
無断転載・複製を禁ず

於 新春研究発表会会場 平成2 0 年3 月1 1 日

  
東
方
だ
よ
り     

第
二
十
号
　

  
東
方
だ
よ
り     

第
二
十
号
　

　
　
公
益
財
団
法
人 

中
村
元
東
方
研
究
所

　
　
東
方
学
院

平成2 4 年1 0 月1 0 日発行東方だより　第2 0 号

無断転載・複製を禁ず 編集・発行　公益財団法人中村元東方研究所1

東方だより　第1 6 号

無断転載・複製を禁ず

 菩提樹と

奈良康明常務理事

                                                

　
　

「
中
村
元
記
念
館
開
設
に
あ
た
っ
て
」
　
前
田
專
學
　
　
　
　
　
　
　

【本部（東京本校）】
〒1 0 1 - 0 0 2 1
東京都千代田区外神田2 - 1 7 - 2

延寿お茶の水ビル 4 階 
T E L  0 3 - 3 2 5 1 - 4 0 8 1
F A X  0 3 - 3 2 5 1 - 4 0 8 2

U R L  h t t p : / / w w w . t o h o . o r . j p

　

　
本
号
目
次

          

　

　
　 

　                             

理
事
長
ご
挨
拶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
頁

　
　                                 

中
村
元
記
念
館
／
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益
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村
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世
界
的
な
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
者
で
あ
る
故
中
村
元
（
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
名
誉
教
授
、
文
化
勲
章
受
章
者
）
博
士
の
半
世
紀
に
及
ぶ
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
領
域
は
実
に
広
大
な
も
の
で
し
た
。
古
代
イ
ン
ド
を
中
心
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
イ
ン
ド
哲
学
、
仏
教
学
な
ど
東
洋
思
想
か
ら
西
洋
思
想
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
比
較
思
想
、
歴
史
学
な
ど
の
領
域
に
も
及
ん
で
お
り
、
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
地
理
的
に
は
日
本
、
韓
国
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

国
、
イ
ン
ド
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
索
、
研
究
の
根
底
に
は
人
間
生
活
へ
の
視
点
が
あ
り
、
視
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
先
に
は
「
人
類
」
や
「
世
界
」
が
あ
り
ま
し
た
。
代
表
的
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
つ
に
『
世
界
思
想
史
』
が
あ
り
、
そ
の
最
後
は
以
下
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

に
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
　

　
「
思
想
は
種
々
の
形
で
表
明
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
性
は
一
つ
で
あ
る
。
今
後
世
界
は
一
つ
に
な
る

で
あ
ろ
う
。･･･

世
界
の
哲
学
宗
教
思
想
史
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
研
究
が
、
地
球
全
体
に
わ
た
る
思
想
の

見
通
し
に
役
立
ち
、
世
界
の
諸
民
族
の
あ
い
だ
の
相
互
理
解
を
育
て
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
は
一
つ
で

あ
る
と
い
う
理
念
を
確
立
し
う
る
に
い
た
る
こ
と
を
、
せ
つ
に
願
う
も
の
で
あ
る
。
」
　

　
博
士
の
、
学
問
を
通
じ
た
世
界
平
和
へ
の
熱
い
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
博
士
は 

〝
一
番
槍
〟 

と
い
う
言
葉
を
好
ま
れ
ま
し
た
。
専
門
領
域
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な

く
、
哲
学
、
宗
教
が
か
か
わ
る
広
範
な
分
野
に
関
心
を
持
ち
、
自
ら
の
視
点
で
幾
つ
も
の
テ
ー
マ
に
果
敢

に
挑
戦
さ
れ
ま
し
た
。
広
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
批
判
を
恐
れ
ず
、
ど
の
領
域
に
お
い
て
も
斬
新
で
、
独

創
的
・
先
駆
的
な
研
究
を
行
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　
普
遍
の
真
理
、
真
実
を
追
う
中
で
、
博
士
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

観
の
形
成
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
学
問
、
研
究
の
「
自
主
」
と
「
独
立
」
で
し
た
。

　
と
り
わ
け
、
日
本
の
哲
学
、
思
想
研
究
に
つ
い
て
は
、
専
門
領
域
の
内
に
閉
じ
込
も
り
、
文
献
研
究
の

み
に
陥
り
が
ち
な
こ
と
を
強
く
懸
念
し
、
一
九
八
八
年
の
比
較
思
想
学
会
十
五
周
年
記
念
大
会
で
は
、

『
奴
隷
の
学
問
を
乗
り
超
え
て
―
比
較
思
想
に
お
け
る
挫
折
と
実
現
』
と
題
し
た
特
別
講
演
を
行
わ
れ
、

今
の
世
の
中
で
、
比
較
研
究
を
す
る
か
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

話
し
、
日
本
の
学
問
領
域
に
お
け
る
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
超
え
た
研
究
の
在
り
方
―
狭
い
縄
張
り
根
性

を
捨
て
て
、
自
由
に
求
め
、
自
由
に
批
判
し
合
う
こ
と
―
の
必
要
性
を
説
か
れ
、
「
自
主
的
な
学
問
を
進

め
よ
う
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
博
士
の
著
さ
れ
た
論
文
、
著
書
は
英
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
外
国
語
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
一
五
〇
〇

本
に
達
し
ま
す
。
主
な
著
作
は
、
『
中
村
元
選
集
（
決
定
版
）
』
（
全
三
十
二
巻
、
別
巻
八
巻
）
に
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
博
士
の
著
作
は
、
学
問
世
界
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
に
も
大
き
な
恩
恵
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
難
解
な
漢
字
、
言
葉
が
多
く
、
縁
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
仏
典
や
仏
教
辞
典
な

ど
を
、
日
常
的
な
現
代
日
本
語
で
表
わ
す
の
に
大
き
な
努
力
を
払
わ
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
成
果
の
一
つ
が
、
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』
な
ど
、
一
連
の
原
始
仏
典
の
平
易

な
言
葉
に
よ
る
翻
訳
で
す
。
い
ま
一
つ
は
、
三
十
余
年
を
か
け
た
『
佛
教
語
大
辞
典
』
全
四
巻
で
す
。

　
後
者
は
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
い
た
約
三
万
語
分
の
原
稿
が
出
版
社
で
紛
失
す
る
と
い
う
事
故
を

乗
り
越
え
、
そ
の
後
八
年
を
経
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
そ
の
後
も
改
訂
増
補
が
加

