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現
代
に
お
け
る
平
和
・
連
帯
・
希
望
の
哲
学

　

─
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
『
法
華
経
の
智
慧
』
に
関
す
る
対
話

カ
ル
ロ
ス
・
マ
ヌ
エ
ル
・
ル
ア

 　

※
本
稿
は
２
０
１
５
年
10
月
12
日
、
東
京
・
新
宿
区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ

市
个
谷
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
特
別
公
開
講

演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
賜
り
、
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
こ

の
場
を
お
借
り
し
、
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
池
田
大
作
博
士

な
ら
び
に
東
洋
哲
学
研
究
所
の
皆
さ
ま
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
美
し
い
日
本
に
つ
い
に
来
る
こ
と
が
で
き
、
私

は
幸
せ
で
す
。
私
は
大
学
生
の
と
き
に
日
本
文
化
に
出
会
い
、

人
生
が
変
わ
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
好
き
に
な
っ
て
し
ま
い
、

と
う
と
う
ア
ジ
ア
文
化
の
学
者
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
仏
教

　
﹁
東
洋
哲
学
研
究
所
﹂
は
、
創
立
者
の
池
田
大
作
博
士
と
川
田

洋
一
所
長
の
陣
頭
指
揮
の
下
、
ア
ジ
ア
の
文
化
遺
産
の
保
護
・

研
究
の
促
進
に
貢
献
さ
れ
て
い
ま
す
。
50
年
以
上
に
わ
た
る
貴

研
究
所
の
努
力
に
対
し
、
ア
ジ
ア
文
化
の
一
研
究
者
と
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
サ
ル
バ
ド
ル
大

学
に
あ
る
﹁
東
洋
学
学
院あ
﹂
の
院
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
。
私

各
講
演
・
レ
ク
チ
ャ
ー
よ
り
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ど
も
の
大
学
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
設
立
母
体
と
す
る
高
等
教
育

機
関
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
現
教
皇
は
、

わ
が
サ
ル
バ
ド
ル
大
学
の
ご
出
身
で
す
。
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

は
私
ど
も
の
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
学
の
発

展
に
も
力
を
尽
く
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

二
千
年
余
り
の
歴
史
を
誇
る
日
本
と
比
べ
れ
ば
、
地
球
の
反

対
側
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
ま
だ
歴
史
が
浅
い
国
で
す
。
し
か
し

百
年
以
上
も
前
に
、
す
で
に
仏
教
は
日
本
人
移
民
に
よ
っ
て
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
学
問
と
し
て
も
研
究
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
仏
教
研
究

の
普
及
に
草
分
け
的
な
貢
献
を
し
た
方
が
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

﹁
東
洋
学
学
院
﹂
の
前
身
機
関い
を
開
設
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
イ
ス

マ
エ
ル
・
キ
レ
ス
神
父
︵
１
９
０
６
-
93
年
︶
で
す
。

　

キ
レ
ス
神
父
の
奮
闘
の
お
か
げ
で
、
私
を
含
む
多
く
の
西
洋

人
が
仏
教
に
、
そ
し
て
法
華
経
の
崇
高
な
教
え
に
め
ぐ
り
会
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
私
の
場
合
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
と
交
流
す
る
中
で
、
池

田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
思
想
に
出
会
い
、
会
長
が
、
深
遠
な
法
華
経

の
哲
学
を
﹁
苦
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
希
望
と
励
ま
し
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
﹂
と
し
て
現
代
人
に
贈
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。

　

本
日
は
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
ず
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
仏
教
史
と
い
う
観
点
か
ら
、
キ
レ

ス
神
父
に
よ
る
東
洋
哲
学
の
研
究
機
構
設
置
の
意
義
に
つ
い
て
。

次
に
、
私
ど
も
サ
ル
バ
ド
ル
大
学
﹁
東
洋
学
学
院
﹂
の
活
動
に

つ
い
て
。
最
後
に
、
池
田
博
士
に
よ
っ
て
刷
新
さ
れ
、
深
化
し

た
法
華
経
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
で
す
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
は
古
く
か
ら
東
洋
と
の
交
流
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
共
同
創
設
者
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル

師
は
、
１
５
４
２
年
に
イ
ン
ド
に
渡
り
、
７
年
後
の
１
５
４
９

年
に
日
本
に
来
て
い
ま
す
。
共
同
創
設
者
の
も
う
一
人
は
、
イ

グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
師
で
し
た
。
ザ
ビ
エ
ル
師
は
イ
ン
ド
と

日
本
を
訪
れ
、
ふ
た
つ
の
国
の
権
威
者
︵
高
官
や
僧
侶
︶
と
、
後

世
に
語
り
継
が
れ
る
﹁
宗
教
間
対
話
﹂
を
試
み
ま
す
。
イ
エ
ズ

ス
会
出
身
の
初
の
ロ
ー
マ
教
皇
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
も
、

