
事
項
を
優
先
す
る 

公
的
成
功 

第
四
の
習
慣 

W
in

W
in

を
考
え
る 

第
五
の
習
慣 

理
解
し
て
か
ら
理
解
さ
れ
る 

第
六
の
習
慣 

相
乗
効
果
を
発
揮
す
る 

再
新
再
生 

第
七
の
習
慣 

刃
を
研
ぐ 

 

だ
か
ら
相
手
の
立
場
に
立
つ
こ
と
『
自
利
利
他
』
を
心
が
け

て
、
巨
万
の
富
を
築
い
て
い
る
人
が
沢
山
あ
り
ま
す
。 
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有
名
な
高
島
屋
は
、
『
自
利
利
他
』
を
心
が
け
て
い
ま
す
。 

  

高
島
屋
が
発
展
し
た
鍵｢

自
利
利
他｣

は
、
昔
か
ら
変
わ
ら

ぬ
当
店
の
家
風
で
あ
り
ま
す
。（
高
島
屋
二
代
目
） 

  

京
セ
ラ
の
創
始
者
、

稲
盛
和
夫
（
い
な
も
り
か
ず
お 

1
9
3
2

～
）
氏
な
ど
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 

 
 私

は
、
い
つ
も
簡
単
な
仏
教
の
本
を
も
っ
て
歩
き
、
飛
行
機

の
な
か
で
あ
ろ
う
と
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
閑
が
あ
れ
ば
読

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
く
ら
い
繰
り
返
し
読
ん
で
い
て
も
、 

す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
実
行
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
れ
で
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
続
け
る
こ

と
、
毎
日
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

(

六
度
万
行
は
）
普
通
の
人
間
が
生
き
る
た
め
の
知
恵
と
し
て
、

ぜ
ひ
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
私
は
信
じ
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
『
六
度
万
行
』
と
は
、
仏
教
に
説
か
れ
る
「
善
」

を
次
の
６
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
言
わ
れ
ま
す
。 

布
施 

─
 

親
切 

持
戒 

─
 

言
行
一
致 

忍
辱 

─
 

忍
耐 

精
進 
─
 

努
力 

禅
定 

─
 

反
省 

智
慧 

─
 

修
養 

 

ま
た
、
百
年
ほ
ど
前
の
自
己
啓
発
の
古
典
、 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
レ
ン
の
「
原
因
と
結
果
の
法
則
」
に
、

仏
教
は
、
明
ら
か
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て 

い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
８
０
０
万
部
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
「
小
さ
い
こ
と
に
く
よ
く
よ
す
る
な
」
を
書
い
た

臨
床
セ
ラ
ピ
ス
ト
・
心
理
学
者
の 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ー
ル
ソ
ン(R

ich
a
rd

 
C

a
rlso

n
 

1
9
6
1

～2
0
0
6
) 

も
、
仏
教
を
学
び
、
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。 

 
 仏

教
の
教
え
で
は
、
苦
難
は
人
の
成
長
と
心
の
平
和
に 

欠
か
せ
な
い
要
素
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。 
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ま
た
、
米
国
Ｐ
Ｒ
会
社
日
本
法
人
社
長

田
中
慎
一 

（
た
な
か 

し
ん
い
ち 

1
9
5
5

～
）
氏
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

  

欧
米
人
の
頭
の
中
に
は
、
そ
う
い
っ
た
禅
と
か
仏
教
的
な

思
想
は
入
っ
て
な
い
か
ら
、
も
っ
と
科
学
的
に
考
え
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
。
相
手
と
一
緒
に
な
れ

る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。 

 

あ
と
は
無
限
大
の
発
想
で
い
わ
ゆ
る
無
限
に
近
づ
い
て
い

く
と
説
明
す
る
の
が
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
で

も
、
東
洋
的
に
は
よ
く
あ
る
で
し
ょ
う
。
禅
の
修
行
で
あ
の

山
と
一
体
に
な
れ
と
か
。 

 

『
ラ
ス
ト
サ
ム
ラ
イ
』
な
ん
か
が
向
こ
う
で
流
行
る
の
も
、

そ
う
い
っ
た
東
洋
思
想
的
な
不
可
思
議
さ
に
ひ
か
れ
始
め
て

い
る
証
拠
な
ん
で
し
ょ
う
。 

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
相
手
の
立
場
に
立

て
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
は
な
い
ん
で
す
。
こ
の
辺
は
圧

倒
的
に
東
洋
思
想
の
ほ
う
が
強
い
で
す
ね
。
案
外
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
で
は
日
本
が
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
実
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。 

●
仏
教
経
済
や
「
共
生
」 

こ
の
よ
う
に
個
人
的
な
成
功
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会 

全
体
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
経
済
学
者 

シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ

(E
rn

st 
F

rie
d

rich
S

ch
u

m
a
ch

e
r 

1
9
1
1
-1

9
7
7
) 

