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人
生
の
Ｌ
Ｉ
ク
は
東
京
人
に
合
格
し
た
１８
歳
の
時
だ

っ
た

と
著
占
の
中
で
振
り
返
る
、
し
ん
め
い
Ｐ
さ
ん
。
卒
業
後
の

１４
年
間
で
職
と
家
と
妻
を
失
い
、
あ
り
余
る
時
間
と
虚
無
感

を
埋
め
る
よ
う
に
読
ん
だ
多
く
の
書
籍
の
中
で
東
洋
哲
学
と

出
合
い
、
自
分
探
し
の
ま
さ
か
の
答
え
が

「
本
当
の
自
分
と

か
、
ど
う
で
も
よ
く
な

っ
た
」
だ

っ
た
と
い
う
。

（伊
賀
明
）

学
生
時
代
の
０９
年
に
米
国

へ
約

１
年
間
留
学
す
る
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
瞑
想
や
ヨ
ガ
が

当
た
り
前
の
よ
う
に
盛
ん
で
、
あ

る
神
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
ま
し
た
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
が
世
に
出
始
め
た
の
も
こ
の
頃

だ
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
日
本
で

瞑
想
な
ん
て
し
て
い
た
ら
、
め
ち

ゃ
め
ち
ゃ
危
な
い
人
と
い
う
印
象

を
持

っ
て
し
ま
う
時
代
で
し
た

が
、
米
国
で
の
現
状
を
肌
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
て
、
社
会
が
宗
教

を
拒
絶
す
る
必
要
は
な
く
、
受
け

入
れ
て
も
い
い
の
か
な
と
、
宗
教

そ
の
も
の
を
見
直
す
き

っ
か
け
に

な
り
ま
し
た
。

離
職
や
離
婚
経
て

―
―
も
し
留
学
で
の
経
験
が
な

け
れ
ば
束
洋
哲
学
と
の
出
合
い
も

な
く
、
片
作
も
生
ま
れ
な
か

っ
た

か
も
ぃ

し
ん
め
い
Ｐ
　
そ
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

ニ
ー
ト
に
な

っ
て
実
家

―
―
著
作

『
自
分
と
か
、
な
い

か
ら
．
教
■
と
し
て
の
東
洋
哲

学
』
の
中
で
釈
迦
、
龍
樹
、
老
荘

（老
子

・
■
Ｉ
）
、
達
磨
、
親
鸞
、

空
海

の
思
想
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。
登
場
す
る
大
半
が
宗
教
者
で

す
が
、
自
岬
の
信
仰
は
。

し
ん
め
い
Ｐ
　
特
に
こ
れ
と
い

っ
た
信
仰
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
家

の
宗
旨
は
沖
上
真
宗
で
し
た
が
、

実
家
の
あ

′１
１
，
大
阪
府

‐‐‐甲
町
は
和
歌

山
県
に
訴

い
こ
と
も
あ
る
か
ら

か
、
地
域
■
し
て
は
弘
法
大
師
を

身
近
に
感
―
て
い
ま
し
た
。
著
書

の
中
で
も
＝
嵐
聖
人
と
弘
法
人
師

空
海
の
＝
＝
を
取
り
上
げ
ま
し
た

が
、
自
分
‐
縁́
が
あ

っ
た
の
か
な

と
思
い
■
―
¨

―
―
執
筆
前
の
宗
教

へ
の
イ
メ

ー
ジ
は
。

し
ん
め
い
Ｐ
　
執
筆
前
で
も
段

階
が
あ

っ
て
、
高
校
生
の
頃
ま
で

は
宗
教
と
い
え
ば
カ
ル
ト
的
な
も

の
を
連
想
し
て
、
良
く
な
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

特
に
、
１

９
９
５
年
に
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

を
起
こ
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
関
連

の
事
件
や
、
２
０
０
１
年
に
イ
ス

ラ
ム
過
激
派
テ
ロ
組
織
の
ア
ル
カ

イ
ダ
が
起
こ
し
た
米
国
同
時
テ
ロ

事
件
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
を
子
ど
も

な
が
ら
に
見
聞
き
す
る
う
ち
に
、

社
会
的
ト
ラ
ウ
マ
Ｌ
な

っ
て
宗
教

と
は
怖
い
も
の
、
危
険
な
も
の
だ

と
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し

た
。

留
学
機
に
宗
教
見

つ
ま
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引きこもり時に多数の哲学書と出合い、執筆を続ける :多
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〕
年
に
米
国

