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 一　哲学堂公園とは
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一　
哲
学
堂
公
園
と
は

　

東
京
都
中
野
区
松
が
丘
に
あ
る
哲
学
堂
公
園
（
面
積
：
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
は
、
東
洋
大
学
の
学
祖
で
あ

る
井
上
円
了
博
士
が
建
設
し
た
公
園
で
す
（
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
学
祖
の
井
上
円
了
博
士
の
こ
と
を
「
円
了
博

士
」
と
呼
ば
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
ま
す
）。

　

こ
の
公
園
は
、「
哲
学
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
世

界
で
も
類
を
見
な
い
非
常
に
珍
し
い
公
園
で
あ
り
、
円
了
博
士
の
哲
学
世
界
を
視
覚
的
に
理
解
で
き

る
よ
う
に
表
現
し
た
「
精
神
修
養
の
た
め
の
場
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
公
園
内
の
起
伏
に
富
ん
だ
地

形
を
う
ま
く
活
か
し
な
が
ら
、
円
了
博
士
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
建
築
物
、
石
碑
、
彫
像
、

　
　
目
　
次
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3

と
都
市
公
園
と
し
て
は
中
程
度
の
規
模
に
な
り
ま
す
。
野
球
場
、
弓
道
場
及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
運

動
施
設
、
児
童
公
園
を
併
設
し
た
総
合
的
な
公
園
に
な
っ
て
お
り
、
最
寄
り
の
駅
か
ら
も
徒
歩
で
の

ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
広
く
老
若
男
女
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
１
、
図
１
参

照
）。
こ
の
哲
学
堂
公
園
の
う
ち
で
円
了
博
士
が
哲
学
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

区
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
堂
」
は
、
哲
学
堂
公
園
の
約
六
割
に
相
当
す
る
部
分
に
な

り
、
そ
の
中
核
部
分
に
つ
い
て
は
東
京
都
の
名
勝
な
ど
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
以
下
、
本
稿
で
は
当
該

区
域
を
「
哲
学
堂
」
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
）。

　

往
時
、
周
辺
は
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
田
園
地
帯
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
都
市

化
が
進
み
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
も
立
ち
並
ぶ
住
宅
街
に
な
っ
て
お
り
、
数
多
く
の
動
植
物
生

息
・
生
育
す
る
緑
地
と
し
て
も
自
然
環
境
保
全
上
重
要
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

哲
学
堂
は
、
七
七
場
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
七
場
は
、
哲
学
堂
の
正
門
と
し
て
結
界
の
役

割
を
果
た
す
「
哲
理
門
」、
東
洋
哲
学
の
孔
子
・
イ
ン
ド
哲
学
の
釈
迦
・
西
洋
の
古
代
哲
学
の
ソ
ク

庭
園
や
地
象
な
ど
が
「
七
七
場
」
と
し
て
体
系
的
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
哲
学
に
縁
の
薄
い
一
般
の

人
達
に
と
っ
て
も
哲
学
の
世
界
を
親
し
み
や
す
く
体
感
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

施
設
の
概
要

　

哲
学
堂
公
園
は
何
と
も
不
思
議
な
公
園
で
す
。
都
市
公
園
と
し
て
の
哲
学
堂
公
園
の
整
備
及
び
管

理
を
東
京
都
の
職
員
と
し
て
担
当
さ
れ
た
前
島
康
彦
氏
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
「
一
度
訪
れ
た
人
は

二
度
、
三
度
と
訪
ね
た
く
な
り
、
は
じ
め
て
見
た
人
々
は
驚
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
（
中
略
）
…
ひ
と

た
び
、
園
内
に
入
れ
ば
、
園
名
の
示
す
と
お
り
何
人
を
も
哲
学
的
雰
囲
気
で
つ
つ
み
こ
ん
で
し
ま
う

一
種
異
様
な
閑
静
き
わ
ま
る
趣
致
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
喜
び
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
の
公
園
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

哲
学
堂
公
園
は
東
京
都
中
野
区
松
が
丘
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
面
積
は
約
五
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

１）
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ラ
テ
ス
・
近
世
哲
学
の
カ
ン
ト
を
祀
っ
た
哲
学
堂
の
中
心
施
設
と
な
る
「
四
聖
堂
」
と
い
っ
た
建
築

物
か
ら
、
唯
物
園
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
施
設
と
し
て
「
物
」
と
い
う
字
が
芝
草
で
形
作
ら
れ
て
い
る

「
物
字
壇
」
と
い
っ
た
花
壇
、
鬼
が
良
心
を
表
し
た
灯
篭
を
抱
い
て
い
る
「
鬼
灯
」
と
い
っ
た
石
像
、

崖
地
の
暗
い
裂
け
目
に
進
化
の
根
本
で
あ
る
物
の
造
化
の
神
秘
性
を
投
影
し
た
「
神
秘
洞
」
と
い
っ

た
地
象
や
空
間
が
、
哲
学
堂
公
園
の
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
を
巧
み
に
活
か
し
な
が
ら
随
所
に
配
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
円
了
博
士
は
、
こ
の
七
七
場
を
訪
れ
る
順
番
に
つ
い
て
も
一
定
の
推
奨
ル
ー
ト
を
提

唱
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
哲
学
堂
公
園
の
別
の
楽
し
み
方
と
し
て
「
哲
学
堂
八
景
」
を
紹
介
し
て

い
ま
す
（
こ
の
ル
ー
ト
及
び
哲
学
堂
八
景
に
つ
い
て
は
、「
三　

哲
学
堂
公
園
の
利
用
の
仕
方
」
に
お
い
て
詳
述
し
ま
す
）。

表１　哲学堂公園の概要

所在地
〒 165-0024　東京都中野区松が丘 1-34 
Tel/03-3951-2515 　Fax/03-3951-2280 

交通
西武新宿線「新井薬師前駅」から徒歩 12 分
都営大江戸線「落合南長崎駅」から徒歩 13 分
※駐車場はなし

開園時間
4 月 1 日～ 9 月 30 日：8 時 00 分～ 18 時 00 分
10 月 1 日～ 3 月 31 日：9 時 00 分～ 17 時 00 分

閉園日 年末（12 月 29 日～ 12 月 31 日）

施設概要
哲学堂（77 場）、野球場、テニスコート、弓
道場、児童遊園、売店など

面積 52,494㎡

管理者 中野区

図１　哲学堂公園案内
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公
園
の
沿
革

（
１
）
整
備
の
歴
史

　

哲
学
堂
公
園
の
起
源
は
、
円
了
博
士
が
明
治
三
五
年
に
大
学
の
移
転
用
地
と
し
て
約
一
万
坪
の
土

地
を
購
入
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
円
了
博
士
は
、
そ
の
翌
年
に
は
、
哲
学
館
大
学
へ
の
昇
格
を

記
念
し
て
、
釈
迦
・
孔
子
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン
ト
を
祭
る
四
聖
堂
の
建
設
に
着
手
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
、
哲
学
館
事※

注
１件
の
影
響
に
よ
る
体
調
不
良
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
円
了
博
士
は
大
学
の
校
長
を
引
退
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
頃
か
ら
哲
学
の
テ
ー
マ

パ
ー
ク
と
し
て
の
哲
学
堂
の
整
備
に
本
格
的
に
着
手
し
始
め
ま
し
た
。
明
治
四
○
年
に
は
哲
学
堂
拡

張
予
告
を
発
表
、
明
治
四
二
年
～
四
五
年
に
は
哲
理
門
・
六
賢
台
・
三
学
亭
・
常
識
門
・
髑
髏
庵
・

無
尽
蔵
な
ど
を
建
設
、
大
正
二
年
～
四
年
に
は
宇
宙
館
・
絶
対
城
・
鬼
神
窟
な
ど
を
建
設
、
大
正
七

年
に
は
硯
塚
を
設
置
し
、
こ
の
頃
に
は
ほ
ぼ
現
在
の
哲
学
堂
の
形
が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