か
ね
て
よ
り
宗
教
間
対
話
と
異
教
徒
間
の
歩
み
寄
り
を
強
く
推

奨
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
一
言
、
言
い
添
え
ま
す
と
、
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
教
皇
は
故
キ
レ
ス
神
父
の
友
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
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東
洋
哲
学
研
究
の
先
駆
者

　

キ
レ
ス
神
父
は
１
９
０
６
年
７
月
４
日
、
ス
ペ
イ
ン
東
部
の

町
ペ
ド
ラ
ル
バ
で
生
を
受
け
、
１
９
２
２
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
に

入
会
さ
れ
て
い
ま
す
。
10
年
後
の
１
９
３
２
年
３
月
、
結
核
を

患
う
な
か
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
北
部
の
サ
ン
タ
フ
ェ
州
に
派
遣
さ

れ
ま
す
。
１
９
３
６
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
と
な
り
、
同
年
、

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
州
の
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
神
学
校
で
神
学
の
学

士
課
程
を
終
え
て
い
ま
す
。
１
９
３
８
年
よ
り
、
哲
学
史
と
形

而
上
学
史
の
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
の

ち
に
、
キ
レ
ス
神
父
は
サ
ル
バ
ド
ル
大
学
で
哲
学
学
部
の
学
部

長
、
さ
ら
に
総
長
、
名
誉
総
長
を
歴
任
さ
れ
ま
す
。
数
々
の
顕

彰
を
受
け
、
多
く
の
名
誉
博
士
号
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
１
９
９

３
年
２
月
８
日
に
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

キ
レ
ス
神
父
は
多
く
の
哲
学
書
を
執
筆
さ
れ
、
再
編
さ
れ
た

著
作
は
39
巻
に
も
な
り
ま
す
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
神
父
が
東

洋
文
化
に
関
心
を
も
ち
、
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流
を
率
先
し
て

推
進
し
た
こ
と
で
す
。﹃
仏
教
哲
学
﹄︵Filosofía budista

︶
と
題

す
る
著
作
で
、
東
洋
哲
学
の
研
究
に
打
ち
込
ま
れ
た
理
由
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
20
年
間
も
西
洋
哲
学
を

研
究
し
教
え
て
き
た
後
で
、
東
洋
哲
学
へ
と
向
か
わ
れ
た
の
で

す
。
や
が
て
、
初
の
ス
ペ
イ
ン
語
版
法
華
経
の
序
文
を
任
さ
れ

る
ほ
ど
の
東
洋
哲
学
の
大
家
と
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　
﹃
仏
教
哲
学
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。﹁
私
た
ち
は
、

西
洋
哲
学
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不

満
や
憤
り
を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
人
類
に
対
す
る
西
洋
の
文
化
貢
献
に
対
し
、
満
腔
の
感

謝
を
感
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
叡
智
の
探
求
の
道
に

お
い
て
は
、
人
類
が
経
験
し
た
す
べ
て
の
領
域
を
分
析
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
西
洋
の
み
で
は
不
十
分
な
の
で
す
﹂﹁
西
洋
思

想
の
地
平
を
越
え
て
、
別
の
世
界
に
つ
い
て
学
び
、
し
っ
か
り

イ
ス
マ
エ
ル
・
キ
レ
ス
神
父
（from

 
W

ikim
edia C

om
m

ons

）。デ
ィ
エ

ゴ
・
ア
バ
ッ
ド
・
デ
・
サ
ン
テ
ィ

ジ
ャ
ン
著 “H

istoria Argentina ”

（『
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
歴
史
』）、
１

９
７
１
年
刊
よ
り
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と
見
て
い
く
べ
き
で
す
。
私
た
ち
は
常
に
そ
の
必
要
を
感
じ
て

き
ま
し
た
﹂
と
。

　

キ
レ
ス
神
父
は
、
１
９
６
０
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
そ
の

構
想
を
実
現
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。﹁
東
西
の
文
化
的
価
値
観

の
相
互
理
解
に
向
け
て
﹂
と
い
う
ユ
ネ
ス
コ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
通
し
、
ア
ジ
ア
に
長
期
滞
在
し
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究

所
を
は
じ
め
、
日
本
、
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
の
主

要
大
学
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
日
本
で
の
学
術

交
流
の
窓
口
と
な
っ
た
の
は
著
名
な
仏
教
学
者
の
中
村
元
教
授

で
あ
り
、
神
父
は
中
村
博
士
と
親
交
を
深
め
ま
す
。
ち
な
み
に
、

中
村
博
士
は
創
価
学
会
創
立
者
の
牧
口
常
三
郎
先
生
を
大
変
尊

敬
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
すう
。
牧
口
先
生
は
、
日
本
人
の
思
考

が
西
洋
哲
学
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
日
本
の
哲

学
界
を
精
神
的
に
守
り
抜
い
た
か
ら
で
す
。

　