え
ら
れ
、
い
ま
な
お
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
、
利
用
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
　

　
博
士
は
生
涯
を
通
じ
て
、
学
問
の
自
由
、
普
遍
性
を
追
い
求
め
る
姿
勢
を
貫
か
れ
ま
し
た
。
東
京
大

学
を
退
官
さ
れ
る
と
、
学
ぶ
意
欲
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
自
由
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
場
と
し

て
、
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所
（
旧
称 : 

財
団
法
人
東
方
研
究
会
）
を
母
胎
と
す
る
東
方
学

院
を
東
京
・
神
田
に
設
立
。
〝
現
代
の
寺
子
屋
〟 

と
称
し
た
こ
こ
で
自
分
の
研
究
を
続
け
ら
れ
る
と
同

時
に
、
運
営
し
、
教
え
、
若
い
研
究
者
た
ち
の
育
成
に
努
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
博
士
の
人
と
思
想
を
、
私
は
『
中
村
元
の
世
界
』
の
な
か
で
、
バ
ニ
ア
ン
の
大
樹
に
譬
え
ま
し
た
。

イ
ン
ド
各
地
で
み
ら
れ
る
バ
ニ
ア
ン
の
木
は
一
本
の
木
で
あ
り
な
が
ら
、
枝
、
気
根
を
伸
ば
し
、
広
大

な
森
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大
き
な
も
の
だ
と
樹
冠
は
数
百
メ
ー
ト
ル
に
広
が
り
、
木
陰
が
人
々
に
憩

い
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
大
き
く
広
が
る
博
士
の
世
界
を
見
渡
し
た
時
、
そ
の
思
想
、
世
界

観
の
根
幹
に
あ
っ
た
も
の
は
慈
し
み
の
こ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
慈
悲
で
し
た
。

　
自
ら
「
ブ
ッ
ダ
に
仕
え
た
身
」
と
言
い
、
毎
朝
、
自
分
の
好
ん
だ
経
文
と
こ
と
ば
を
集
め
た
日
課
経

を
唱
え
ら
れ
た
博
士
は
、
最
晩
年
に
、
自
ら
建
て
ら
れ
た
墓
碑
に
、
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
の
教
え
で
あ
る

「
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
幸
福
で
あ
れ
、
安
穏
で
あ
れ
、
安
楽
で
あ
れ
…
」
の
文
言
を
刻

ま
れ
ま
し
た
。

　
博
士
が
究
め
ら
れ
た
の
は
、
間
違
い
な
く
奥
深
い
学
問
―
思
想
―
の
世
界
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
誰
に
で
も
開
か
れ
た
、
一
歩
踏
み
入
れ
れ
ば
、
豊
か
な
智
慧
と
慈
し
み
に
触
れ
る
こ
と
の
出
来
る
温

か
な
こ
こ
ろ
の
世
界
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
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事
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　　　　　中村元博士（1 9 1 2 - 1 9 9 9 )  　略歴

　1 9 1 2 　　1 1 月2 8 日、島根県松江市殿町に生まれる
　1 9 2 5 　　東京高等師範学校付属中学校入学．しかし腎臓の病気を患い一年間の休学、
          　　宗教・哲学関係の書物を耽読
　1 9 3 0 　　第一高等学校文科乙類入学．この時代の恩師との出会いは後の学問の支えとなり、
          　　友人との堅い絆は後の東方研究会・東方学院設立の礎となった
　1 9 3 3 　　東京帝国大学文学部印度哲学梵文学科入学
　1 9 4 3 　　『初期ヴェーダーンタ哲学史』にて文学博士
　1 9 5 1 　　『東洋人の思惟方法』が評価され、米国スタンフォード大学より客員教授として招聘、
           　　以後外国から受けた招聘は5 0 回を超える
　1 9 5 4 　　東京大学教授に就任
　1 9 5 7 　　日本学士院賞恩賜賞受賞（『初期ヴェーダーンタ哲学史』）
　1 9 6 6 　　近代インドの思想家にしてインド第二代大統領ラーダークリシュナンより、
          　　「知識の博士」の 学位
　1 9 6 7 　　オーストリア学士院遠隔地会員．『佛教語大辞典』の原稿紛失、一ヶ月後再執筆開始　
　1 9 7 0 　　財団法人東方研究会創立、理事長就任．学生時代の貧しい生活の経験から、
          　　無職の若手研究者の研究継続のための道を開く
　1 9 7 3 　　東京大学定年退官、同大学名誉教授．学園紛争の経験から東方学院設立、学院長就任．
          　　デリー大学名誉文学博士．ベトナム・バンハン大学名誉文学博士
　1 9 7 4 　　比較思想学会初代会長就任．紫綬褒章受章
　1 9 7 5 　　『佛教語大辞典』刊行 ( 毎日出版文化賞、仏教伝道文化賞受賞)
　1 9 7 7 　　文化勲章受章
　1 9 7 8 　　イギリス王立アジア協会名誉会員．ネパール国王より勲章
　1 9 8 2 　　ドイツ学士院客員会員
　1 9 8 4 　　勲一等瑞宝章受章．日本学士院会員就任
　1 9 8 9 　　松江市名誉市民
　1 9 9 4 　　第2 4 代史跡足利学校庠主就任
　1 9 9 9 　　『中村元選集』[ 決定版]  全3 2 巻、別巻8 巻刊行完了．1 0 月1 0 日逝去、享年8 6 歳

　　　  

　　　　　　　 中村元記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                設立：２０１２年１０月１０日

                                                                博士生誕１００年に合わせ、                                                             
                                                                       命日の１０月１０日に開館
                                                                                            　

                                                     場所：松江市八束支所 ２階

                                                               〒6 9 0 - 1 4 9 3  
                                                                   　島根県松江市八束町波入2 0 6 0  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　３万冊に及ぶ蔵書や研究資料、遺品などが展示
　　　　　　　　　　　　　　　  故郷・松江を中村元研究の拠点に
　　　　　　　　　　　　　　　　東洋思想・文化の新たな発信地　　　　　　　　　　　　　　　　
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溝
口 

善
兵
衛
（
島
根
県
知
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学
の
国
際
的
権
威
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
元
先
生
の
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
績
を
顕
彰
す
る
記
念
館
が
先
生
ご
生
誕
の
地
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
江
市
に
創
設
さ
れ
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら
お
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
が
先
生
の
こ
と
を
知
り
ま
し
た
の
は
大
学
に
入
っ
た
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
英
語
や
数
学
な
ど
の
い
わ
ば
受
験
の
た
め
の
実
学
ば
か
り
に
時
間
を
割
い
て
お
り