（
表
２
参
照
）。

２）

表２　哲学堂の沿革

年 事　　　項

明治37年 四聖堂の開堂式を挙行

明治39年
哲学館大学長を辞職。精神修養のための
公園としての整備に着手

明治42～45年
哲理門、六賢台、三学亭、常識門、髑髏
庵などを建設

大正 2 年 「哲界一瞥」を刊行

大正 2 ～ 4 年 宇宙館、絶対城、鬼神窟などを建設

大正 4 年 哲学堂案内を刊行

大正 8 年
円了博士逝去。遺言による財団法人哲学
堂の設立。第 1 回四聖祭（現在の哲学堂
祭）の挙行

昭和 8 年 天狗松の枯死

昭和13年 妙正寺川の氾濫により不二橋が流出

昭和16年　
妙正寺川の氾濫により望遠橋が流出。唯
物園にも甚大な被害

昭和19年 東京都に寄付

昭和21年 都立公園として開園

昭和50年
都から中野区に移管。中野区立哲学堂公
園となる

昭和63年
古建築物 6 棟と公園自体（時空岡、唯心
庭、唯物園の区域）が中野区有形文化財
に指定

平成 21 年 東京都名勝公園に指定
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こ
れ
ら
の
整
備
資
金
に
つ
い
て
は
、
有
志
者
か
ら
の
寄
付
金
で
は
な
く
、
円
了
博
士
が
全
国
を
巡

回
し
て
集
め
た
講
演
や
揮
毫
に
対
す
る
募
金
で
賄
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
円
了
博
士
は
、「
有
志

者
か
ら
寄
付
を
仰
ぐ
の
は
本
意
で
は
な
い
こ
と
、
国
民
道
徳
の
お
お
も
と
で
あ
る
教
育
勅
語
の
趣
旨

を
普
及
啓
発
す
る
た
め
に
全
国
各
地
を
巡
回
し
て
講
演
や
揮
毫
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に

頂
い
た
謝
礼
の
半
分
を
経
費
や
慈
善
事
業
に
、
残
り
の
半
分
を
哲
学
堂
の
建
設
費
や
運
営
費
に
充
て

る
」
旨
の
決
意
を
著
書
の
「
哲
学
堂
案
内
」
に
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
資
金
集
め
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
現
代
で
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
学
者
に

あ
る
ま
じ
き
行
為
と
さ
れ
、「
守
銭
奴
」「
俗
学
者
」
と
批
判
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
円
了
博

士
は
「
字
を
書
き
て
恥
を
か
く
の
も
今
し
ば
し
、
哲
学
堂
の
出
来
上
が
る
ま
で
」
と
取
り
合
わ
な
い

よ
う
に
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
泰
然
自
若
と
し
て
い
ら
れ
た
の
も
、
精
神
修

養
の
た
め
の
公
園
建
設
に
向
け
て
の
確
固
た
る
意
志
と
熱
意
を
持
た
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
伺
い
知
る
も
の
と
し
て
、
円
了
博
士
が
、
哲
学
堂
を
世
の
中
の
た
め
に
な
る
公

３）

４）

園
と
し
て
建
設
す
る
に
当
た
っ
て
の
決
意
を
詠
ん
だ
「
哲
学
堂
所
吟
之
一
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
漢

詩
が
あ
り
ま
す
。
原
文
は
「
草
鞍
竹
杖
席
難
温
。
浮
浪
身
猶
浴
聖
恩
。
沐
雨
椀
風
知
世
態
。
食
疏
飲

水
味
天
尊
。
曲
肱
枕
上
眠
能
熟
。
容
膝
慮
中
楽
却
存
。
無
位
無
官
吾
事
足
。
終
生
不
敢
伺
権
門
。」

で
す
が
、
い
さ
さ
か
難
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
井
上
円
了
と
哲
学
堂
公
園
一
〇
〇
年
」

の
中
で
三
浦
氏
が
読
み
下
し
た
一
文
を
紹
介
し
ま
す
。「
草
鮭
と
竹
の
杖
で
旅
を
続
け
て
、
席
の
温

ま
る
ひ
ま
も
な
く
、
そ
ん
な
浮
浪
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
天
皇
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
。
雨
に

髪
を
洗
い
、
風
に
く
し
け
づ
り
な
が
ら
、
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
知
り
、
そ
ま
つ
な
食
事
を
し
、
水

を
飲
み
、
仏
の
恵
み
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
肘
を
ま
げ
て
枕
と
し
、
眠
る
こ
と
よ
く
深
く
、
膝
を
入

れ
る
ほ
ど
の
せ
ま
い
庵
の
う
ち
に
こ
そ
、
楽
し
み
が
か
え
っ
て
あ
る
。
な
ん
の
位
も
な
く
、
い
か
な

る
官
職
も
な
く
、
そ
れ
で
我
が
こ
と
は
充
分
で
あ
り
、
身
を
終
え
る
ま
で
、
あ
え
て
権
力
の
あ
る
者

の
と
こ
ろ
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。」
ま
さ
に
、
三
浦
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
漢
詩

は
、
円
了
博
士
の
信
念
の
表
れ
で
あ
り
、
あ
え
て
権
力
に
近
寄
ら
ず
、
自
ら
の
力
と
恵
み
に
よ
っ
て ２）
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「
独
立
自
活
の
精
神
」
で
進
ん
だ
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

円
了
博
士
は
大
正
八
年
に
享
年
六
一
歳
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
哲
学
堂
は
円
了
博
士

の
遺
言
に
基
づ
き
、
財
団
法
人
に
よ
る
運
営
を
経
て
政
府
に
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
二
一

年
か
ら
は
東
京
都
の
都
立
公
園
と
し
て
供
用
さ
れ
、
昭
和
五
○
年
に
は
東
京
都
か
ら
中
野
区
に
移
管

さ
れ
て
「
中
野
区
立
哲
学
堂
公
園
」
と
な
り
、
世
界
に
も
類
を
見
な
い
哲
学
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
・
精

神
修
養
の
た
め
の
公
園
と
し
て
、
ま
た
、
桜
の
名
所
と
い
っ
た
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、
多
く
の

人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

※
注
１
「
哲
学
館
事
件
」

　

当
時
、
文
部
省
は
官
学
（
国
立
大
学
な
ど
）
の
卒
業
者
に
対
し
て
は
教
員
免
許
を
卒
業
と
と
も
に
与
え
ま
し
た

が
、
私
学
の
学
生
は
別
途
に
検
定
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
制
が
あ
り
ま
し
た
。
円
了
博
士

５）

は
、
都
内
の
私
学
の
連
合
の
代
表
者
と
な
っ
て
、
教
員
免
許
の
私
学
へ
の
開
放
を
求
め
て
文
部
省
と
粘
り
強
く

交
渉
し
た
結
果
、
よ
う
や
く
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
哲
学
館
な
ど
四
校
に
中
等
教
員
の
無
試
験
検
定
が
認

可
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
第
一
回
の
卒
業
生
が
誕
生
す
る
明
治
三
五
（
一
九
○
二
）
年
一
二
月
に
、
哲
学

館
は
認
可
を
取
り
消
さ
れ
る
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
哲
学
館
事
件
」
で
す
。
取
り
消
し
の
理
由
は
、

倫
理
学
の
学
生
の
答
案
の
中
に
、「
動
機
が
善
な
ら
ば
弑
逆
（
し
い
ぎ
ゃ
く
・
主
君
や
父
を
殺
す
こ
と
）
も
許
さ
れ
る
」

と
い
う
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
教
科
書
の
一
節
を
見
つ
け
た
文
部
省
の
視
学
官
が
、
国
体
に
反
す
る
と
し
て
問
題
に

し
た
か
ら
で
す
。
こ
の
事
件
は
社
会
的
な
問
題
と
し
て
発
展
し
、
文
部
省
の
私
学
撲
滅
策
と
い
う
批
判
も
あ
り

ま
し
た
。
井
上
円
了
は
ロ
ン
ド
ン
で
事
件
の
発
生
を
知
り
、
日
本
の
狭
さ
を
実
感
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

（
２
）
東
洋
大
学
と
の
か
か
わ
り

　

東
洋
大
学
に
ゆ
か
り
の
深
い
地
で
あ
る
哲
学
堂
公
園
で
す
が
、
中
野
区
が
管
理
運
営
す
る
都
市
公

園
に
な
っ
た
今
で
も
、
東
洋
大
学
と
哲
学
堂
公
園
は
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。
東

洋
大
学
で
は
、
大
学
関
係
者
に
よ
り
毎
年
六
月
六
日
に
、
円
了
博
士
の
祥
月
命
日
法
要
と
し
て
哲
学

堂
公
園
向
か
い
に
あ
る
蓮
華
寺
に
お
い
て
「
学
祖
祭
」
を
、
一
一
月
第
一
週
の
土
曜
日
に
は
、
井
上
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円
了
博
士
の
遺
志
に
よ
り
哲
学
の
普
及
を
願
う