東
京
大
学
を
訪
れ
た
キ
レ
ス
神
父
は
、
東
大
図
書
館
の
蔵
書

の
素
晴
ら
し
さ
に
驚
き
ま
す
。
圧
倒
的
な
数
の
貴
重
な
聖
典
や

経
典
を
前
に
、
キ
レ
ス
神
父
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い

ま
す
。﹁
東
洋
思
想
は
西
洋
に
、
少
し
も
ひ
け
を
と
り
ま
せ
ん
。

東
洋
が
人
類
に
計
り
知
れ
な
い
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
の
証
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
感
服
し
ま
し
た
﹂
と
。
東
洋
哲
学

の
体
系
的
な
研
究
が
深
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
感
動
し
た
の

で
す
。
そ
の
後
、
キ
レ
ス
神
父
は
東
洋
哲
学
の
研
究
に
さ
ら
に

勤
し
み
、
５
年
の
努
力
の
結
果
と
し
て
﹃
仏
教
哲
学
﹄
を
著
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
評
価
さ
れ
、
日
本
の
勲
章
を
受
章
し
て

い
ま
す
。

　

キ
レ
ス
神
父
は
、
人
々
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

こ
と
、
人
と
会
う
こ
と
、
連
帯
す
る
こ
と
を
促
す
方
で
し
た
。

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。﹁
私
た
ち
の
こ
の
集
い
は
、
真
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
真
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
互
い
に
共
通
点

を
見
出
す
作
業
で
す
。
上
下
関
係
や
差
異
に
と
ら
わ
れ
ず
、
互

い
に
対
等
な
存
在
と
し
て
和
合
す
る
こ
と
で
す
。
交
わ
り
の
意

味
を
も
つ
﹃
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
﹄
と
い
う
単
語
は
、﹃
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
﹄
と
﹃
ユ
ニ
オ
ン
﹄
と
い
う
語
源
か
ら
な
っ
て
い
ま
す

─
﹃
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹄
は
連
帯
す
る
共
同
体
、
社
会
を
指
し
、

﹃
ユ
ニ
オ
ン
﹄
は
結
ぶ
こ
と
、
連
帯
、
和
合
を
指
し
て
い
ま
す
。

人
間
は
画
一
的
に
等
し
い
存
在
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

考
え
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
、
受
け
入
れ
、
尊
重
す
る
こ
と
が
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大
切
な
の
で
す
﹂
と
。

　

さ
て
、
１
９
６
７
年
、
キ
レ
ス
神
父
は
サ
ル
バ
ド
ル
大
学
に

﹁
東
洋
学
学
院
﹂
を
開
設
し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
西
洋
に
お

け
る
東
洋
哲
学
研
究
の
拠
点
に
す
る
こ
と
で
し
た
。
現
在
、
私

ど
も
の
学
院
に
は
三
つ
の
課
程
が
あ
り
ま
す
。﹁
東
洋
学
研
究
の

学
士
コ
ー
ス
﹂﹁
ヨ
ー
ガ
の
専
修
コ
ー
ス
﹂﹁
現
代
中
国
研
究
の

専
修
コ
ー
ス
﹂
で
す
。
設
立
か
ら
48
年
。
私
た
ち
は
様
々
な
ア

ジ
ア
文
化
の
専
門
家
を
育
て
な
が
ら
、
セ
ミ
ナ
ー
や
講
演
会
な

ど
を
通
し
て
東
洋
文
化
の
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。
歳
月
を
重

ね
る
に
つ
れ
て
、
ア
ジ
ア
・
中
東
文
化
研
究
の
重
要
機
関
と
し

て
西
洋
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
私
ど
も
の
誇

り
で
す
。法

華
経
の
卓
越
性
と
は

　

昨
年
︵
２
０
１
４
年
︶
の
９
月
25
日
か
ら
10
月
６
日
ま
で
、
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
Ｓ
Ｇ
Ｉ
と
の
共
催
に
よ
り
、
サ
ル
バ
ド
ル
大
学
で

﹁
法
華
経

─
平
和
と
共
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
展
を
開
催
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
教
の
伝
統
と
法
華
経
の
深
遠
な
教
え
に

＂
直
接
触
れ
る
＂
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
敦
煌
の

壁
画
や
、
７
世
紀
に
ラ
ン
プ
を
付
け
た
竹た
け

笈お
い

を
背
負
い
な
が
ら

天
竺
へ
旅
し
た
玄げ

ん

奘じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
を
見
て
、
そ
の

時
代
に
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
思
い
で
し
た
。
そ
し
て
、
日
蓮

聖
人
の
真
筆
︵
複
製
︶
や
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
中
国
語
、
モ
ン

ゴ
ル
語
や
日
本
語
な
ど
で
記
さ
れ
た
法
華
経
の
多
様
な
写
本
を

拝
見
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
仏
教
精
神
へ
の
理
解
を
深
め
、﹃
法

華
経
﹄
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
に
広
げ
て
い
く
た
め
の
こ
の
う