へ
約

一
機
会
が
あ
り
ま

い
瞑
想
や
ヨ
ガ
が

ノ
に
盛
ん
で
、
あ

‐
―
シ
ョ
ッ
ク
を

ヽ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

の
た
の
も
こ
の
頃

当
時
の
日
本
で

し
い
た
ら
、
め
ち

〕
人
と
い
う
印
象

う
時
代
で
し
た

場
状
を
肌
で
感
じ

Ｌ
、
社
会
が
宗
教

女
は
な
く
、
受
け

り
か
な
と
、
宗
教

」
す
き

っ
か
け
に

離
婚
経
て

で
５０
冊
の
東
洋
哲
学
書
を
読
ん
で

い
た
時
に
は
、

１４
年
間
の
社
会
人

生
活
で
立
て
続
け
に
離
職
や
離
婚

を
経
験
し
、
実
家
に
引
き
こ
も
る

息
子
の
書
棚
に
怪
し
げ
な
本
が
並

ん
で
い
る
こ
と
か
ら

「相
当
思
い

詰
め
て
い
る
の
で
は
」
と
か
な
り

心
配
し
て
い
た
と
、
後
か
ら
親
に

聞
き
ま
し
た
。
私
自
身
も
思
い
詰

め
て
い
た
と
こ
ろ
は
少
な
か
ら
ず

あ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
子
ど
も

の
頃
の
宗
教
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

い
い
意
味
に
働
い
て
読
む
本
の
選

び
方
に
抑
制
が
利
い
て
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

―
―
初
め
て
手
に
し
た
東
洋
哲

学
書
は
。

し
ん
め
い
Ｐ
　
家
に
あ

っ
た
鈴

木
大
拙
氏
の

『
仏
教
の
大
意
』
で

し
た
。
こ
の
本
が
東
洋
哲
学
を
知

る
き

っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。そ

の
後
、
大
学
生
に
な
っ
て
教

養
の

一
つ
に
と
初
め
て
買
っ
た
哲

学
書
が
中
村
元
氏
の

『
龍
樹
』
で

し
た
。
当
時
、
近
代
を
批
判
す
る

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

の
現
代
思
想
家
が
挙
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
て
、
入
試
問
題
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と

か
ら
知

っ
て
お
く
と
か

っ
こ
い

い
、
く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
実
は
東
洋
の
龍
樹
の
思
想
が

西
洋
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
よ
り
問
題

を
先
取
り
し
て
い
る
と
聞
い
た
の

で
読
ん
で
み
ま
し
た
。
で
も
内
容

は
難
し
く
て
よ
く
分
か
ら
ず
、
そ

れ
き
り
で
し
た
。

―
―
今
後
、
第
２
弾
、
第
３
弾

の
著
作
で
、
ほ
か
の
哲
学
者
や
宗

教
者
を
取
り
上
げ
る
予
定
は
あ
り

ま
す
か
。

し
ん
め
い
Ｐ
　
出
版
し
て
か
ら

比
較
的
よ
く
言
わ
れ
た
の
は

「
日

蓮
聖
人
が
出
て
こ
な
い
」
と
。
次

回
作
の
準
備
は
進
め
て
い
ま
す

が
、
哲
学
者
や
宗
教
者
の
思
想
に

触
れ
る
続
編
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
は
今
回
の
著
作
で
扱

っ
た
釈
迦

Ｌ
空
海

の
思
想

の
中
か
ら

「
中

道
‐
と

「
占
字
実
相
代

‐
の
考
え

方
を
深
め
て
、
現
在
世
界
中
で
問

題
と
な

っ
て
い
る
戦
争
や
経
済
格

差
、

移
民

―
‐
‐‐
‐
―
題
な
ど
の
社
会
的
分

断
に
つ
い
て
山
洋
的
な
ｌ
元
論
で

の
分
析
方
法
を
超
え
た

‐
中
道
」

の
画
評
価
を
試
み
た
い
で
す
。

心
の
救
済
を
期
待

―
―
現
代
の
家
教
占
に
望
む
こ

と
は
。

し
ん
め
い
Ｐ
　
例
え
ば
家
族
と

か
自
分
に
と

っ
て
人

‐‐プリ
な
存
在
の

安
占
を
心
配
―′
て
い
る
Ｌ
き
は
、

心
の
負
担
が
人
ヽ

い
ち

の
で
す

が
、

そ
ん
な
‐
で
、
に
代
わ
り
に
缶

っ
て
く
れ
る
宝
牧
占
の
存
在
は
十

て
も
頼
も
―プ
三
感
じ
ま
す
ぃ
自
分

で
は
ど
う
に
●
れ

「
な
い

ｔ二
と
に

対
し
て
祈

っ
て
１

イー′
る
こ
Ｌ
で
心

が
■
に
な
り
前
向
き
に
な
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
心
を
救
済
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
祈
る
場
所

と
な
る
宗
教
施
設
が
、
開
か
れ
た

当
時
の
テ
ン
シ
ョ
ン
で
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
安
心
感
が
持
て
る

要
素
の

一
つ
で
す
。
続
け
て
い

っ

て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
ぃ

読
者
か
ら

「
般
片
心
経
の
本
を

読
み
始
め
ま
し
た

‐
と
い
う
コ
メ

ン
ト
を
も
ら

っ
た
り
す
る
な
ど
、

特
に
若
い
人
か
弓
円
心
を
持

っ
て

も
ら
え
て
い
る
と
い
う
実
感
を
得

ま
し
た
。
カ
ジ

ュ
ア
ル
な
法
話
な

ど
若
者
向
け
の
コ
ン

ア
ン
ツ
を
用

や
し
て
、
寺
院
や
宗
教
占
が
心
の

拠
り
所
と
し
て
心
に
負
担
を
抱
え

る
人
々
の
受
け
皿
に
た
る
こ
と
を

願

っ
て
い
ま
す
。

へ
′

―‐‐―
の
出
版
を
通
じ
て
、
一・蘭
者

の
プノ
々
が
東
洋
哲
学
に
親
し
み
を

感
じ
る
こ
と
で
、
伝
統
宗
教
と
の

橋
渡
し
に
な

っ
て
く
れ
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

つ
め
直
す

子
で
の
経
験
が
な

子
と
の
出
合
い
も

生
ま
れ
な
か
っ
た

そ
う
か
も
し
れ

Ｐ
に
な

っ
て
実
家

しん めいぴ 一さん =1988年、大 阪府 山印

町生 まれ。東京大法学部 を卒業後、様 々

な職業 を志 す も失敗。実家 に引 き こも っ

て いた 時に東洋哲学 と出合 い、 2024年に

『 自分 とか、 な いか ら。教 養 と して の東

洋哲学 』を出版 した。
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次回作に向けて『声字実相義』を読むしんめい Pさ ん
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