「
哲
学
堂
祭
」
を
哲
学
堂
公
園
内
で
開
催
し
、
明

治
・
大
正
時
代
を
颯
爽
と
生
き
抜
い
た
円
了
博
士

の
偉
業
に
感
謝
と
敬
服
の
意
を
表
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
（
図
２
参
照
）。

利
用
の
実
態

　

円
了
博
士
が
哲
学
の
世
界
を
視
覚
的
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
表
現
し
た
「
精
神
修
養
の
た
め
の

場
」
と
し
て
の
哲
学
堂
で
す
が
、
現
在
は
周
辺
の

都
市
化
に
伴
い
、
都
会
の
中
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

思
索
の
た
め
の
逍
遥
の
場
で
も
あ
る
と
と
も
に
、

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
市
民
の
憩
い
の
場

と
し
て
の
役
割
も
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
多
義
的

な
性
格
の
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
哲
学
堂
の
利
用
実
態
を
調
査
し
て
み

て
も
、
哲
学
の
学
習
の
た
め
の
利
用
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
場
と
し
て
の
利
用
、
写

生
や
読
書
の
場
と
し
て
の
利
用
、
子
供
た
ち
の
遊

び
場
と
し
て
の
利
用
な
ど
、
創
設
当
初
の
円
了
博

士
が
企
図
し
た
も
の
と
は
異
な
る
利
用
が
さ
れ
て

い
る
き
ら
い
は
否
め
ま
せ
ん
。
ま
た
、
哲
学
堂
公

園
の
利
用
者
が
感
じ
て
い
る
魅
力
ポ
イ
ン
ト
や
円

図 3　�哲学堂公園の利用上の魅力�
（n=102、複数回答）

図 4　�哲学堂公園と井上円了
との関係の認知状況 図 2　哲学堂祭

緑が豊か
47％

その他
13％

広い  3％

静か
11％

ユニークな
つくり
17％

文化財
4％

哲学の学習
5％

知らない
82％

知っている
18％

表３　哲学堂公園において観察された多様な利用形態

自然観察、写真撮影、水遊び（菖蒲池など）、ドングリ拾
い、散歩やウォーキング、読書、ベンチでの休息や歓談、
写生、ピクニック、ジョギング、鬼ごっこ

-=------• 
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了
博
士
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
当
初
の
ね
ら
い
と
は
別
物
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
（
表
３
、
図
３
、
図

４
参
照
）。

　

し
か
し
、
実
学
を
重
ん
じ
、
哲
学
の
通
俗
化
（
普
及
）
や
哲
学
の
実
践
（
実
行
）
を
使
命
と
考
え
て
い

た
進
取
の
気
性
に
富
ん
だ
円
了
博
士
で
あ
る
な
ら
ば
、
博
物
標
本
や
考
古
資
料
的
な
扱
い
を
さ
れ
る

哲
学
堂
に
対
し
て
は
「
死
学
」
で
あ
る
と
喝
破
し
、「
余
資
な
く
、
優
暇
な
き
市
井
の
人
の
た
め
」

の
「
活
学
」
に
な
り
う
る
哲
学
堂
の
今
日
的
な
あ
り
方
を
考
え
な
さ
い
、
と
い
っ
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
円
了
博
士
の
御
子
息
で
あ
る
井
上
玄
一
氏
に
し
て
も
、
哲
学
堂
の
精
神
と
主
義

を
時
代
の
変
化
の
中
で
表
現
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
お
り
、
大
正
一
五
年
に
は
東
洋
文
明
の
国
際
化

を
目
的
と
す
る
研
究
所
の
設
立
や
哲
学
に
関
す
る
博
物
館
・
図
書
館
の
拡
充
を
内
容
と
す
る
「
哲
学

堂
拡
張
私
案
」
を
、
昭
和
一
六
年
に
は
万
里
の
長
城
と
北
京
の
天
壇
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
須
弥
山
を

模
し
た
形
態
の
公
園
と
す
る
「
哲
学
堂
外
苑
計
画
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
財
政
上
の
問

題
や
戦
争
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
実
現
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

２）

二
　
哲
学
堂
公
園
が
目
指
し
た
も
の

円
了
博
士
の
ね
ら
い

（
１
）
円
了
博
士
の
考
え
る
哲
学
と
は

　

円
了
博
士
の
専
門
分
野
は
「
哲
学
」
で
す
。
円
了
博
士
は
、
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
で
哲
学
を

学
び
ま
し
た
。
お
寺
に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
仏
教
の
教
え
な
ど
に
精
通
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
大

学
で
哲
学
に
出
会
っ
た
こ
と
が
円
了
博
士
の
人
生
の
転
機
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。「
仏
教
活
論
序
論
」

に
よ
れ
ば
、「
自
分
は
お
寺
に
生
ま
れ
て
仏
教
を
学
び
、
次
に
儒
学
を
学
ん
だ
が
、
こ
れ
を
純
全
の

真
理
と
す
る
に
は
不
足
が
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
も
学
ん
だ
が
こ
れ
も
同
じ
で
あ
っ
た ６）
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こ
と
。
し
か
し
、
自
分
が
ず
っ
と
追
い
求
め
て
い
た
真
理
は
、
儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な

か
っ
た
が
、
哲
学
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
こ
の
う
え
も
な
い
喜

び
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

「
余
は
も
と
仏
家
に
生
ま
れ
、
仏
門
に
長
ぜ
し
を
も
っ
て
、
維
新
以
前
は
全
く
仏
教
の
教
育
を
受
け

た
り
と
い
え
ど
も
、
余
が
心
ひ
そ
か
に
仏
教
の
真
理
に
あ
ら
ざ
る
を
知
り
、
…
…
た
ま
た
ま
大
政
維

新
に
際
し
大
変
動
を
宗
教
の
上
に
与
え
、
廃
仏
毀
釈
の
論
よ
う
や
く
実
際
に
行
わ
る
る
を
見
る
に
及

ん
で
、
た
ち
ま
ち
僧
依
を
脱
し
て
学
を
世
間
に
求
む
。
初
め
に
儒
学
を
修
め
て
そ
の
真
理
を
究
む
る

こ
と
五
年
、
す
な
わ
ち
知
る
、
儒
学
も
未
だ
ざ
る
を
。
と
き
に
洋
学
近
郷
に
行
わ
れ
、
友
人
中
す
で

に
こ
れ
を
修
む
る
も
の
あ
り
て
、
余
に
勧
む
る
に
そ
の
学
を
も
っ
て
す
。
…
…
そ
の
後
も
っ
ぱ
ら
英

文
を
学
び
傍
ら
『
バ
イ
ブ
ル
』
経
を
う
か
が
わ
ん
と
欲
す
…
…
す
で
に
し
て
友
人
中
シ
ナ
訳
の
一
本

を
有
す
る
も
の
あ
り
。
つ
い
で
ま
た
そ
の
原
書
を
得
、
原
訳
相
対
し
て
日
夜
熟
読
す
る
に
、
…
…
ヤ

ソ
教
ま
た
真
理
と
す
る
に
足
ら
ず
。
…
…
余
こ
れ
よ
り
ま
す
ま
す
洋
学
の
緬
奥
を
究
め
、
真
理
の
性

質
を
明
ら
か
に
し
て
、
心
ひ
そ
か
に
他
日
一
種
の
新
宗
教
を
立
て
ん
こ
と
を
誓
う
に
至
る
。
爾
来
、

歳
月
勿
々
、
早
く
す
で
に
十
余
年
の
星
霜
を
送
る
。
そ
の
間
余
が
も
っ
ぱ
ら
力
を
用
い
た
る
は
哲
学

の
研
究
に
し
て
、
そ
の
界
内
に
真
理
の
明
月
を
発
見
せ
ん
こ
と
を
求
め
た
る
や
、
こ
こ
に
ま
た
数
年

の
久
し
き
を
経
た
り
。
一
日
大
い
に
悟
る
と
こ
ろ
あ
り
、
余
が
十
数
年
来
刻
苦
し
て
渇
望
し
た
る
真

理
は
、
儒
仏
両
教
中
に
存
せ
ず
、
ヤ
ソ
教
中
に
存
せ
ず
、
ひ
と
り
泰
西
講
ず
る
と
こ
ろ
の
哲
学
中
に

あ
り
て
存
す
る
を
知
る
。
と
き
に
余
が
喜
び
ほ
と
ん
ど
計
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。」　

　

今
、
私
達
が
思
い
描
く
「
哲
学
」
の
学
習
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
カ
ン
ト
と

い
っ
た
著
名
な
哲
学
者
の
著
述
や
思
想
に
つ
い
て
歴
史
上
の
出
来
事
を
学
ぶ
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
暗