え
な
い
資
料
で
あ
り
ま
す
。﹁
東
洋
哲
学
研
究
所
﹂
の
ス
タ
ッ
フ

の
皆
さ
ま
に
、
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

八
万
法
蔵
と
呼
ば
れ
る
膨
大
な
仏
教
経
典
の
宇
宙
の
中
で
、

無
上
の
宝
玉
と
し
て
輝
い
て
い
る
の
が
法
華
経
で
す
。
法
華
経

が
か
く
も
優
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
何
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
は
、

絶
え
間
な
く
変
化
し
続
け
る
大
宇
宙
の
本
質
を
解
き
明
か
し
て

い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
本
質
は
、
時
を
超
え
て
不
変
で
あ
り
、

し
か
も
驚
嘆
す
べ
き
多
様
な
現
れ
方
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
無
限

の
可
能
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
人
間
の
瞬
間

瞬
間
の
生
命
に
、
そ
れ
が
す
べ
て
凝
縮
し
て
具
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

法
華
経
が
傑
出
し
て
い
る
理
由
は
も
う
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
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い
か
な
る
生
命
で
あ
ろ
う
と
、﹁
仏
性
﹂
と
い
う
最
高
の
境
涯
が

内
在
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
だ
れ
も
が
﹁
今
﹂

﹁
こ
こ
で
﹂、
自
己
の
限
界
を
破
っ
て
宇
宙
大
の
次
元
へ
と
開
放

さ
れ
、
秘
め
て
い
た
永
遠
の
力
を
発
揮
で
き
る
の
で
す
。
法
華

経
が
示
す
普
遍
の
法
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
、

差
別
な
く
、わ
け
隔
て
な
く
、
仏
界
へ
と
目
覚
め
さ
せ
る
の
で
す
。

　

日
本
は
仏
教
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
国

で
す
。
日
本
の
仏
教
伝
来
は
千
五
百
年
前
に
遡
り
ま
す
。
そ
れ

以
来
の
多
く
の
仏
教
思
潮
の
中
で
、
私
は
特
に
日
蓮
聖
人
の
精

神
遺
産
を
受
け
継
ぐ
流
れ
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
人
間
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
。

そ
の
世
界
で
は
、
人
間
が
物
質
を
す
べ
て
支
配
で
き
る
か
の
よ

う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
自
然
が
人
間
を
我
に
返
し

ま
す
。
例
え
ば
、
異
常
気
象
の
危
険
を
前
に
す
れ
ば
、
人
間
の

ち
っ
ぽ
け
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
環
境
を
破
壊
し

た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
ま
す
。
人
間
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

人
類
は
ど
の
方
向
に
進
む
べ
き
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
、

池
田
博
士
は
﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄
と
題
し
た
ご
著
作
で
探
求
さ

れ
て
い
ま
す
。
池
田
博
士
は
こ
う
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
﹁﹁
経
済
の
成
長
﹂
を
至
上
命
令
に
し
て
き
た
現
代
に
あ
っ
て
、

よ
り
大
切
な
の
は
、﹁﹃
人
間
﹄
が
根
本
﹂、つ
ま
り
﹁
人
間
の
成
長
﹂

で
は
な
い
の
か
と
気
づ
き
始
め
て
い
ま
す
。﹁
知
識
の
飛
躍
的
増

アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにあるサルバドル大学東洋学学院のルア
院長。同学院はラテンアメリカにおける東洋哲学研究の中心的拠点のひとつ
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加
﹂
が
進
む
情
報
社
会
に
あ
っ
て
、
知
識
を
使
い
こ
な
す
た
め

の
﹁
智
慧
の
飛
躍
的
増
大
﹂
が
、
至
急
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
るえ
﹂
と
。

　

ど
う
す
れ
ば
変
革
を
開
始
で
き
る
の
か
。
人
類
が
直
面
す
る

諸
課
題
の
克
服
を
目
指
し
て
、
池
田
博
士
は
、
法
華
経
に
つ
い

て
の
感
嘆
す
べ
き
考
察
を
重
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
「
善
悪
観
」

　

私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
神
は
﹁
全
能
﹂

か
つ
﹁
無
限
の
善
﹂
の
存
在
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、

根
本
的
な
疑
問
が
わ
き
ま
し
た
。﹁
こ
の
世
の
中
に
は
不
幸
と
悪

が
溢
れ
て
い
る
。
神
が
善
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
こ
ん
な
世
界
を

創
っ
た
の
だ
ろ
う
。
神
は
本
当
に
全
能
な
の
だ
ろ
う
か
？　

全

能
で
あ
り
な
が
ら
、
意
図
的
に
こ
の
よ
う
な
世
界
を
創
っ
た
の

な
ら
、
神
は
善
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
な
ど
と
、
頭

を
抱
え
ま
し
た
。﹁
善
と
喜
び
だ
け
の
世
界
は
な
ぜ
存
在
し
な
い

の
か
﹂﹁
悪
・
苦
し
み
・
不
安
の
な
い
世
界
が
な
ぜ
創
ら
れ
な

か
っ
た
の
か
﹂。
だ
れ
も
が
知
り
た
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
私
は
ふ
た
通
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し