ま
し
た
の
で
、
哲
学
や
宗
教
な
ど
生
き
方
を
考
え
て
い
く
学
問
が
必
要
だ
と
感
じ
、

い
ろ
い
ろ
な
本
を
か
じ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
中
村
先

生
と
い
う
郷
土
の
大
先
輩
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
知
っ
た
次
第
で
す
。

　
し
か
し
、
購
読
し
た
先
生
の
本
、
た
と
え
ば
、
「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
　
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
」
「
浄
土
三
部
経
」
「
般
若
経
典
」
な
ど
、
パ
ー
リ
語
な
ど
で
書
か
れ
た
古

い
原
典
を
翻
訳
さ
れ
た
も
の
は
、
人
生
経
験
の
乏
し
い
私
に
は
難
し
く
、
つ
っ
か
え

つ
っ
か
え
で
、
い
つ
も
中
途
で
脱
落
し
、
積
ん
読
と
い
う
状
態
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
「
仏
典
を
よ
む
」
な
ど
初
心
者
向
け
に
分
か
り
や
す
く
講
義
さ
れ
た
も

の
な
ど
も
出
版
さ
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
少
し
ず
つ
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
先
生
の
数
多
く
の
著
作
の
源
泉
と
も
い
え
る
蔵
書
三
万
冊
や
資
料
等

が
、
今
般
、
先
生
の
ご
遺
族
か
ら
寄
贈
さ
れ
、
記
念
館
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　
先
生
の
研
究
の
足
跡
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
図
書
が
、
国
内
外
の
多

く
の
専
門
家
の
方
々
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
先
生
の
郷
里
松
江
に

と
っ
て
は
大
き
な
誇
り
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
機
会
に
、
次
代
を
担
う
青
少
年
を
は
じ
め
、
多
く
の
県
民
の
皆
様
が
記
念
館

を
利
用
さ
れ
、
先
生
の
偉
大
な
業
績
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
終
わ
り
に
、
中
村
元
記
念
館
創
設
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究

所
を
は
じ
め
関
係
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
記

念
館
の
発
展
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
浦 

正
敬
（
松
江
市
長
）
　

　
　

　
中
村
元
博
士
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一
環
で
あ
る
中
村
元
記
念
館
の
開
設

に
際
し
ま
し
て
、
一
言
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
中
村
元
博
士
は
松
江
に
生
ま
れ
、
二
歳
で
東
京
へ
移
り
住
ま
れ
、
そ
の
後
松
江

に
お
住
ま
い
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
生
涯
を
通
じ
て
松
江
出
身

で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
任
じ
、
ふ
る
さ
と
松
江
を
心
か
ら
愛
し
て
お
ら
れ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
中
村
元
博
士
の
業
績
や
お
人
柄
に
つ
い
て
は
、
私
が
こ
こ
で
改
め

て
事
細
か
に
紹
介
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
足
跡
と
、
生
涯
の
研
究
活

動
の
末
に
到
達
さ
れ
た
と
い
う
「
慈
悲
」
の
精
神
、
そ
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
記
念
館
の
開
設
は
、
専
門
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
市
民
、
ひ
い

て
は
世
界
中
の
人
々
に
と
っ
て
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
松
江
市
は
、
京
都
、
奈
良
と
並
び
、
全
国
に
三
市
あ
る
「
国
際
文
化
観
光
都

市
」
の
一
つ
で
あ
り
、
小
泉
八
雲
の
「
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
」
な
ど
の
著
作
に

よ
り
知
ら
れ
る
ま
ち
で
す
。
中
村
元
博
士
は
松
江
市
の
名
誉
市
民
で
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
こ
の
度
の
中
村
元
記
念
館
の
開
設
に
よ
り
、
松
江
市
は
同
記
念
館
の

所
在
地
と
し
て
も
、
ま
た
中
村
元
博
士
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
も
、
世
界
に
知
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
国
際
文
化
観
光
都
市
松
江
に
と
っ
て

新
た
な
誇
り
と
な
り
、
ま
た
宝
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
中
村
元
記
念
館
が
開
設
さ
れ
る
の
は
、
松
江
市
の
東
部
、
中
海
に
浮
か
ぶ
、
牡

丹
と
朝
鮮
人
参
を
特
産
と
す
る
大
根
島
で
す
。
湖
に
囲
ま
れ
、
遠
く
に
中
国
地
方

の
最
高
峰
大
山
を
望
む
素
晴
ら
し
い
場
所
で
す
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
車
で
約
三
〇

分
、
松
江
市
の
中
心
市
街
地
は
、
宍
道
湖
や
、
宍
道
湖
と
中
海
を
結
ぶ
大
橋
川
を

抱
く
水
の
都
で
す
。
記
念
館
の
開
設
に
伴
い
、
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
は
じ
め
様
々
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
事
が
開
催
さ
れ
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
会
に
ぜ
ひ
一
度
当
地
に
足
を
お
運
び
い
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
中
村
元
記
念
館
と
東 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
学
院
、
そ
の
運
営
に
当
た
ら
れ
ま
す
皆
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
元
記
念
館
開
設
に
当
た
り
ま
し
て
の
お
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

祝
辞
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二
月
二
十
七
日
（
月
）
、
東
京
都
文
京
区
の
東

京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
に
お
い
て
、
毎
年
恒
例
の
新

春
研
究
発
表
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
講
演
の
部
で
は
、
佐
々
木
一
憲
研
究
員
が
、
ア