記
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
一
般
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
哲
学
」
は
日
常
生
活
に

は
役
に
立
た
な
い
難
し
い
学
問
と
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
フ
ィ
ロ
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ソ
フ
ィ
ー
（philosophy

）
の
直
接
の
訳
語
は
「
愛
知
（
智
）
学
」
で
あ
り
、
当
初
は
「
希
哲
学
」「
汎

知
学
」（
※
事
理
に
明
ら
か
な
こ
と
・
知
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
の
学
問
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
り
ま
す
）
と
い
っ
た
表

現
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
論
理
哲
学
論
考
」
に
お

い
て
「
哲
学
の
目
的
は
思
考
の
論
理
的
明
晰
化
で
あ
る
こ
と
。
哲
学
は
学
説
で
は
な
く
活
動
で
あ
る

こ
と
。
哲
学
の
仕
事
の
本
質
は
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。」
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に
、
哲
学
と
は
人
間
・
社
会
・
宇
宙
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
本
当
の
意
味
で
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
学
問
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
マ
ヌ
エ
ル
・

カ
ン
ト
も
「
道
徳
形
而
上
学
原
論
」
に
お
い
て
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
は
、
三
通
り
の
学
に
分
か

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
物
理
学
、
倫
理
学
お
よ
び
論
理
学
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
が
人
と
し
て
よ
り
良
く
生
き
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
す
べ
て
が
「
哲
学
」
に
関
わ
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
場
合
に
は
、

円
了
博
士
が
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
追
い
求
め
て
い
た
も
の
が
「
哲
学
」
の
中
に
あ
っ
た
と

７）

８）

い
う
こ
と
を
悟
っ
た
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

円
了
博
士
は
、
こ
の
よ
う
な
「
哲
学
」
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
批
判
的
な
思
考
が
可
能
に

な
る
こ
と
か
ら
、
誤
っ
た
価
値
観
や
通
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
や
生
き
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
数
学
な
ど
も
加
減
乗
除
か
ら
代
数
、
幾
何
に
い
た
る
ま
で
色
々
な

こ
と
を
学
び
ま
す
が
、
円
了
博
士
は
、
こ
の
数
学
に
つ
い
て
さ
え
も
、
日
常
生
活
に
お
い
て
代
数
や

幾
何
学
を
使
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
練
磨
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
学
ぶ

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

円
了
博
士
の
晩
年
の
著
書
に
な
る
「
奮
闘
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
人
間
形
成
・
社
会
形
成
の
た
め

の
基
礎
と
な
る
哲
学
と
い
う
学
問
の
意
義
を
讃
え
た
「
哲
学
和
讃
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
哲
学

堂
の
設
置
の
ね
ら
い
を
理
解
し
て
頂
く
た
め
に
は
、
円
了
博
士
の
求
め
た
哲
学
と
は
ど
の
よ
う
な
意

義
の
学
問
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
少
し
紹
介
し
て
み
ま
す
（
括

９）



哲学のテーマパークとしての哲学堂公園

20

 二　哲学堂公園が目指したもの

21

弧
内
の
数
字
は
何
首
目
か
を
示
し
た
も
の
で
す
）。

　
「
人
類
あ
り
し
始
め
よ
り
、
知
恵
の
林
に
お
も
む
ろ
に
、
栄
え
て
こ
こ
に
哲
学
の
、
花
の
開
く
る

世
と
な
り
ぬ
。
広
き
世
界
に
哲
学
の
、
起
こ
り
し
源
を
尋
ぬ
る
に
、
月
日
は
定
か
な
ら
ざ
れ
ど
、
四

千
年
余
も
前
な
ら
ん
（
一
～
二
）」

　
「
例
え
に
よ
り
て
哲
学
の
、
効
能
書
き
を
掲
げ
ん
に
、
霧
海
に
お
け
る
羅
針
盤
、
暗
夜
を
照
ら
す

常
夜
灯
。
も
し
も
哲
学
な
か
り
せ
ば
、
多
く
の
人
は
迷
信
の
、
雲
に
迷
う
て
生
涯
を
、
暗
夜
の
う
ち

に
終
わ
る
べ
し
（
一
二
～
一
三
）」

（
２
）
哲
学
の
教
え
の
普
及
を
目
指
し
て

　

当
時
、
日
本
で
専
門
に
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
教
育
機
関
は
、
東
京
大
学
だ
け
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
学
生
数
も
極
端
に
少
な
く
、
円
了
博
士
の
入
学
時
は
学
年
で
た
だ
一
人
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
た
め
、
円
了
博
士
は
、
人
が
人
と
し
て
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の
学
問
で
あ

り
、
思
想
練
磨
の
術
で
も
あ
る
「
哲
学
」
の
普
及
の
た
め
に
、
哲
学
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

所
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
哲
学
館
（
後
の
東
洋
大
学
）
を
創
設
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
時
は
、
大
学
な
ど
に
お
い
て
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
人
は
ご
く
一
握
り
の
人
達
で
し

た
。
地
方
に
行
け
ば
、
教
育
を
受
け
た
く
て
も
受
け
ら
れ
な
い
人
が
多
く
、
迷
信
や
妖
怪
な
ど
を
信

じ
て
疑
わ
な
い
人
達
も
多
く
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
哲
学
館
で
教
育
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
哲
学

館
講
義
録
を
発
行
し
て
全
国
各
地
へ
の
通
信
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
全
国
各
地
を
巡
回
し
て
の
講

演
活
動
も
積
極
的
に
実
施
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
貴
賎
の
分
け
隔
て
な
く
広
く
知
識
の
普

及
を
図
ろ
う
と
す
る
円
了
博
士
の
姿
勢
は
、
哲
学
館
の
開
設
趣
旨
の
文
書
中
に
あ
る
「
余
資
な
く
、

優
暇
な
き
人
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。「
大
学
な
ど
に
い
っ
て
勉
強
す
る
だ
け
の
資
金
（
経
済
力
）
や
時
間
的
余
裕
の
な
い
人
」
に
対
し

て
教
育
の
機
会
を
開
放
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
の
普
及
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
西
欧
列
強
の
脅
威
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に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
日
本
と
い
う
国
を
、
豊
か
で
幸
せ
な
国
に
し
て
行
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
の
裏
付
け
に
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
円
了
博
士
が
「
高
野
山
で
は
参
拝
客
が
た
く

さ
ん
い
た
の
に
対
し
て
、
比
叡
山
で
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
こ
の
差
は
、
高
野
山
を
開
い
た
弘
法

大
師
は
諸
国
を
ま
わ
っ
て
一
般
庶
民
に
対
す
る
布
教
を
熱
心
に
や
っ
て
い
た
一
方
で
、
比
叡
山
を
開

い
た
伝
教
大
師
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
は
、

こ
の
弘
法
大
師
の
考
え
方
や
行
動
を
見
習
う
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
っ
た
旨
の
所
感
を
述
べ
て
い
た

と
、
御
子
息
の
井
上
玄
一
氏
が
哲
学
堂
案
内
の
は
し
が
き
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
父
が
青
年
時
代
の
所
感
に
〝
余
比
叡
山
に
登
る
に
終
日
山
に
在
り
て
一
人
の
参
詣
す
る
者
あ
り

を
見
ず
。
然
る
に
高
野
山
に
到
る
に
毎
日
登
山
の
人
群
れ
を
成
す
。
叡
山
は
其
地
京
都
に
近
く
高
野

山
は
遠
く
僻
地
に
あ
り
、
而
し
て
人
の
参
集
の
度
此
の
如
く
異
な
る
は
何
ぞ
や
。
是
れ
其
山
を
開
き

２）

た
る
祖
師
の
遺
徳
の
民
間
に
及
ぶ
と
及
ば
ざ
る
と
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
夫
れ
叡
山
は
伝
教
大
師

の
開
く
所
、
野
山
は
弘
法
大
師
の
開
く
所
に
し
て
、
此
両
大
師
は
前
後
殆
ど
其
時
を
同
う
し
て
世
に

あ
り
。
且
つ
共
に
非
凡
の
豪
傑
な
り
と
雖
も
、
伝
教
大
師
は
廟
堂
の
高
き
に
在
り
て
民
間
に
下
ら

ず
。
弘
法
大
師
は
天
下
を
周
遊
し
て
専
ら
下
民
の
教
化
に
力
を
尽
く
せ
り
。
故
を
以
て
伝
教
の
徳
は

人
之
を
知
ら
ず
、
弘
法
の
恩
は
今
日
に
至
り
て
忘
る
る
も
の
な
し
。
今
余
の
如
き
は
も
と
よ
り
其
才

学
と
云
ひ
性
行
と
云
ひ
此
両
大
師
の
百
分
の
一
に
も
及
ば
ず
と
雖
も
、
余
が
願
ふ
所
は
伝
教
よ
り
は

弘
法
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
な
り
〟
と
あ
る
。
此
精
神
が
父
の
生
涯
を
通
じ
て
流
れ
て
居
る
。
即
ち
本