ま
し
た
。
最
初
は
、
西
洋
文
化
の
中
で
育
っ
た
者
と
し
て
、
理

論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
。
や
が
て
、
仏
教
を
研
究
す
る
よ
う
に

な
り
、
実
践
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
﹃
聖
書
﹄
の
﹁
創
世
記
﹂
を
開
く
と
、
エ
デ
ン
の
園
に
は
悪
を

象
徴
す
る
蛇
が
い
ま
す
。
楽
園
が
楽
園
で
あ
る
た
め
に
は
蛇
の

存
在
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
言
い
か
え
れ
ば
、
蛇
な
し
で
は
楽
園

は
楽
園
と
し
て
完
成
し
な
い
の
で
す
。
悪
の
な
い
完
ぺ
き
な
世

界
は
、
楽
園
で
は
な
く
、
神
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。

　

地
獄
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
善
を
潜
在
さ
せ
て
い
な
い
地

獄
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
獄
は
絶
対
的
な
悪
の
世
界
で
は
な
く
、

欠
陥
の
ほ
か
に
は
何
も
な
い
世
界
で
も
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、

チ
ベ
ッ
ト
の
仏
画
に
は
、
地
獄
と
と
も
に
、
普
遍
的
な
真
理
を

体
現
す
る
仏
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
池
田
博
士
も
﹃
法

華
経
の
智
慧
﹄
で
﹁
大
悪
が
あ
る
か
ら
こ
そ
大
善
が
く
る
の
だ
﹂

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
すお
。
さ
ら
に
、﹁
仏
と
提
婆
と
は
身
と
影
と

の
ご
と
し
生し

ょ
う

生じ
ょ
うに
は
な
れ
ずか
﹂︵
仏
と
仏
に
敵
対
し
た
悪
の
提
婆
達

多
と
は
、
身
体
と
影
の
よ
う
に
離
れ
ず
、
常
に
一
緒
に
生
ま
れ
て
く
る
︶

の
言
葉
を
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
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理
性
の
限
界
を
超
え
た
真
理
へ

　

善
と
悪
に
つ
い
て
の
探
求
を
続
け
る
と
、
さ
ら
な
る
疑
問
が

わ
き
ま
す
。﹁
神
は
何
の
た
め
に
世
界
を
創
造
し
た
の
か
？
﹂﹁
な

ぜ
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
あ
る
の
か
？
﹂﹁
な
ぜ
世
界
が
存
在
す

る
の
か
？
﹂、
つ
ま
り
﹁
な
ぜ
我
々
は
存
在
す
る
の
か
？
﹂
と
い

う
問
い
か
け
で
す
。
私
た
ち
は
ま
さ
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
か

の
有
名
な
問
い
﹁
な
ぜ
無
で
は
な
く
、
何
か
が
有
る
の
か
？
﹂

に
行
き
つ
く
の
で
す
。

　

神
学
的
に
言
え
ば
、
神
の
天
地
創
造
の
わ
ざ
に
は
、
い
か
な

る
束
縛
も
あ
り
ま
せ
ん
。
創
造
主
は
無
限
に
全
能
な
た
め
、
完

全
に
自
由
自
在
に
創
造
す
る
の
で
す
。
必
要
性
に
か
ら
れ
て
創

造
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
が
な
す
こ
と
に
条
件

は
な
い
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
万
物
が
な
ぜ
存
在
す
る

の
か
と
人
間
が
悩
む
の
は
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
疑
問
は
人
間
の
発
想
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
人
間
に

理
論
的
思
考
が
あ
る
限
り
、
や
む
を
得
な
い
問
い
か
け
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
神
学
的
に
は
す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ま
に
受

け
入
れ
て
い
き
ま
す
。
人
間
の
理
性
的
思
考
に
は
、
限
界
が
あ

る
の
で
す
。

　

そ
の
点
、
仏
教
は
、
理
性
の
原
則
を
基
礎
と
す
る
形
而
上
学

と
は
正
反
対
で
す
。
あ
る
意
味
で
、﹁
理
性
の
無
力
を
原
則
と
す

る
世
界
﹂
と
言
え
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
人
類
一
般
に
も

個
人
に
も
、
特
定
の
存
在
根
拠
と
か
第
一
原
因
と
い
う
も
の
は

な
い
の
で
す
。
仏
教
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
真
の
知
識
を
﹁
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
し
、
理
性
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た

世
界
観
を
解
体
し
て
、
日
常
的
現
実
か
ら
離
れ
た
次
元
か
ら
存

在
論
を
展
開
し
ま
す
。
こ
う
し
た
客
観
世
界
の
解
体
は
、し
か
し
、

﹁︵
一
切
衆
生
の
︶
救
済
﹂
の
た
め
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
相
対

的
世
界
と
そ
の
観
点
か
ら
離
れ
て
、
よ
り
高
い
真
理
を
目
指
す

の
で
す
。
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
も
、
言
葉
で
表
す
こ
と
も
で