ジ
ア
諸
国
派
遣
留
学
の
成
果
発
表
の
一
環
と
し
て

「
碧
い
眼
で
見
出
し
た
仏
教
」
と
題
す
る
発
表
を

行
い
、
続
い
て
、
桂
紹
隆
龍
谷
大
学
教
授
が
、

「
中
村
元
先
生
と
論
理
学
」
と
題
す
る
講
演
を
行

い
ま
し
た
。

　
本
年
度
の
講
演
に
は
約
一
〇
〇
名
の
参
加
者
が

あ
り
、
会
場
は
満
席
と
な
り
ま
し
た
。
参
加
者
は

両
先
生
の
講
演
に
真
剣
に
聴
き
入
り
、
メ
モ
を
取

る
な
ど
、
熱
気
あ
ふ
れ
る
講
演
と
な
り
ま
し
た
。

　
講
演
に
引
き
続
き
ホ
テ
ル
内
で
会
場
を
移
し

て
、
前
田
理
事
長
の
挨
拶
、
原
實
東
京
大
学
名
誉

教
授
に
よ
る
乾
杯
に
始
ま
り
、
和
や
か
な
雰
囲
気

の
中
、
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ご
列
席
の

今
西
順
吉
国
際
仏
教
学
大
学
院
学
長
、
桶
屋
良
祐

金
剛
寺
執
事
長
、
山
口
泰
司
明
治
大
学
教
授
が
祝

辞
を
述
べ
、
奈
良
康
明
常
務
理
事
に
よ
る
閉
会
の

辞
で
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

新
春
研
究
発
表
会

　
　
「
中
村
元
先
生
と
論
理
学
」

　

                                      

桂
紹
隆
（
龍
谷
大
学
教
授
）
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
元
先
生
は
、
東
西
の
論
理
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
較
考
察
し
、
東
西
文
化
の
融
合
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盤
と
な
る
「
普
遍
的
な
論
理
学
」
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
築
を
目
指
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
没
後
に
出
版
さ
れ
た
『
論
理
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造
』
（
上
下
、
青
土
社
、
二
〇
〇
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
／
初
出
『
現
代
思
想
』
一
九
八
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
一
月
～
一
九
八
九
年
五
月
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
年
十
一
月
～
一
九
九
六
年
十
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
添
え
ら
れ
た
、
三
木
純
子
様
の
「
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
に
引
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
先
生
の
お
言
葉
か
ら
明
ら
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
「
現
在
、
す
べ
て
が
グ
ロ
ー
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
に
地
球
志
向
的
観
点
か
ら
事
が
進
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
、
東
西
文
化
の
融
合
な
い
し
総
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
が
、
大
い
に
唱
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
原
理
が
充
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
…
イ
ン
ド
論
理

学
や
仏
教
論
理
学
は
〈
論
理
学
〉
と
い
う
広
い
場
面
の
中
に
論
理
学
的
に
位

置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
文
献
学
的
に
」
で
は
な
い
。
そ
の
位
置
づ
け

の
試
み
は
、
ま
た
新
た
に
〈
普
遍
的
な
論
理
学
〉
と
い
う
場
面
を
設
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
」

　
イ
ン
ド
に
お
け
る
論
理
学
的
営
み
が
西
洋
人
に
発
見
さ
れ
る
と
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
流
の
三
段
論
法
と
比
較
さ
れ
、
二
十
世
紀
に
な
る
と
ラ
ッ
セ
ル
流

の
記
号
論
理
学
を
用
い
て
解
釈
さ
れ
る
な
ど
、
イ
ン
ド
論
理
学
は
演
繹
論
理

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
精
査
す
る
と
、
五
～
六
世
紀
の
仏
教

論
理
学
者
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
が
登
場
す
る
以
前
の
イ
ン
ド
の
論
証
は
本
質
的
に

類
推
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
に
よ
る
論
証
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
肯
定
的
随
伴

（
ア
ン
ヴ
ァ
ヤ
）
と
否
定
的
随
伴
（
ヴ
ィ
ヤ
テ
ィ
レ
ー
カ
）
に
も
と
づ
く
帰

納
的
な
関
係
発
見
法
が
あ
る
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
論
理
学
と
の
類
似
性
は
指

摘
で
き
る
が
、
現
代
の
確
率
論
理
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ス
の
提

唱
し
た
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
説
明
の
論
理
）
と
の
対
比
も
試
み
ら
れ
た
が
、

イ
ン
ド
論
理
学
を
代
表
す
る
ニ
ヤ
ー
ヤ
派
の
論
証
形
式
（
主
張
・
理
由
・
喩

例
・
適
合
・
結
論
）
は
、
数
理
論
理
学
を
強
く
批
判
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の

論
証
モ
デ
ル
（
主
張
＋
限
定
詞
・
根
拠
・
論
拠
・
裏
付
け
）
と
似
て
お
り
、

後
者
に
触
発
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
・
レ
ト
リ
ッ
ク
（
説
得
の
論
理
）
の
視
点
か
ら

イ
ン
ド
論
理
学
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
碧
い
眼
で
見
出
し
た
仏
教
」

　
　 

　
　
　
　
　        

佐
々
木
一
憲
（
研
究
員
）

　
十
三
世
紀
初
頭
、
仏
教
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
軍
勢
に
逐
わ
れ
、

発
祥
の
地
イ
ン
ド
か
ら
姿
を
消
し
た
。
拠
点
が
破
壊
さ
れ
、
指
導

的
者
た
ち
が
国
外
に
逃
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
仏
教
の
伝
統

は
途
絶
え
、
ほ
ど
な
く
人
々
の
記
憶
か
ら
も
消
え
て
い
っ
た
の

だ
。

　
そ
の
イ
ン
ド
で
仏
教
が
復
活
を
遂
げ
た
の
は
よ
う
や
く
十
八
世

紀
の
後
半
、
し
か
も
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
イ
ン
ド
の
権
益
を
得
た
イ
ギ
リ
ス
は
、

植
民
地
経
営
の
た
め
現
地
の
習
俗
に
通
暁
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
イ
ン
ド
文
化
の
組
織
的
な
研
究
が

仏
教
の
発
掘
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
当
時
、
欧
州
の
文
人
た
ち
の
間
に
は
書
簡
や
著
作
物
を
通

じ
た
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
い
て
、
新
し
い
資
料
や

研
究
成
果
は
、
即
座
に
欧
州
中
の
文
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
、
目
ぼ

し
い
も
の
は
ア
カ
デ
ミ
ー
や
サ
ロ
ン
に
集
う
学
界
の
権
威
た
ち
の

間
で
論
議
さ
れ
て
、
次
第
に
学
問
界
全
体
に
共
有
さ
れ
る
一
つ
の

定
説
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
仕
組
み
が
で
き
て
い
た
。
仏
教
は

「
理
性
的
で
社
会
性
が
強
く
、
主
宰
神
を
立
て
ず
、
そ
れ
で
い
て

高
度
な
倫
理
性
を
備
え
た
宗
教
体
系
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
活
動
や
人
と
な
り