堂
は
父
の
高
野
山
で
あ
る
。
依
っ
て
本
堂
の
参
観
者
は
父
が
民
間
の
一
処
士
を
以
て
終
始
し
、
一
平

民
の
立
場
か
ら
力
を
国
家
の
根
本
に
致
さ
ん
と
し
た
る
其
の
活
き
た
精
神
を
汲
ん
で
戴
き
た
い
。」

（
３
）
可
視
化
に
よ
る
哲
学
の
教
え
の
汎
用
化

　

哲
学
堂
は
、
円
了
博
士
に
よ
っ
て
精
神
修
養
の
た
め
の
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。「
西
洋
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に
は
体
を
養
う
公
園
が
あ
る
と
同
時
に
、
心
を
養
う
公
園
が
あ
る
。
教
会
堂
が
そ
れ
で
あ
る
。
休
日

の
半
日
を
公
園
で
費
せ
ば
、
必
ず
他
の
半
日
は
会
堂
に
費
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
も
こ
の
心

を
養
う
公
園
が
ほ
し
い
。
体
を
養
う
公
園
が
日
に
月
に
増
え
て
い
る
の
に
、
心
の
公
園
が
な
い
。」

と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
、
肉
体
修
養
の
公
園
と
考
え
ら
れ
て
い
た
浅
草
・
上
野
・
日
比
谷
公
園

な
ど
と
は
異
な
る
精
神
修
養
の
た
め
の
公
園
と
し
て
哲
学
堂
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

肉
体
を
錬
磨
す
る
方
法
と
し
て
は
運
動
や
体
操
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
健
康
を
維
持
し
て

い
ま
す
。
一
方
で
、
精
神
も
肉
体
と
同
様
に
鍛
錬
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
哲
学
を
学
ぶ

こ
と
で
あ
る
と
円
了
博
士
は
考
え
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
円
了
博
士
は
、
想
像
力
を
豊
か
に
す
る

こ
と
の
効
用
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。
物
理
学
上
の
力
や
化
学
の
元
素
な
ど
の
目
に
見
え
な
い

感
覚
外
の
物
事
や
道
理
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
想
像
に

は
、
妄
想
や
空
想
で
は
な
く
、
確
か
な
語
彙
力
や
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
理
論
的
に
確
実
な
思
考
力

が
必
要
に
な
る
と
し
て
、
観
念
の
世
界
に
終
始
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
換
言
す 10）

れ
ば
、
実
践
的
な
体
験
学
習
に
よ
る
教
育
を
重
視
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

円
了
博
士
は
、
世
の
中
に
は
死
教
育
と
活
教
育
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
教
育
観
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
死
教
育
と
は
、
教
科
書
な
ど
に
よ
っ
て
知
識
や
理
屈
ば
か
り
を
教
え
て
、
こ
れ
を
活
用
す
る

こ
と
を
教
え
な
い
と
い
う
教
育
で
す
。
ま
た
、
活
教
育
と
は
、
モ
ノ
づ
く
り
の
よ
う
な
実
践
的
な
体

験
学
習
を
主
体
と
し
た
教
育
で
す
。
円
了
博
士
は
、「
空
論
を
止
め
て
、
事
実
を
も
っ
て
せ
よ
」
と

い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
机
上
の
論
理
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
の
愚
を
指
摘
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
古
人
の
格
言
を
教
え
る
時
も
、
今
日
の
事
情
に
適
さ
な
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
教

え
る
の
で
は
な
く
、
遠
慮
な
く
改
作
し
て
教
え
る
こ
と
こ
そ
が
格
言
を
作
っ
た
個
人
の
本
意
で
も
あ

る
と
い
っ
た
柔
軟
な
考
え
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
柔
軟
な
発
想
が
根
底
に
あ
っ
た
円
了

博
士
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
哲
学
の
世
界
を
可
視
化
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
し
て
の
哲
学
堂
を
整
備

で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
哲
学
を
広
め
る
た
め
に
哲
学
館
を
創
設
し
、
全
国
各
地
に
お
け
る
巡
回
講
演
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を
始
め
た
円
了
博
士
で
す
が
、
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
人
や
そ
の
日
暮
ら
し
の
人
達
が
数
多

く
い
る
中
で
、
す
べ
て
の
国
民
に
学
問
が
行
き
渡
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
に
違
い
が
あ

り
ま
せ
ん
。
西
欧
に
お
い
て
教
会
の
壁
画
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
教
義
を
教
え
る
教
科
書
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
、
哲
学
の
世
界
の
教
え
を
で
き
る
限
り
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

身
近
な
も
の
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
し
、
ま
た
、
五
感
を
も
っ
て
心
の
奥

底
を
揺
さ
ぶ
る
感
動
を
も
っ
て
哲
学
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
図
で
哲
学
堂
を
整
備
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
日
、
聴
衆
の
理
解
を
深
め
関
心
を
高
め
る
た
め
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
技
法
と
し
て
の
図
や
写
真
の
活
用
は
一
般
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
円
了
博
士
の
時
代
に

あ
っ
て
は
そ
の
着
想
自
体
そ
の
も
の
も
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
円
了
博
士
は
、
妖
怪
の
研
究
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
妖
怪
博
士
の
異
名
も
持
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
「
可
視
化
」
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
常
に
、
一
般
市
民
に
と
っ

て
分
か
り
や
す
い
形
態
や
事
例
で
も
っ
て
、
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
平
易
に
説
明
を
し
よ
う
と
す

る
円
了
博
士
の
態
度
や
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

妖
怪
の
研
究
や
講
演
を
行
っ
た
真
意
は
、
誤
っ
た
価
値
観
や
通
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
や
生

き
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。「
妖
怪
の
原
理
を
究
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
迷
信
を
な
く
し
、
す
べ
て
の
人
が
貴
賤
上
下
の
別
な
く
、
と
も
に
同
じ
よ
う
に
文
明
の
恵
沢

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
人
々

が
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
批
判
的
な
思
考
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
迷
信
の
研
究
を
行
っ
て
い

た
の
で
す
。
円
了
博
士
は
、
本
当
の
意
味
で
の
教
育
を
受
け
た
人
は
、
一
時
的
な
快
楽
に
過
ぎ
な
い

肉
体
的
快
楽
だ
け
で
な
く
、
永
遠
に
続
く
快
楽
で
あ
る
精
神
・
知
識
・
思
想
上
の
快
楽
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

（
４
）
遊
び
心
に
富
ん
だ
柔
軟
な
発
想

　

人
に
何
か
を
教
え
る
時
に
は
、
そ
の
教
え
る
べ
き
こ
と
が
相
手
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
た
め
に
な
る
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こ
と
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
単
に
棒
読
み
を
し
て
教
え
る
よ
う
な
や
り
方
で
は
相
手
方
に
対
し
て
伝
わ

る
も
の
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
は
、
教
え
る
以
前
の
準
備
運

動
と
し
て
、
ま
ず
は
教
え
る
べ
き
相
手
方
の
興
味
や
好
奇
心
を
引
き
出
す
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
び
っ
く
り
さ
せ
る
よ
う
な
演
出
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
円
了
博
士
の
著
述
を
読
み
、
哲
学
堂
の
作
り
を
見
た
印
象
や
感
想
と
し
て
、
私
は
哲
学
堂
を
構

成
す
る
七
七
場
の
奇
抜
な
意
匠
や
着
想
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
初
め
て
哲
学
堂
を
訪
れ
た
人
は
、
哲
学
堂
の
意
匠
に
驚
愕

し
困
惑
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
前
島
康
彦
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
二
度
三
度

と
訪
れ
て
何
な
の
か
を
探
り
た
く
な
る
」
と
い
う
の
が
人
情
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
円
了
博
士
の
お
茶

目
な
と
こ
ろ
と
い
う
か
、
遊
び
心
に
富
ん
だ
柔
軟
な
発
想
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
円
了
博
士
は
、
し
ゃ
れ
っ
気
の
あ
る
道
歌
な
ど
を
数
多
く