き
な
い
絶
対
的
真
理
へ
の
探
求
で
す
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、

池
田
博
士
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。﹁
仏
法
は
深
い
。＂
言
は
意
を

尽
く
さ
ず
＂
と
言
うき﹂
と
。

　

こ
の
真
理
追
求
の
中
で
、
仏
教
思
想
は
、
絶
対
︵
無
限
︶
的
存

在
と
相
対
︵
有
限
︶
的
存
在
の
両
方
を
同
等
の
も
の
と
見
な
す
逆

説
的
な
思
想
を
確
立
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
性
質
こ
そ
が
、
宇

宙
の
法
則
で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
万
物
を
映
し
出
す
こ
の
法

が
森
羅
万
象
を
結
び
つ
け
、︵
有
限
の
︶
万
象
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
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︵
無
限
の
︶
全
宇
宙
の
秩
序
を
宿
し
て
い
ま
す
。
存
在
す
る
す
べ

て
が
、
本
然
的
に
仏
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
真
理
を

知
る
こ
と
が
、
悟
り
で
す
。
法
華
経
は
、
一
切
が
驚
く
べ
き
相

互
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
万
象
す
な
わ
ち
個
々
の
生
命
は
、
究
極
の
生
命
す
な
わ
ち

宇
宙
の
大
生
命
そ
の
も
の
と
一
体
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
各
部

分
は
そ
の
ま
ま
全
体
で
あ
り
、
生
命
の
無
限
の
可
能
性
を
蔵
し

て
い
る
の
で
す
。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
真
理
に
対
し
て
私
は
︵
理
論
的
と
実

践
的
と
い
う
︶
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
後
年
、

龍
樹
の
哲
学
を
学
ぶ
中
で
、
そ
れ
が
さ
ら
に
明
瞭
に
な
り
ま
し

た
。
す
な
わ
ち
、
日
常
の
言
語
や
概
念
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る

﹁
相
対
的
真
理
﹂
と
、
人
間
を
真
理
と
解
放
に
導
く
、
超
越
的
な

﹁
絶
対
的
真
理
﹂
の
ふ
た
つ
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
説
い
た
の
で

すく。
絶
対
的
真
理
は
日
常
の
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を

私
は
理
解
し
ま
し
た
。
彼
は
、
夢
の
比
喩
を
述
べ
て
い
ま
す
。

睡
眠
中
に
は
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
思
え
て
、
夢

が
夢
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
覚
醒
し
た
状
態
か
ら

見
た
ほ
う
が
、
夢
の
本
性
が
わ
か
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、

日
常
の
体
験
も
そ
れ
が
幻
想
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
う
と
は
自
覚

で
き
ま
せ
ん
。
苦
悩
か
ら
の
解
放

─
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の

﹁
涅
槃｣

で
す

─
の
境
涯
か
ら
見
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
わ
か

る
の
で
す
。

　

法
華
経
の
﹁
方
便
品
﹂
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

﹁
止や

み
な
ん
、
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ

よ
。
復ま

た
説
く
を
須も
ち

い
ず
。
所ゆ
え
ん以
は

何い
か

ん
。
仏
の
成じ
ょ
う

就じ
ゅ

し
た
ま
え
る
所と
こ
ろ
は
、
第
一
希け

有う

難な
ん

解げ

の

法
な
り
。
唯た

だ
仏
と
仏
と
の
み
乃い
ま

し
能よ

く
諸
法
の
実じ
っ

相そ
う

を

究く

尽じ
ん

し
た
ま
え
り
。
所い
わ
ゆ謂
る
諸
法
の
、
如に
ょ

是ぜ

相そ
う

・
如
是

性し
ょ
う・
如
是
体た
い

・
如
是
力り
き

・
如
是
作さ

・
如
是
因い
ん

・
如
是
縁え
ん

・

如
是
果か

・
如
是
報ほ
う

・
如
是
本ほ
ん

末ま
つ

究く

竟き
ょ
う

等と
う

な
りけ
﹂

　

ま
た
、﹁
方
便
品
﹂
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
も
あ
り
ま
す
。

﹁
諸
仏
世
尊
は
、
唯
だ
一
大
事
の
因
縁
を
以も

っ

て
の
故
に
、
世

に
出
現
し
た
ま
う
⋮
⋮
諸
仏
世
尊
は
衆
生
を
し
て
仏ぶ

っ

知ち

見け
ん

を
開
か
し
め
、
清し
ょ
う

浄じ
ょ
うな
る
こ
と
を
得
し
め
ん
と
欲
す
る
が

故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
う
。
衆
生
に
仏
知
見
を
示
さ
ん

と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
う
。
衆
生
を
し
て

仏
知
見
を
悟
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し

た
ま
う
。
衆
生
を
し
て
仏
知
見
の
道
に
入
ら
し
め
ん
と
欲
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す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
うこ
﹂

　