は
し
ば
し
ば
イ
エ
ス
や
ル
タ
ー
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
に

な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
的
な
地
域
で
構
築
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

か
、
欧
州
人
が
碧
い
眼
で
見
出
し
た
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
と
共
存
さ
せ
う
る
よ
う
、
哲
学
や
倫
理
思
想
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
あ
え
て
強
調
す
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
風
の
仏
教
観
が
学
問
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
説
と
し
て
流
布
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
結
果
的
に
、
仏
教
は
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
の
信
仰
と
切
り
離
し
て
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
、
実
践
で
き
る
も
の
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
象
が
広
ま
っ
た
。
そ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
今
日
に
お
け
る
仏
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
界
的
な
流
行
の
要
因
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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東
方
学
院
は
、
東
京
本
校
・
関
西
教
室
・
中
部
教
室
で
開
か
れ
て
い
ま
す
。
来
春
か
ら

は
松
江
教
室
も
開
設
。
一
九
七
三
年
の
設
立
か
ら
、
イ
ン
ド
哲
学
や
仏
教
思
想
な
ど
の
東

洋
思
想
を
中
心
と
し
て
、
講
師
と
受
講
者
で
あ
る
研
究
会
員
と
が
共
に
学
び
、 

共
に
真
理

を
探
究
す
る
と
い
う
理
念
の
下
に
、
現
代
の
寺
子
屋
と
し
て
発
展
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

受
講
者
が
お
一
人
で
も
開
講
す
る
た
め
、
多
岐
に
わ
た
る
講
座
の
な
か
に
は
マ
ン
ツ
ー
マ

ン
で
行
わ
れ
る
講
座
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
学
院
の
理
想
に
賛
同
し
て
集
ま
っ
た
最
高

レ
ベ
ル
の
講
師
陣
が
、
学
歴
・
職
業
・
年
齢
・
性
別
・
国
籍
に
と
ら
わ
れ
ず
、 

真
に
学
問

を
愛
す
る
人
の
た
め
に
、
懇
切
丁
寧
に
指
導
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
の
研
究
会
員

は
、
現
役
大
学
生
か
ら
九
〇
歳
の
方
ま
で
、
約
二
〇
〇
名
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

【
東
京
本
校
】
　
　
前
田
專
學
学
院
長
を
は
じ
め
と
す
る
四
〇
名
ほ
ど
の
講
師
陣
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
て
、
入
門
講
座
か
ら
大
学
院
レ
ベ
ル
の
専
門
的
な
講
座
ま
で
、
五
〇
も

　
　
　
　
　
　
　
の
多
彩
な
講
座
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

【
関
西
教
室
】
　
　
二
〇
名
ほ
ど
の
講
師
陣
が
寺
社
や
自
宅
を
教
室
と
し
て
、
約
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。
年
に
二
回
、
誰
で
も
参
加
で
き
る
「
中
村
元

　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
哲
学
カ
フ
ェ
」
を
ひ
ら
い
て
お
り
、
気
軽
に
参
加
で
き
る
入
口

　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
人
気
で
す
。

【
中
部
教
室
】
　
　
一
〇
名
ほ
ど
の
講
師
陣
が
寺
社
や
自
宅
を
教
室
と
し
て
、
約
十
五
講

　
　
　
　
　
　
　
座
を
開
い
て
い
ま
す
。
　

       

　*  

一
人
で
も
多
く
の
方
に
こ
の
集
い
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、         

              

心
か
ら
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

　
　

        

東 

方 

学 

院      

ご 

案 

内   

　   

　
　
東
方
学
院
末
学
の
思
い

　
　
　
　
　
　  

　
　
　
桜
井 

俊
彦 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
、
学
院
が
設
立
さ
れ
た
三
年
後
の
昭
和
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
か
ら
二
十
四
年
間
、
中
村
元
先
生
の
講
義
を
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
。
そ
れ
か
ら
続
い
て
十
三
年
間
は
、
前
田
專
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

先
生
の
講
義
を
受
け
て
い
る
。
現
在
で
は
私
が
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

と
も
古
い
研
究
会
員
（
受
講
生
）
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
先
生
の
言
葉
・
行
動
を
顧
み
る
と
、
つ
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
尊
を
崇
め
、
釈
尊
に
聞
き
、
釈
尊
の
道
を
歩
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら
れ
た
と
思
う
。
先
生
亡
き
後
は
受
講
を
中
止
し

よ
う
と
思
っ
た
が
、
先
生
の
遺
志
を
継
い
で
先
頭
に
立
っ
て
歩
ま
れ
て
い
る
前
田
專
學
先

生
の
「
不
惜
身
命
」
の
姿
勢
と
情
熱
に
打
た
れ
、
受
講
を
継
続
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
前
田
先
生
の
講
義
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ご
自
身
の
著
書
と
と
も
に
中
村
先
生
の
著

書
を
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
中
村
先
生
の
お
気
持
ち
を
察
し
な
が
ら
、
「
先
生
は
こ
ん

な
お
気
持
ち
で
言
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
話
さ
れ
る
講
義
が
な
ん
と
も
あ
り
が
た
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
東
方
研
究
会
の
講
師
・
研
究
員
の
皆
さ
ん
の
頭
が
低
い
こ
と
に
感
心
す

る
。
中
村
先
生
や
前
田
先
生
の
謙
虚
さ
が
、
人
び
と
の
心
に
そ
の
教
え
と
同
時
に
転
入
し

て
い
る
証
し
で
あ
ろ
う
。

　
中
村
先
生
の
人
柄
を
想
い
お
こ
し
端
的
に
表
す
な
ら
、
「
実
る
ほ
ど
頭
の
垂
れ
る
稲
穂

か
な
」
「
下
が
る
ほ
ど
人
の
見
上
げ
る
藤
の
花
」
と
い
う
俳
句
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

   

研 

究 

会 

員 

の 

声
　

　

　

東
方
学
院
で
は
、
各
種
講
座
の
内
容
・
受
講

料
・
お
申
し
込
み
方
法
な
ど
を
記
載
し
た 

『 
東
方
学
院
・
受
講
の
手
引
き
』
を
配
布
い

た
し
て
お
り
ま
す
（
無
料
）
。
ご
希
望
の
場

合
は
、
事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

  中部教室講師陣

  東京本校講師陣

  関西教室講師陣

平成2 4 年1 0 月1 0 日発行
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一
研
究
員
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                     

　
　 