残
し
て
い
ま
す
。「
船
頭
多
く
し
て
船
山
に
登
る
」
と
い
う
格
言
を
も
じ
っ
て
、「
学
者
多
く
し
て
国

１）

淵
に
沈
み
、
先
生
多
く
し
て
生
徒
屋
根
に
登
る
」
と
い
う
格
言
を
自
分
で
作
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
今
の
学
者
は
貴
族
で
困
る
、
飯
は
食
べ
て
も
米
知
ら
ず
…
…
」
と
い
っ
た
歌
も
作
っ
て
い
ま
す
。

け
っ
し
て
皮
肉
っ
ぽ
い
人
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
多
数
の
学
生
が
実
際
を
忘
れ
て
空
論
に
走

り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
風
潮
を
矯
正
し
て
日
本
の
社
会
を
少
し
で
も
良
い
も
の

に
し
た
い
と
い
う
一
心
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
昭
和
一
○
年
代
に
哲
学
堂
の
堂
主
だ
っ
た
石
川
義
昌
氏
の
談
と
し
て
、
若
か
っ
た
頃
の
あ

る
日
、
円
了
博
士
か
ら
「
今
日
は
大
御
馳
走
を
す
る
か
ら
久
し
ぶ
り
に
哲
学
堂
に
来
な
い
か
」
と
誘

わ
れ
て
い
そ
い
そ
と
遠
路
哲
学
堂
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
日
の
夕
食
は
ア
ジ
を
焼
い
た
の
が
一
匹

だ
け
粗
末
な
膳
に
加
え
て
あ
っ
た
の
に
は
驚
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
前
島
康
彦
氏

は
、
こ
の
出
来
事
を
「
一
汁
一
菜
だ
け
が
夕
食
だ
と
す
れ
ば
、
朝
食
は
汁
だ
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

ず
、
焼
き
魚
一
匹
を
つ
け
る
こ
と
は
、（
哲
学
堂
の
整
備
や
運
営
で
資
金
繰
り
が
大
変
で
あ
っ
た
）
円
了
博
士
に

と
っ
て
は
大
御
馳
走
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。」
と
評
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
は
円

１）
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了
博
士
の
倹
約
ぶ
り
を
表
し
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
ぼ
そ
の
頃
の

時
代
の
こ
と
で
す
が
、
遅
塚
金
太
郎
氏
が
そ
の
著
書
「
山
水
供
養
」
の
中
で
、
哲
学
堂
を
訪
問
し
た

時
の
体
験
記
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
七
場
を
巡
っ
た
後
、
円
了
博
士
の
接
待
を
受

け
、「
ビ
ー
ル
が
出
て
、
日
本
酒
が
出
て
、
筍
ご
飯
が
出
て
、
さ
や
え
ん
ど
う
を
大
根
と
牛
肉
の
煮

し
め
が
出
た
こ
と
か
ら
、
遠
慮
な
く
食
べ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
食
後
の
茶
う
け

に
、
雲
州
十
六
島
海
苔
（
十
六
島
と
書
い
て
「
う
っ
ぷ
る
い
」
と
読
み
ま
す
。
島
根
半
島
西
部
出
雲
市
の
海
岸
で
採
れ
る
岩
ノ

リ
で
、
高
級
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
）
を
食
べ
た
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
ア
ジ
一
匹
の
大
御
馳
走
」
に
は
、

何
か
も
っ
と
深
遠
な
「
シ
ャ
レ
」
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

着
想
の
源
流
を
探
る

　

哲
学
堂
は
、
円
了
博
士
の
哲
学
世
界
を
視
覚
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
表
現
し
た
哲
学
の
テ
ー
マ

パ
ー
ク
と
で
も
い
う
べ
き
空
間
で
す
。「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
と
い
っ
た
発
想
自
体
、
現
代
に
あ
っ
て

11）

は
あ
ま
り
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
日
比
谷
公
園
で
す
ら
珍
し
い
も
の
と
し

て
登
場
し
て
い
た
当
時
と
し
て
は
、
常
人
で
は
考
え
も
つ
か
な
か
っ
た
斬
新
な
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
時
代
の
最
先
端
を
行
き
過
ぎ
て
い
た
が
故

に
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
が
か
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
哲
学

堂
創
設
の
三
年
後
の
明
治
四
○
年
に
刊
行
さ
れ
た
東
京
市
編
纂
の
「
東
京
案
内
」
で
は
、
哲
学
堂
は

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
大
正
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女

学
校
編
の
「
遠
足
の
栞
」
で
は
、四
聖
堂
や
六
賢
台
の
紹
介
や
眺
望
の
良
さ
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
回
遊
式
庭
園

　

こ
の
哲
学
堂
の
着
想
で
す
が
、
基
本
的
に
は
回
遊
式
庭
園
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
回
遊
式
庭
園
は
、
日
本
庭
園
の
形
式
の
ひ
と
つ
で
す
。
園
路
を
使
っ
て
庭
園

内
を
回
遊
し
、
築
山
、
池
、
小
島
、
橋
、
名
石
な
ど
で
再
現
さ
れ
た
各
地
の
景
勝
な
ど
を
鑑
賞
す
る

12）
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も
の
で
す
。
園
路
の
所
々
に
は
、
散
策
中
の
休
憩
所
と
し
て
、
ま
た
、
庭
園
を
眺
望
す
る
展
望
所
と

し
て
、
茶
亭
、
東
屋
な
ど
も
設
け
ら
れ
ま
す
。
円
了
博
士
が
哲
学
を
勉
強
し
た
東
京
大
学
の
キ
ャ
ン

パ
ス
に
も
加
賀
の
前
田
藩
が
整
備
し
た
回
遊
式
庭
園
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
自
然
主
義

　

当
時
は
、
文
学
や
芸
術
の
世
界
で
も
「
自
然
」
が
見
出
さ
れ
た
頃
で
し
た
。
明
治
三
一
年
に
、
国

木
田
独
歩
は
、
武
蔵
野
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
風
景
美
と
詩
趣
を
描
き
つ
く
し
た
著
名
な
随
筆
作
品

を
公
表
し
ま
し
た
。
国
木
田
は
、
東
京
近
郊
の
里
地
里
山
（
人
間
の
生
活
圏
と
自
然
と
が
入
り
交
じ
る
田
園
地
帯
）

に
毎
日
の
よ
う
に
出
か
け
て
は
逍
遥
し
た
体
験
に
も
と
づ
い
て
「
武
蔵
野
」
を
書
き
上
げ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
「
武
蔵
野
を
除
い
て
日
本
に
こ
の
や
う
な
処
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
北
海
道

の
原
野
に
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
奈
須
野
に
も
な
い
、
そ
の
ほ
か
ど
こ
に
あ
る
か
。
林
と
野
と
が
か
く

も
よ
く
入
り
乱
れ
て
、
生
活
と
自
然
と
が
こ
の
や
う
に
密
接
し
て
い
る
処
が
ど
こ
に
あ
る
か
。」
と

14）

は
、
国
木
田
が
絶
賛
し
た
武
蔵
野
の
情
景
を
よ
く
表
し
て
い
る
一
節
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
で
、
円
了
博
士
が
、
都
心
を
離
れ
た
田
園
地
帯
に
お
い
て
教
育
を
行

う
こ
と
に
対
す
る
憧
憬
の
念
を
持
っ
た
と
し
て
も
け
っ
し
て
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

円
了
博
士
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
る
エ
マ
ソ
ン
（
明
治
一
五
年
没
）
に
も
通
じ
て
い
た
よ
う
で

す
が
、
エ
マ
ソ
ン
が
著
書
の
「
自
然
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
「
あ
の
植
物
園
の
中
に
立
つ
と
き
、
ど

ん
な
奇
怪
な
、
ど
ん
な
野
蛮
な
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
に
美
し
い
か
た
ち
を
し
た
自
然
物
も
、
そ
れ
を

見
る
人
間
の
内
部
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
妙
な
確
信
を
覚
え
る
」「
自
然
の
全
体
が
人

間
の
精
神
の
隠
喩
で
あ
り
、
比
喩
的
表
現
で
あ
る
」「
自
然
の
す
べ
て
の
事
実
は
、
あ
る
精
神
的
な

事
実
の
象
徴
で
あ
る
。
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
外
貌
は
、
精
神
の
あ
る
状
態
に
対
応
し
て
い
る
。」
と
い

う
言
葉
を
円
了
博
士
が
知ち

悉し
つ

し
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
円
了
博
士
の
哲
学
堂
着
想
の
基
底
に