人
間
が
何
ら
か
の
絶
対
的
な
真
理
に
根
差
し
て
生
き
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
概
念
的
に
理
解
し
た
結
果
で
は
な
く
、
実
践
の

結
果
で
す
。
教
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
説
き
方
が
洗
練
さ
れ

て
い
る
か
ら
価
値
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
人
間

の
生
き
方
を
変
え
、
生
活
の
質
を
高
め
る
力
を
も
っ
て
い
て
こ

そ
素
晴
ら
し
い
の
で
す
。
理
論
上
の
議
論
や
形
而
上
学
的
思
索

は
、
私
た
ち
を
実
践
へ
と
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
真
理
に

向
か
っ
て
私
た
ち
を
前
進
さ
せ
、
私
た
ち
の
精
神
を
向
上
さ
せ

て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
意
味
で
、
法
華
経
を
中
心
と
す
る
仏
教
思
想
は
二
千
五

百
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
人
々
の
実
に
多
様
な
体
験
に
よ
っ
て

豊
饒
な
も
の
と
さ
れ
、
現
代
社
会
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
仏
教
の

教
え
は
す
べ
て
の
人
間
の
幸
せ
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、そ
れ
を
実
践
す
る
の
に
、
差
別
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
性
別
、

人
種
、
学
歴
、
社
会
的
地
位
、
権
力
、
財
力
も
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
等
し
く
最
高
の
幸
せ
を
切

り
開
く
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
こ
そ
仏
教
の
真
の

力
が
あ
り
、
法
華
経
の
ま
こ
と
の
智
慧
が
あ
り
ま
す
。
現
代
の

世
界
に
お
い
て
も
、
人
間
は
い
に
し
え
か
ら
変
わ
ら
ぬ
悪
に
苦

し
め
ら
れ
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
仏
教
は
、
人
類
が
よ
り
高

き
目
標
を
目
指
し
て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
教
え

で
あ
り
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
地
球
の
す
み
ず
み
ま
で
届
け
よ

う
と
い
う
信
条
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
価
値
創
造
力
の
豊
か
な
人
格
」

　

講
演
を
結
ぶ
に
当
た
り
、
ぜ
ひ
と
も
牧
口
常
三
郎
先
生
の
著

作
へ
の
感
想
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
20
世
紀
前
半

に
先
生
が
危
惧
し
て
い
た
教
育
の
課
題
は
21
世
紀
に
入
っ
た
今

も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、﹁
価
値
観
の
欠

如
﹂
で
す
。
牧
口
先
生
の
次
の
言
葉
を
読
ん
だ
と
き
、﹁
こ
れ
こ

そ
、
教
育
者
と
し
て
の
私
の
仕
事
を
導
い
て
く
れ
る
指
標
で
あ

る
﹂
と
感
じ
ま
し
た
。﹁
人
間
に
は
物
質
を
創
造
す
る
力
は
な
い
。

吾
々
が
創
造
し
得
る
も
の
は
価
値
の
み
で
あ
る
。
所い

わ

謂ゆ
る

価
値
あ

る
人
格
と
は
価
値
創
造
力
の
豊
か
な
る
も
の
を
意
味
す
るさ
﹂

　

現
在
、
私
は
教
育
学
の
博
士
課
程
で
学
ん
で
い
ま
す
。
博
士

論
文
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
の
は
牧
口
先
生
の
価
値
思
想
と
業
績

の
分
析
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
博
士
論
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文
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
回
、
来
日
で
き
ま
し
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
重
ね

て
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
池
田
博
士
に
深
甚
の
敬
意
を
表
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
博
士
の
た
ゆ
み
な
き
対
話
と
平
和
へ
の
尽

力
、
よ
り
よ
き
世
界
へ
の
ご
努
力

─
現
代
の
世
界
に
お
い
て
、

こ
れ
に
比
肩
で
き
る
指
導
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

今
日
、
私
た
ち
は
気
候
変
動
の
問
題
に
も
取
り
組
ま
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
良
い
解
決
を
願
う
な
ら
ば
、
人
類

は
団
結
し
て
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

教
皇
が
回か

い

勅ち
ょ
く﹁
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シし
﹂
で
言
わ
れ
て
い
る
通
り

で
す
。

　

世
界
平
和
の
実
現
は
一
人
ひ
と
り
の
日
常
の
小
さ
な
努
力
に

よ
っ
て
前
進
し
ま
す
。
地
道
な
努
力
の
継
続
こ
そ
が
、
よ
り
公

正
な
社
会
の
建
設
を
可
能
に
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

﹁
幸
福
﹂
は
探
し
回
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
だ
れ
も
が
実
感
で

き
、
だ
れ
も
が
そ
の
実
感
を
口
に
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
の
意
味
で
、
宗
教
は
間
違
い
な
く
重
要
な
存
在
で
す
。

各
人
に
自
己
の
人
生
の
意
味
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

具
体
的
な
「
一
人
」
へ
の
か
か
わ
り

　

池
田
博
士
は
、﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄
で
、﹁
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー

︵Logotherapy

︶﹂︵
意
味
中
心
療
法
、 

実
存
分
析
︶
の
創
始
者
で
あ

る
心
理
学
者
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
博
士
の
言
葉
を
何

度
か
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
博
士
は
、
著
書
﹃
夜

と
霧
﹄
の
中
で
、﹁
人
生
の
意
味
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
ま
す
。﹁
人
生
の
生
活
の
意
味
は
決
し
て
一
般
的
に
述
べ
ら

れ
な
い
し
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
は
一
般
的
に
は
答
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
味
さ
れ
る
人
生
は
決
し
て
漠

然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
あ
る
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。

各
人
に
と
っ
て
唯
一
つ
で
一
回
的
で
あ
る
人
間
の
運
命
は
、
こ

の
具
体
性
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
人
間
、
如
何

な
る
運
命
も
他
の
そ
れ
と
比
較
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
るす
﹂

　

こ
の
点
、
日
蓮
仏
法
と
法
華
経
は
、
具
体
的
な
人
間
一
人
ひ

と
り
の
善
き
友
た
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
明
快
に

主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
周
囲
の
人
が
苦
悩
や
苦
痛
を
抱
え
て

い
る
か
ぎ
り
私
た
ち
は
幸
福
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

具
体
的
な
行
動
に
よ
っ
て
同
胞
で
あ
る
人
々
に
手
を
差
し
伸
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
苦
悩
か
ら
解
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放
さ
れ
幸
福
に
な
れ
る
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
人
々
に
伝

え
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
現
代
と
い
う
時
代
に

と
っ
て
、
法
華
経
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
絶
対
不
可
欠
の
も
の
で
あ

る
﹂
と
私
は
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。

訳
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１
︶
東
洋
学
学
院
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ス
ペ
イ
ン
語
公
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名
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O
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︵＂
イ
エ
ズ
ス
会
司

教
イ
ス
マ
エ
ル
・
キ
レ
ス
神
父
＂
東
洋
学
学
院
︶。

︵
２
︶
キ
レ
ス
神
父
が
１
９
４
４
年
に
設
立
し
た
哲
学
高
等
学
院
︵In-

stituto Superior de Filosofía
︶。

︵
３
︶
中
村
元
﹁
奴
隷
の
学
問
を
の
り
超
え
て

│
比
較
思
想
に
お
け

る
挫
折
と
実
現
﹂︵﹃
比
較
思
想
研
究
﹄
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15
号
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比
較
思
想
学

会
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の
ち
﹃
比
較
思
想
の
軌
跡
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東
京
書
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１
９
９
３
年
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所
収
。

︵
４
︶
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
版
﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄︵
以
下
、
同
書
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引

用
は
す
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て
同
版
︶
第
１
巻
、
８
頁
、
聖
教
新
聞
社
。

︵
５
︶
第
３
巻
、
２
３
１
頁
。
創
価
学
会
版
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄

１
３
０
０
頁
の
﹁
大
悪
を
こ
れ
ば
大
善
き
た
る
﹂
に
基
づ
く
。

︵
６
︶
第
３
巻
、
２
６
９
頁
。
引
用
文
は
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄

２
３
０
頁
。

︵
７
︶﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄
第
１
巻
、
55
頁
。

︵
８
︶
龍
樹
は
﹃
中
論
﹄
に
お
い
て
、
世
俗
諦
︵
俗
諦
︶
と
勝
義
諦
︵
真

諦
、
第
一
義
諦
︶ 

の
﹁
ふ
た
つ
の
真
理
︵
真
俗
二
諦
︶﹂
に
依
拠

し
て
仏
は
説
法
し
た
と
論
じ
た
。

︵
９
︶
創
価
学
会
発
行
﹃
妙
法
蓮
華
経 

並 

開
結
﹄
１
０
８
頁
。

︵
10
︶
同
、
１
２
０
-
１
２
１
頁
。

︵
11
︶﹃
創
価
教
育
学
体
系
﹄
第
１
巻
︵
第
三
文
明
社
刊
﹃
牧
口
常
三

郎
全
集
﹄
第
５
巻
、
13
頁
︶。

︵
12
︶
２
０
１
５
年
６
月
18
日
に
発
表
さ
れ
た
回
勅
。
地
球
と
い
う
共

通
の
家
を
守
る
方
向
に
人
類
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

﹁
環
境
的
回
心
﹂
を
呼
び
か
け
て
い
る
。﹁
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
﹂

は
﹁
主
を
賛
美
せ
よ
﹂
の
意
味
。
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
の
﹁
太
陽
の
賛
歌
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
。
賛
歌
で
は
、
太
陽

や
月
、
水
、
大
地
な
ど
神
が
創
造
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
通
し

て
、
神
を
賛
美
し
て
い
る
。

︵
13
︶
み
す
ず
書
房
刊
﹃
フ
ラ
ン
ク
ル
著
作
集
１
﹄
霜
山
徳
爾
訳
、
改

版
１
８
３
頁
。
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