金
子 

奈
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
東
方
研
究
会
に
所
属
し
、
禅
宗
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
叢
林
生
活
を
規
定
す
る
清
規
文
献
を
研
究
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
ま
す
。
大
学
時
代
か
ら
の
専
攻
は
宗
教
学
で
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
学
の
専
門
教
育
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
、
採
用
の
お
知
ら
せ
を
頂
い
た
時
は
本
当
に
驚
き
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

し
た
。

　
稽
古
や
学
習
に
よ
る
人
間
の
変
容
に
興
味
の
あ
っ
た
私
は
、
大
学
時
代
に
は
岸
本
英
夫

の
修
行
研
究
な
ど
を
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
阿
弥
の
稽
古
修
業
論
が
自
ら
の
研
究

の
出
発
点
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
仏
教
関
連
文
献
が
研
究
対
象
に
な
ろ
う
と
は
当
初

全
く
考
え
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
日
本
の
宗
教
学
で
は
戦
前
か
ら
の
岸
本
英
夫
の
研
究
を
嚆
矢
と
し
て
、
修
行
研
究
の
蓄

積
が
あ
り
ま
し
た
が
、
心
理
学
や
身
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
中
心
で
、
法
的
側
面
か
ら
の

研
究
は
薄
い
と
感
じ
て
い
た
時
に
、
道
元
が
自
ら
の
僧
団
の
た
め
に
撰
述
し
た
生
活
・
修

行
の
規
定
―
清
規
―
の
存
在
を
知
り
、
仏
教
の
基
礎
的
知
識
も
な
い
ま
ま
恐
い
も
の
知
ら

ず
で
、
清
規
文
献
を
大
学
院
で
の
自
ら
の
研
究
テ
ー
マ
と
す
べ
き
だ
と
半
ば
直
観
的
に
決

め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
い
か
な
る
制
度
や
規
範
の
中
で
、
人
間
は
宗
教
者
と
な
り
生
活
し
て
ゆ
く
の
か
、
と
い

う
視
点
で
禅
宗
清
規
を
読
解
し
て
い
ま
す
。
「
法
規
範
」
と
聞
く
と
無
味
乾
燥
に
響
き
ま

す
が
、
記
さ
れ
る
規
範
や
罰
則
の
背
後
に
、
共
同
体
内
の
人
間
の
行
動
が
見
え
隠
れ
し
て

い
る
の
に
も
大
き
な
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
、
元
代
の
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
は
、

結
夏
前
に
参
加
僧
侶
の
名
簿
を
掲
示
す
る
方
法
が
記
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
項
目
に
は
、
私

的
感
情
等
か
ら
気
に
入
ら
な
い
僧
侶
の
名
前
に
墨
塗
り
し
あ
っ
て
喧
嘩
に
及
べ
ば
追
放
に

処
す
、
と
い
う
罰
則
規
定
が
添
え
ら
れ
ま
す
。
初
め
て
読
ん
だ
時
に
は
思
わ
ず
「
ど
、
ど

こ
の
中
学
の
話
か
…
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
僧
侶
が
修
行
生
活
を
送
る
叢
林
も

ま
た
多
く
の
人
間
が
肩
を
寄
せ
合
う
共
同
体
の
一
つ
な
の
だ
な
と
、
逆
に
人
間
ら
し
さ
を

強
く
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
文
献
学
の
何
た
る
か
も
知
ら
ず
に
開
始
し
た
研
究
で
す
の
で
、
歩
み
は
遅
い
で
す
が
、

出
来
る
限
り
厳
密
に
文
献
を
読
む
こ
と
を
心
掛
け
、
粘
り
強
く
歩
ん
で
行
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

研 

究 

員 

紹 

介

　
　
わ
た
し
は
中
村
先
生
の
お
か
げ
で
す

　
　
　
　
　
　  

　
　
　
黒
田 

大
雲 

　
立
松
和
平
氏
が
か
つ
て
イ
ン
ド
を
遍
歴
さ
れ
て
い
る
時
、
中
村
先
生
が
翻
訳
さ
れ
た
岩

波
文
庫
の
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
）
』
を
肌
身
離
さ
ず
携
え
て
い
た
こ

と
、
そ
の
後
、
創
作
活
動
を
通
じ
て
、
中
村
先
生
か
ら
授
か
っ
た
慈
し
み
溢
れ
る
ご
好
意

の
こ
と
な
ど
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｔ
Ｖ
番
組
を
通
じ
て
知
り
ま
し
た
。
清
楚
な
立
松
氏
の
表
情

と
、
温
か
な
眼
差
し
で
、
優
し
い
表
情
を
さ
れ
た
中
村
先
生
の
ご
尊
顔
の
シ
ー
ン
が
、
い

ま
で
も
強
烈
に
眼
に
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。

　
競
争
に
勝
つ
た
め
に
は
、
何
を
や
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
業
界
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
若
い
頃
は
非
思
想
に
生
き
て
い
て
、
「
切
っ
た
張
っ
た
」
の
勝
負

も
、
自
分
で
言
う
の
も
お
こ
が
ま
し
い
で
す
が
、
結
構
こ
な
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
四
十
歳
に
さ
し
か
か
る
頃
に
な
る
と
、
「
何
か
変
だ
な
あ
」
と
感
ず
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
「
切
っ
た
張
っ
た
」
が
急
に
空
し
く
思
え
て
く
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
気
が
つ
く
と
、
中
村
先
生
の
著
作
が
、
私
の
身
の
側
に
積
み
上
が
っ
て
い

ま
し
た
。
当
然
、
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
）
』
も
あ
り
ま
し
た
。

　
凡
そ
勉
学
と
は
無
縁
の
無
学
な
市
井
の
徒
で
あ
る
私
に
で
さ
え
、
兎
に
角
難
解
で
あ
っ

た
筈
の
ア
ー
ガ
マ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
何
と
か
理
解
で
き
た
の
で
す
。
何
度
も
繰
り
返
し
て

読
む
と
、
一
寸
ず
つ
で
も
理
解
で
き
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
碩

学
の
お
仕
事
は
、
世
界
中
の
研
究
者
の
な
か
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
外