な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
エ
マ
ソ
ン
の
「
自
然
」
は
、
哲
学
堂
の
イ
メ
ー
ジ

15）
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と
ど
こ
か
し
ら
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

（
３
）
山
岳
信
仰
の
行
場

　

七
七
場
の
「
場
」
と
い
う
用
語
で
す
が
、
山
岳
信
仰
（
仏
教
）
に
お
い
て
各
地
に
体
系
的
な
経
路
を

な
す
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
行
場
（
修
行
の
場
）
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

出
羽
三
山
や
大
峰
山
な
ど
は
、
山
全
体
が
修
験
道
の
修
行
の
場
と
し
て
の
道
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
と
し
て
江
戸
時
代
以
降
に
な
り
ま
す
が
、
富
士
信
仰
に
基
づ
い
て
富
士
山

に
模
し
て
造
営
さ
れ
た
人
工
の
山
や
塚
が
全
国
各
地
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
富
士
山
は
、
女

人
禁
制
で
あ
っ
た
り
、
遠
く
て
な
か
な
か
行
き
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
身
近
な
場
所

に
富
士
山
を
模
倣
し
た
も
の
を
作
っ
て
、
誰
も
が
手
軽
に
富
士
参
拝
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で

す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
教
育
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
し
た
円
了
博
士
の
こ
と
で
す
か
ら
、

修
験
道
の
行
場
と
富
士
塚
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
哲
学
堂
が
位
置
し
て
い
る
小
高
い
丘
の
和
田
山
を
哲

学
の
修
行
の
場
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
と
し
て
造
営
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
　
哲
学
堂
公
園
の
利
用
の
仕
方

　

哲
学
堂
公
園
に
は
、
陰
陽
五
行
思
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
「
動
」
と
「
静
」
の
二
種
類
の
楽
し
み

方
が
あ
り
ま
す
。「
動
」
の
利
用
は
、
円
了
博
士
の
推
奨
す
る
ル
ー
ト
に
従
っ
て
七
七
場
を
順
番
に

巡
る
も
の
で
す
。
一
方
、「
静
」
の
利
用
は
、
四
聖
堂
や
髑
髏
庵
な
ど
に
お
い
て
季
節
や
天
候
に

よ
っ
て
様
々
な
顔
を
見
せ
る
八
種
類
の
景
観
を
楽
し
む
も
の
で
す
。

３） 
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七
七
場
巡
り
：「
動
」
の
利
用

　

哲
学
堂
に
は
、
七
七
の
ポ
イ
ン
ト
が
体
系
的
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
イ
ン
ト
に

は
円
了
博
士
自
ら
の
手
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
と
呼
称
が
付
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
一
定
の
順
番
で
こ

れ
ら
を
見
て
回
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
七
七
場
の
名
勝
及
び
デ
ザ
イ
ン
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
円
了
博
士
の
手
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
哲
学
堂
案
内
」
や
中
野
区
が
発
行
し
て
い
る

公
園
案
内
に
詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
順
番
と
概
略
を
記
す
に
と
ど
め
さ
せ
て

頂
き
ま
す
（
表
４
参
照
）。

　

な
お
、
哲
学
堂
の
全
体
構
成
の
概
略
で
す
が
、
大
き
く
は
丘
の
上
の
平
坦
部
分
と
左
右
に
広
が
る

丘
の
下
の
低
地
部
分
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
丘
の
上
の
平
坦
部
分
に
は
、
哲
学
堂
の
中
核
を
な
す
四

聖
堂
・
六
賢
台
・
三
学
亭
な
ど
が
あ
り
、
円
了
博
士
が
古
今
東
西
の
哲
学
者
の
中
で
代
表
的
な
人
と

し
て
選
定
を
し
た
孔
子
・
釈
迦
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン
ト
の
四
聖
、
聖
徳
太
子
・
菅
原
道
真
・
荘

子
・
朱
子
・
龍
樹
・
迦
毘
羅
の
六
賢
、
平
田
篤
胤
・
林
羅
山
・
釈
凝
然
の
三
学
を
祀
っ
て
い
ま
す
。

３）
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表４　哲学堂７７場の一覧
※は現存しない施設

番
号 名称 読み 概要 番

号 名称 読み 概要

1 哲学関 （てつがくかん） 入口の石柱 40 後天沼 （こうてんぬま） 小さな池

2 真理界 （しんりかい） 人口の石柱 41 原子橋 （げんしきょう） 池に架かる橋

3 鑚仰軒 （さんぎょうけん） 門戸監守の家 42 自然井 （しぜんせい） 天然泉

4 哲理門 （てつりもん） 俗称は「妖怪門」 43 造化澗 （ぞうかかん） 断崖一帯

5 一元牆 （いちげんしょう） 境界の垣根 44 二元衢 （にげんく） 道の岐路

6 常識門 （じょうしきもん） 来観者の入口 45 学界津 （がっかいつ） 水辺のあたり

7 髑髏庵 （どくろあん） 入園受付の棟 46 独断峡 （どくだんきょう） 切り通し

8 復活廊 （ふっかつろう） つなぎ廊下 47 唯心庭 （ゆいしんてい） 心字池の－帯

9 鬼神窟 （きしんくつ） 二階作りの客室 48 心字池 （しんじいけ） 心の字の池

10 接神室 （せっしんしつ） 鬼神窟の一階 49 倫理淵 （りんりえん） 川の淵

11 霊明閣 （れいめいかく） 鬼神窟の二階 50 心理崖 （しんりがい） 山側の崖

12 天狗松※ （てんぐまつ） 高い松の木 51 理性島 （りせいじま） 池の中心の島

13 時空岡 （じくうこう） 四聖堂周辺の平地 52 鬼灯 （きとう） 鬼の灯篭

14 百科叢 （ひゃっかそう） 木陰の草木 53 概念橋 （がいねんきょう） 池に架かる橋

15 四聖堂 （しせいどう） 哲学堂の中心建物 54 先天泉 （せんてんせん） 天然泉

16 唱念塔 （しょうねんとう） 四聖堂内の石柱 55 主観亭 （しゅかんてい） 休息所

17 六賢台 （ろっけんだい） 赤い三層六角建物 56 直覚径 （ちょっかくけい） 庭から丘への坂道

18 筆　塚 （ふでづか） 筆の石碑 57 認識路 （にんしきろ） 迂回する坂道

19 懐疑巷 （かいぎこう） 道の分岐点 58 論理域 （ろんりいき） 庭から丘周辺

20 経験坂 （けいけんざか） 階段の坂道 59 演繹観 （えんえきかん） 傘形の休急所

21 感覚巒 （かんかくらん） 坂の途中の場所 60 帰納場 （きのうじょう） 三脚の休息台

22 万有林 （ばんゆうりん） 松林 61 意識駅 （いしきえき） 二脚の腰掛

23 三祖苑 （さんそえん） 三祖碑のある庭園 62 絶対城 （ぜったいじょう） 読書堂

24 三字壇 （さんじだん） 石の腰掛 63 聖哲碑 （せいてつひ） 四聖の肖像碑

25 三祖碑 （さんそひ） 哲学者の石碑 64 観念脚 （かんねんきゃく） 二階の閲覧室

26 哲史蹊 （てっしけい） 哲学のこみち 65 観察境※ （かんさつきょう） 展望台

27 唯物園 （ゆいぶつえん） 物字壇のある庭園 66 記念碑 （きねんひ） 唐子の碑

28 物字壇 （ぶつじだん） 芝の「物」字 67 相対渓 （そうたいけい） 水のない溝

29 客観廬 （きゃっかんろ） 休息所 68 理想橋 （りそうきょう） 溝に架かる橋

30 進化溝 （しんかこう） 水を引く溝 69 理外門 （りがいもん） 本園の裏門

31 理化潭 （りかたん） 水を湛えた所 70 幽霊梅 （ゆうれいばい） 梅の木

32 博物隄 （はくぶつてい） 堤 71 宇宙館 （うちゅうかん） 講義室

33 数理江 （すうりこう） 妙正寺川 72 皇国殿 （こうこくでん） 宇宙館の内室

34 観象梁 （かんしょうりょう）川に架かる橋 73 三学亭 （さんがくてい） 三角形の東屋

35 望遠橋※ （ぼうえんきょう） 橋 74 硯　塚 （すずりづか） 硯の石碑

36 星界洲 （せいかいす） 川の対岸の域 75 無尽蔵 （むじんぞう） 陳列所

37 半月台※ （はんげつだい） 建築物 76 向上楼 （こうじょうろう） 無尽蔵の二階

38 神秘洞 （しんぴどう） 石窟 77 万象庫 （ばんしょうこ） 無尽蔵の一階

39 狸　灯 （りとう） 狸の灯篭
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こ
こ
か
ら
下
界
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
形
で
、
丘
の
下
に
は
低
地
部
分
が
広
が
っ
て
お
り
、
こ
の
低
地