は
、
世
界
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
ス
モ
ー
ル 

 

イ
ズ 

ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
』
で
、
再
生
不
可
能
な
資
源
に
立
脚

す
る
の
は
愚
か
で
あ
り
、
再
生
可
能
な
資
源
に
よ
っ
て
小
さ

な
範
囲
で
自
己
循
環
す
る
『
仏
教
経
済
』
を
提
唱
し
て
い
ま

す
。 

 

正
し
い
経
済
成
長
の
道
は
、
唯
物
主
義
者
の
無
頓
着
と
伝
統

主
義
者
の
沈
滞
の
間
の
中
道
、
つ
ま
り
八
正
道
の
『
正
し
い

生
活
』
を
見
出
す
こ
と
。 

 

六
本
木
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
（
東
京
）、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
タ

ワ
ー(
パ
リ)

、
ゴ
ッ
ホ
美
術
館 

新
館(

オ
ラ
ン
ダ)

ク
ア
ラ
ル

ン
プ
ー
ル
新
国
際
空
港(

マ
レ
ー
シ
ア)

な
ど
を
作
っ
た
世
界

的
建
築
家
の

黒
川
紀
章
（
く
ろ
か
わ 

き
し
ょ
う
、

1
9
3
4
-2

0
0
7

）
は
、
仏
教
を
元
に
『
共
生
』
と
い
う
言
葉
を
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 作
り
ま
し
た
。 

 私
が
１
９
６
０
年
に
つ
く
っ
た
新
し
い
概
念
で
あ
る
「
共
生

の
思
想
」
の
原
点
に
は
、
大
学
で
学
ん
だ
「
唯
識
思
想
」
が

あ
り
ま
す
。 

仏
教
思
想
と
し
て
４
世
紀
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、「
二
元

論
」
と
違
っ
て
、
善
と
悪
を
超
え
、
す
べ
て
を
一
つ
の
も
の

と
し
て
扱
う
こ
と
が
感
動
的
で
し
た
。 

 

明
治
以
降
の
日
本
は
合
理
的
精
神
に
基
づ
く
二
元
論
、
つ
ま

り
精
神
と
肉
体
、
理
性
と
感
性
、
都
市
と
自
然
、
科
学
と
芸

術
、
個
と
全
体
と
対
比
さ
せ
る
考
え
方
の
も
と
に
発
展
し
て

き
ま
し
た
。 

確
か
に
日
本
が
近
代
化
を
進
め
る
な
か
で
、
科
学
技
術
や
経

済
の
発
展
に
は
必
要
な
思
想
で
し
た
。
で
す
が
私
に
は
そ
れ

だ
け
で
い
い
の
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

対
立
、
矛
盾
、
あ
る
い
は
厳
し
い
競
争
関
係
に
あ
る
二
者
、

ま
た
は
複
数
の
相
手
が
そ
れ
で
も
な
お
、
相
手
を
互
い
に
必

要
と
す
る
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
純
な
二
元
論
で
は
な
く

東
洋
的
な
哲
学
で
す
。 

互
い
に
相
携
え
る
こ
と
で
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
た
の
で
す
。 

 

で
は
仏
教
に
は
、
結
局
、
一
体
何
が
教
え
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
誰
も
が
も
っ
と
も
知
り
た
い
こ

と
な
の
で
す
。 

  



 16 

  
 

著者プロフィール 

長南瑞生 

千葉県出身。日本仏教アソシエーション（株）代表取

締役。学際領域といわれる学問と学問の境界領域を研

究する東大教養学部で、量子統計力学を学ぶ。趣味は

読書と音楽鑑賞。 

近代の西洋式の仏教研究と、日本の伝統的な仏教学

を両方んだところ、生きる意味を教えられた伝統仏教

のほうがはるかにすばらしく、内容も高度であること

を発見。伝統を打ち破り、西洋式の分かりやすさで本

当の生きる意味をすべての人に伝えようと奮戦中。 

その一環として５万部のベストセラー『生きる意味

１０９』や、ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川書店）からは、

『不安が消えるたったひとつの方法』等の著作がある。 

 

 

Copyright (c) Mizuki Osanami. All rights reserved. 

※内容の一部または全部の無断複写・転載はご遠慮下さい。 

http://japan-buddhism.co.jp/
https://amzn.to/2DRWbYV
https://amzn.to/2DRWbYV
https://amzn.to/2UEsdgG


 17 

             

 

人類最大の難問に答えが！？ 
○物理学より広い世界観 

○心理学より深い人間観 

○経営学より儲かる人間関係 

 

衝撃！西洋文明を先取りする東洋。 
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