の
、
数
え
切
れ
な
い
凡
愚
の
輩
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
身
を
も
っ
て
知
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
気
が
つ
く
と
、
耳
順
を
越
し
て
、
東
方
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
の
生
徒
と
な
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学
ぶ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
夢
中
に
な
っ
て
、
学
ぶ
楽
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
喜
ん
で
い
る
、
私
が
一
人
お
り
ま
す
。
よ
ち
よ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
そ
の
く
せ
独
り
歩
き
を
楽
し
み
乍
ら
『
ヒ
ト
ー
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ー
シ
ャ
』
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
夢
中
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
。
茨
田
先
生
の
お
か
げ
で
す
。
こ
う
し
て
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
の
こ
と
や
、
慈
悲
の
こ
と
や
、
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
を
指
し
示
し
、
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
中
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

先
生
。
私
は
先
生
の
お
か
げ
で
す
。

   

研 

究 

会 

員 

の 

声
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研
究
員
総
会

　
六
月
十
八
日
（
月
）
東
京
都

千
代
田
区
に
あ
る
学
士
会
館
に

お
い
て
第
六
回
研
究
員
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
総
会

は
当
研
究
所
の
更
な
る
発
展
の

た
め
、
研
究
員
が
一
同
に
会
し

交
流
を
深
め
つ
つ
互
い
に
意
見

交
換
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
す
。
　

　
当
日
は
約
三
十
名
の
研
究
員

が
出
席
し
、
前
田
理
事
長
の
挨

拶
に
始
ま
り
、
執
行
部
よ
り
研

究
員
に
対
す
る
通
達
・
要
請
事

項
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
の
後
、
研
究
会
の
運
営

な
ど
に
つ
い
て
研
究
員
間
で
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。

・
一
月
十
四
日
（
土
）

　
第
六
回
中
村
元
イ
ン
ド
哲
学
カ
フ
ェ

　
「
ヨ
ー
ガ
の
世
界
～
古
典
か
ら
現
代
へ
～
」 (

於:

大
谷
大
学
）

・
二
月
七
日
（
火
）

　
東
方
学
院
中
部
教
室
拡
充
イ
ベ
ン
ト
　

　
　
平
岡
昇
修
先
生
「
中
村
先
生
と
東
大
寺
お
水
取
り
」

　
　
小
久
保
シ
ュ
ヴ
ァ
先
生
「
イ
ン
ド
の
舞
踊
と
美
術
」

                                                   (

於:

同
朋
大
学
）

・
二
月
二
十
七
日
（
月
）

　
新
春
研
究
発
表
会
（
↓
四
頁
）
　(

於:

東
京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
）

・
四
月
八
日
（
日
）

　
鎌
倉
・
鶴
岡
講
座
開
始
～

　
「
中
村
元
『
真
理
の
こ
と
ば
』
を
読
む
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  (

於:

鶴
岡
八
幡
宮
境
内
）

・
六
月
十
日
（
日
）

　
中
村
元
博
士
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
講
演
会

　
　
佐
々
木
閑
先
生
「
こ
れ
か
ら
の
イ
ン
ド
仏
教
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　(

於:

キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
）

・
七
月
二
十
一
日
（
土
）

　
第
七
回
中
村
元
イ
ン
ド
哲
学
カ
フ
ェ

　
「
ヨ
ー
ガ
の
世
界
～
仏
教
と
ヨ
ー
ガ
～
」
（
於:

大
谷
大
学
）

・
八
月
四
日
（
土
）

　
第
四
回
神
儒
仏
合
同
講
演
会

　
「
神
儒
仏
に
期
待
す
る
も
の
」

　
　
　
　
　
神
道
・
山
村
明
義
先
生

　
　
　
　
　
儒
学
・
本
田
哲
夫
先
生

　
　
　
　
　
仏
教
・
菅
原
伸
郎
先
生
　
　  (

於:

神
田
明
神
）

　
　
＊ 

詳
細
は
当
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

　
平
成
二
十
三
年
度
　
芳
名
録
（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

　
維
持
会
員

赤
井
士
郎
　
足
利
学
校
事
務
所
　
今
西
順
吉
　
小
笠
原
勝
治
　
風
間
敏
夫
　
金
田
泉
　
川
崎
信
定
　

久
間
泰
賢
　
黒
川
文
子
　
小
坂
機
融
　
小
島
岱
山
　
金
剛
院
仏
教
文
化
研
究
所
　

在
家
仏
教
こ
こ
ろ
の
研
究
所
　
斉
藤
敬
　
清
水
谷
善
圭
　
釈
悟
震
　(

株)

春
秋
社
　

淳
心
会(

日
野
紹
運)

　
末
廣
照
純
　
菅
原
信
海
　
鈴
木
一
馨
　
髙
﨑
直
道
　
高
松
孝
行
　
田
辺
和
子

田
村
晃
祐
　
千
葉
よ
し
子
　
中
央
学
術
研
究
所
　
千
綿
道
人
　
角
田
泰
隆
　
法
清
寺
　
奈
良
康
明
　

西
岡
祖
秀
　
羽
矢
辰
夫
　
仏
教
伝
道
協
会
　
前
田
專
學
　
前
田
式
子
　
松
本
照
敬
　

丸
井
浩
　
三
木
純
子
　
水
野
善
文
　
三
友
健
容
　
三
友
量
順
　
武
蔵
野
大
学
　
安
本
利
正
　

渡
邊
信
之
　
渡
邊
寶
陽
　
法
恩
寺(

藤
原
敏
文)

　
吉
田
宏
晢

　
賛
助
会
員

秋
葉
佳
伸
　
阿
部
敦
子
　
有
馬
賴
底
　
石
井
義
長
　
一
島
正
真
　
石
上
智
康
　
遠
藤
康
　
岡
﨑
英
雄

小
笠
原
隆
元
　
荻
山
貴
美
子
　
奥
住
毅
　
奥
田
聖
應(

清
明)

　
小
野
俊
彦
　
加
藤
妙
子
　
桂
紹
隆

金
田
静
江
　
菅
野
博
史
　
北
村
彰
宏
　
木
村
清
孝
　
久
保
田
磯
子
　
小
林
節
子
　
小
峰
立
丸
　

小
山
典
勇
　
近
藤
良
一
　
斎
藤
明
　
佐
久
間
留
理
子
　
桜
井
瑞
彦
　
桜
井
俊
彦
　
定
方
晟
　

島
田
外
志
夫
　
浄
土
真
宗
東
本
願
寺
派
本
山
東
本
願
寺
　
須
佐
知
行
　
鈴
木
勇
介
　
大
海
修
一
　

高
橋
審
也
　
田
上
太
秀
　
武
田
浩
学
　
立
花
ひ
ろ
子
　
田
中
良
昭
　
田
丸
淑
子
　
田
丸
守
也
　

田
村
久
雄
　
鶴
谷
志
磨
子
　(

株)