部
分
は
右
翼
側
が
唯
物
園
、
左
翼
側
が
唯
心
庭
の
二
つ
に
分
か
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
お

よ
そ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
か
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
な
が
ら

園
内
を
巡
る
と
、
哲
学
堂
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
唯
物
園
と
唯
心
庭
で
す
が
、
往
時
は
、
哲
学
の
分
野
に
お
け
る
学
術
的
な
論
争
の
一

つ
と
し
て
、
唯
物
論
と
唯
心
論
の
二
項
対
立
的
な
命
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
円
了

博
士
は
、
両
者
の
発
展
的
な
融
合
理
論
と
し
て
の
「
唯
理
論
」
を
提
唱
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
時
代
背
景
を
透
か
し
な
が
ら
哲
学
堂
を
散
策
し
、
丘
の
上
の
四
聖
堂
や
六
賢
台
か
ら
は
、
対
立
的

な
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
唯
心
論
（
唯
心
庭
）
と
唯
物
論
（
唯
物
園
）
の
あ
り
さ
ま
を
客
観
的
に
見
下

ろ
し
な
が
ら
思
索
を
巡
ら
し
て
み
る
の
も
一
考
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

哲理門

物字壇

心字池

時空岡一帯（左手は四聖堂、中央奥は六賢台）

四聖堂

六賢台
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哲
学
堂
八
景
：「
静
」
の
利
用

　

哲
学
堂
に
は
、
知
名
度
は
低
い
よ
う
で
す
が
「
哲
学
堂
八
景
」
と
い
う
景
色
を
楽
し
め
る
名
所
が

あ
り
ま
す
。
八
景
と
は
、
そ
の
土
地
の
風
光
明
美
な
状
況
を
八
つ
の
ポ
イ
ン
ト
や
シ
ー
ン
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
の
八
景
の
由
来
は
、
一
一
世
紀
の
北
宋
時
代
に
湖
南
省
の
洞
庭

湖
に
面
し
た
瀟
湘
（
し
ょ
う
そ
う
）
地
方
で
、
宋
迪
（
そ
う
て
き
）
が
選
ん
だ
「
瀟
湘
八
景
」
が
は
じ
ま
り

で
す
。
こ
れ
は
、
八
つ
の
主
題
（「
夜
雨
（
水
辺
の
夜
の
雨
）、
晩
鐘
（
山
寺
の
晩
鐘
）、
落
雁
（
田
に
降
り
立
っ
た
雁

の
群
）、
晴
嵐
（
朝
靄
に
煙
る
松
林
）、
帰
帆
（
港
に
帰
る
漁
船
）、
夕
照
（
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
遠
く
の
山
）、
秋
月
（
水
面

に
映
る
秋
の
月
）、
暮
雪
（
夕
暮
れ
の
雪
景
色
）」）
に
基
づ
い
て
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
八
景

と
は
、
地
域
を
象
徴
す
る
優
れ
た
景
観
を
評
価
・
選
定
す
る
た
め
の
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
見
立

て
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
八
景
の
選
定
事
例
と
し
て
は
、
室
町
時
代
に
琵
琶
湖
の
南
西
方
面
に
お
い
て
、

近
衛
政
家
が
瀟
湘
八
景
に
倣
っ
て
選
ん
だ
「
近
江
八
景
」
が
著
名
で
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
で
は
、

神
奈
川
県
金
沢
の
景
勝
地
を
選
ん
だ
「
金
沢
八
景
」
が
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
な

お
、
最
近
で
は
、
全
国
各
地
で
八
景
の
選
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
二
〇
〇
を
超
え
る
と
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

円
了
博
士
が
哲
学
堂
に
お
い
て
選
定
し
た
八
景
は
、
①
富
士
暮
雪
、
②
御
霊
帰
鴉
、
③
玉
橋
秋

月
、
④
氷
川
夕
照
、
⑤
薬
師
晩
鐘
、
⑥
古
田
落
雁
、
⑦
鼓
岡
晴
嵐
、
⑧
魔
松
夜
雨
、
の
八
つ
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
富
士
暮
雪
：
四
聖
堂
や
髑
髏
庵
の
軒
先
な
ど
か
ら
西
南
の
方
角
に
臨
む
こ
と
が
で
き
る
夕
暮
れ
時

の
雪
を
被
っ
た
富
士
山

②
御
霊
帰
鴉
：
葛
谷
御
霊
神
社
の
社
寺
林
を
ね
ぐ
ら
と
す
る
カ
ラ
ス
が
夕
方
に
飛
ん
で
帰
っ
て
く
る

様
子

③
玉
橋
秋
月
：
妙
正
寺
川
に
か
か
っ
て
い
る
橋
と
そ
の
上
に
出
て
い
る
月
。「
玉
橋
」
は
多
摩
川
の

水
が
流
水
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来

20）
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④
氷
川
夕
照
：
江
古
田
氷
川
神
社
と
そ
の
社
寺
林
が
夕
陽
を
反
射
し
て
輝
い
て
い
る
様
子

⑤
薬
師
晩
鐘
：
西
南
西
の
方
角
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
所
に
あ
る
新
井
薬
師
梅
照
院
に
お

い
て
朝
夕
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の
音

⑥
古
田
落
雁
：
哲
学
堂
の
周
辺
の
田
ん
ぼ
に
降
り
立
っ
た
雁
や
雁
が
隊
列
を
組
ん
で
飛
ん
で
い
く
様

子
⑦
鼓
岡
晴
嵐
：
哲
学
堂
の
あ
る
丘
の
一
帯
が
朝
も
や
な
ど
で
け
ぶ
っ
て
い
る
様
子
。「
鼓
岡
」
は
こ

の
丘
の
上
が
和
田
義
盛
の
城
で
あ
り
、
兵
隊
の
演
習
で
鼓
を
打
ち
な
ら
し
た
こ
と
に
由
来

⑧
魔
松
夜
雨
：
四
聖
堂
の
近
く
に
あ
っ
た
大
木
の
天
狗
松
に
雨
が
降
り
注
い
で
い
る
様
子

あ
と
が
き

　

平
成
二
四
年
は
東
洋
大
学
創
立
一
二
五
周
年
に
当
た
る
年
で
し
た
。
小
職
は
、
そ
れ
を
記
念
し
て

発
刊
さ
れ
た
「
哲
学
を
し
よ
う
！
考
え
る
ヒ
ン
ト
30
」
の
企
画
・
執
筆
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
機

会
を
得
ま
し
た
。
そ
の
企
画
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
井
上
円
了
博
士
の
主
だ
っ
た
著
述
を
通
読
し

ま
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
井
上
円
了
博
士
の
偉
大
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
す
。

　

ま
た
、
縁
あ
っ
て
今
回
も
哲
学
堂
の
所
以
を
ま
と
め
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
哲
学

堂
は
円
了
博
士
の
思
想
や
行
動
を
如
実
に
表
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、「
田
学
」
を
旨
と
し
つ
つ
も

向
上
門
と
向
下
門
の
バ
ラ
ン
ス
の
妙
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

21）
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「
哲
学
を
し
よ
う
！
考
え
る
ヒ
ン
ト
30
」
の
編
集
後
記
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
現
代
は
、
大
量
の

情
報
が
飛
び
交
い
、
価
値
観
も
多
様
化
し
た
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
複
雑

か
つ
混
沌
と
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
ま
で
以
上
に
、
円
了
博
士
が
重
要
視
し
て
い
た
、
物

事
の
真
理
を
見
極
め
る
こ
と
の
で
き
る
「
考
え
る
力
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
知
識
や
情
報
」
は
時
の
経
過
と
と
も
に
陳
腐
化
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
身
に
付

け
た
「
考
え
る
力
」
は
一
生
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
古
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
堂
を
利

用
・
体
験
す
る
こ
と
が
、
こ
の
「
考
え
る
力
（
哲
学
的
な
思
考
を
実
践
で
き
る
力
）」
の
習
得
の
契
機
と
な
る

こ
と
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

末
文
に
な
り
ま
す
が
、
哲
学
堂
公
園
の
利
用
実
態
調
査
に
協
力
を
し
て
頂
い
た
東
海
林
ゼ
ミ
の
学

生
諸
君
に
お
礼
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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