展
勝
地(

軽
石
昇)

　(

財)

徳
育
経
営
研
究
会
　
戸
田
裕
久
　
鳥
山
玲

長
野
市
南
長
野
仏
教
会
　
中
村
久
夫
　
中
村
保
志
孝
　
中
山
静
麿
　
成
田
山
新
勝
寺
　
西
尾
秀
生
　

西
川
高
史
　
西
宮
寛
　
日
本
ヨ
ー
ガ
学
会
会
長(

田
原
豊
道)

　
日
本
ヨ
ー
ガ
禅
道
院(

石
田
祐
雄)

花
岡
秀
哉
　
引
田
弘
道
　
日
隈
威
徳
　
久
富
幸
子
　
福
留
順
子
　
福
士
慈
稔
　

身
延
別
院(

藤
井
教
公)

　
藤
田
宏
達
　
藤
山
覚
一
郎
　
法
雲
寺(

水
谷
浩
志)

　
堀
江
順
司
　
堀
越
教
之

松
野
純
孝
　
薬
師
院(

松
原
光
法)

　
松
村
淳
子
　
松
村
恒
　
水
野
善
朝
　
森
祖
道
　
山
本
文
渓
　

由
木
義
文

　
東
方
学
院
後
援
会

今
宮
戎
神
社
　
大
神
神
社
　
奥
田
聖
應
　 (

学)

清
風
学
園
　
加
藤
公
俊
　
古
泉
圓
順
　
坂
本
峰
德
　

四
天
王
寺
　
四
天
王
寺
大
学(

森
田
俊
朗)

　
高
口
恭
典
　
瀧
藤
尊
淳
　
健
代
和
央
　
塚
原
昭
應
　

塚
原
亮
應
　
出
口
順
得
　
出
口
隆
順
　
唐
招
提
寺
　
東
大
寺
　
念
法
真
教
教
団
　
平
岡
英
信
　

廣
瀬
善
重
　
南
谷
恵
敬
　
宮
﨑
光
映
　
三
宅
光
雄
　
森
田
禅
朗
　
森
田
俊
朗
　
吉
田
明
良
　

山
岡
武
明

　
御
寄
付

岡
信
美
　
小
野
基
　
片
山
一
彦
　
門
脇
英
晴
　(

財)

克
念
社
　
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
　

シ
ン
リ
ョ
ー(

比
良
竜
虎)

　
田
辺
和
子
　
千
葉
孝
男
　
鳥
山
玲
　
中
田
直
道
　
念
法
眞
教(

桶
屋
良
祐)

念
法
眞
教
金
剛
寺
　(

財)

仏
教
伝
道
協
会
　
松
久
保
秀
胤
　
三
友
量
順
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　

　
　
　
　
　        
皆
様
か
ら
の
ご
支
援
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

        

平 

成 

二 

十 

四 

年 

上 

半 

期  
　
　
　
　 

行    

事    

報    

告 
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    会員参加へのお願い

　当研究所では各種会員制度を設け、随時募集いたしております。会員には、機関誌『東方』をはじめと
する各種情報の提供が受けられる普通会員と、当研究所への支援を主な目的とする賛助会員、ならびに維
持会員がございます。

  ◇ 普通会員 ◇　年会費 ７千円
　　普通会員の皆様には、毎年一回発行される機関誌『東方』の他、当研究所主催の各種行事および会合
　　等に関するご案内をお送りいたしております。

  ◇ 賛助会員・維持会員 ◇　賛助会費 １口 １万円 ・維持会員 １口 ５万円
　　当研究所では賛助会員ならびに維持会員を募集いたしております。当研究所の趣旨にご賛同頂ける皆
　　様からのご協力をお待ちいたしております。なお、募金の趣旨をご理解の上、できうるかぎり複数口
　　のお申し込みを賜りたく存じます。なお、当研究所は、内閣総理大臣から「公益財団法人」として認
　　可を受けておりますので、ご寄付金額が２千円を超える場合には、その超えた金額が所得控除の対象
　　となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　＊ 詳細は公益財団法人中村元東方研究所事務局までお問い合わせください。

東
方
だ
よ
り  

第
二
十
号
（
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日
）

編
集
／
発
行 

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所

【
事
務
局
】
〒
一
〇
一
‐
〇
〇
二
一

千
代
田
区
外
神
田
二
ー
十
七
ー
二  

延
寿
お
茶
の
水
ビ
ル
四
階

　
　
　
　
　 

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
三
ー
三
二
五
一
ー
四
〇
八
一

公益財団法人中村元東方研究所からのお知らせ

 　

　　　　 　　公益財団法人の認定
　この度、かねてより努めてまいりました公益財団法人の申請が、内閣
府より平成2 4 年6 月2 7 日付けで認可されました。これに伴い、7 月2 日付
けをもちまして、従来の「東方研究会」より「中村元東方研究所」へと
名称を変更することになりました。
　本年は創設者中村元博士の生誕1 0 0 年の記念すべき年でもあり、これ
はひとえに皆様方のご支援ご指導のたまものと衷心よりお礼を申し上げ
ます。
　これを機に中村元博士の創設の原点に立ち戻り、生きた学問としての
東洋思想の研究およびその成果の普及に、より一層精進してゆく所存で
ございます。今後とも温かいご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げます。

　　　　　　公益財団法人 中村元東方研究所   （旧称：財団法人東方研究会）

　　　　　　　 　　　　 　　　理 　 事　 長　前田專學
　　　　　　　　　　 　 　　　常  務  理  事　奈良康明
　　　　　　　　　　  　　　　事務局長代行　三木純子

　
　

　
　

　
   

                      　　　ホームページ開設（ h t t p : / / w w w . t o h o . o r . j p  ）
　

　

・当研究所の目的・理念・歩み
・中村元博士の略歴・業績・著作文献目録
・東方学院（開講科目、講師紹介、著書紹介）
・当研究所（研究成果、研究員紹介、著書紹介）
・公開講座、イベントのお知らせ
・リレーエッセイ
・チャットの広場
・パブリックリレーションズ　等

　　　　様々な情報が随時公開されていますので、是非ともご覧ください。


