
 1 

古

文

書

と

共

に

〔

十

〕

 

  

徳

川

家

康

の

遺

訓

と

い

え

ば

「

人

の

一

生

は

重

荷

を

負

う

て

遠

き

道

を

行

く

が

ご

と

し

、

云

々

」

が

有

名

だ

が

、

こ

れ

は

偽

書

で

あ

る

と

し

て

、

歴

史

的

価

値

が

認

め

ら

れ

て

い

な

い

。

で

は

誰

の

作

で

あ

る

の

か

、

そ

れ

も

は

っ

き

り

し

て

い

な

い

。

し

か

し

家

康

な

ら

で

は

言

え

る

に

相

応

し

い

内

容

で

あ

り

、

文

章

も

す

ぐ

れ

て

い

る

の

で

、

江

戸

時

代

に

は

家

康

の

言

葉

と

し

て

疑

い

な

く

信

じ

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

 

こ

の

写

本

『

東

照

神

宮

御

遺

状

』

は

安

政

四

年

に

写

し

書

か

れ

て

い

る

。

元

と

な

る

書

物

に

つ

い

て

菱

田

幸

助

と

い

う

人

物

が

宝

暦

元

年

に

秘

蔵

さ

れ

て

い

た

家

康

自

筆

の

百

箇

条

を

写

し

た

と

の

添

書

き

が

あ

る

。

こ

の

百

箇

条

も

実

は

偽

書

で

あ

る

こ

と

が

定

説

に

な

っ

て

い

る

。

後

半

に

台

徳

院

（

秀

忠

）

の

御

台

所

へ

送

っ

た

手

紙

の

内

容

が

記

さ

れ

て

い

る

。｢

人

の

一

生

は

｣

の

有

名

な

遺

訓

は

そ

の

冒

頭

に

載

せ

ら

れ

て

い

る

。

宝

暦

以

後

に

表

向

き

に

は

出

せ

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

が

、

徳

川

家

臣

の

必

読

書

と

し

て

密

か

に

写

し

継

が

れ

て

き

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

 

実

は

家

康

が

直

接

書

き

残

し

た

遺

訓

は

な

い

の

だ

が

、

な

ぜ

家

康

の

言

行

が

潤

色

さ

れ

数

々

の

教

訓

が

作

ら

れ

伝

え

ら

れ

て

き

た

の

だ

ろ

う

。

そ

れ

は

家

康

の

思

想

を

理

想

的

に

考

え

る

崇

拝

者

が

い

て

、

こ

の

よ

う

な

偽

書

を

生

み

出

し

、

聖

典

と

し

て

扱

わ

れ

て

き

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

宗

教

と

も

い

え

る

の

で

、

私

な

り

の

考

察

を

後

に

述

べ

て

み

た

い

。

 

著

作

の

真

偽

は

別

と

し

て

当

時

家

康

の

教

訓

と

し

て

認

め

ら

れ

て

い

た

歴

史

的

背

景

を

知

る

上

で

の

古

文

書

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

て

よ

い

だ

ろ

う

。

知

名

度

が

高

い

の

で

初

学

者

の

古

文

書

の

テ

キ

ス

ト

と

し

て

も

お

も

し

ろ

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

  

表

紙

 

写

本

で

は

あ

る

が

糸

綴

じ

製

本

さ

れ

て

お

り

、

題

箋

も

手

書

き

で

付

け

ら

れ

て

い

る

。

 

 

 

最

終

頁

に

こ

れ

を

写

し

た

日

付

お

よ

び

人

物

が

書

か

れ

て

い

る

。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

安

政

四

年

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

丁

巳

七

月

吉

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文

周

？

(

花

押

)
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東

照

神

君

御

遺

教

 

  

家

康

の

遺

訓

と

い

え

ば

ま

ず

思

い

浮

か

べ

る

の

が

こ

れ

で

あ

る

。

実

は

全

く

の

創

作

で

あ

る

が

、

偽

作

と

断

定

さ

れ

て

も

家

康

の

人

世

訓

と

し

て

今

に

語

り

継

が

れ

て

い

る

。

 

 

 

東

照

神

君

御

遺

教

 

人

の

一

生

は

重

荷

を

負

て

遠

き

道

を

行

が

こ

と

し

、

急

く

 

へ

か

ら

す

、

不

自

由

を

常

と

思

へ

ハ

不

足

な

し

、

心

に

望

発

る

 

な

ら

ハ

、

我

よ

り

困

窮

の

者

を

思

ふ

へ

し

、

堪

忍

ハ

無

事

 

長

久

の

基

ひ

、

物

好

ミ

ハ

敵

と

思

へ

、

勝

事

計

り

を

知

て

、

 

負

る

事

を

し

ら

す

ハ

、

其

身

を

害

す

る

に

至

る

、

唯

己

を

 

責

て

人

を

改

る

な

、

何

事

も

及

さ

る

事

過

た

る

 

よ

り

増

る

ぞ

か

し

 

  

「

人

の

一

生

は

重

荷

を

負

っ

て

遠

き

道

を

ゆ

く

が

ご

と

し

」

、

「

不

自

由

を

常

と

思

へ

ば

不

足

な

し

」

の

文

言

は

特

に

人

口

に

膾

炙

し

て

い

る

有

名

す

ぎ

る

ほ

ど

の

人

生

訓

で

あ

る

。

そ

れ

は

と

り

も

な

お

さ

ず

、

家

康

の

一

生

が

そ

の

言

葉

通

り

で

あ

っ

た

が

ゆ

え

に

遺

訓

の

価

値

は

増

幅

し

て

い

っ

た

と

い

っ

て

も

よ

い

。

 

し

か

し

、

実

は

全

く

後

世

の

創

作

な

の

で

あ

る

。

全

く

の

創

作

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

各

東

照

宮

に

真

筆

が

お

か

れ

複

製

が

頒

布

さ

れ

て

「

家

康

の

遺

訓

」

と

し

て

人

々

に

浸

透

し

て

い

る

と

こ

ろ

に

、

ま

た

こ

の

遺

訓

の

価

値

が

あ

る

の

で

あ

る

。

 

「

偽

物

」

と

は

意

味

が

ち

が

う

の

で

あ

る

。

製

作

す

る

側

が

ニ

セ

物

と

し

て

普

及

さ

せ

て

も

、

受

け

と

め

る

側

の

人

々

の

意

識

が

拒

否

す

る

な

ら

所

詮

ど

こ

ま

で

も

ニ

セ

物

で

あ

る

が

、

家

康

の

場

合

は

む

し

ろ

う

け

と

め

る

側

の

家

康

讃

美

が

、

か

え

っ

て

理

想

的

人

生

訓

を

作

り

あ

げ

て

い

っ

た

の

で

あ

り

、

い

わ

ば

、

歴

史

に

お

け

る

思

想

の

所

産

と

も

云

う

べ

き

も

の

で

あ

る

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

『

戦

国

武

将

の

家

訓

』

佐

藤

和

夫

著

）

 

 

ま

た

徳

川

宗

家

の

子

孫

で

徳

川

美

術

館

の

館

長

で

も

あ

る

徳

川

義

宣

氏

の

研

究

に

よ

る

と

こ

れ

は

徳

川

光

圀

の

訓

と

し

て

伝

え

ら

れ

た

一

文

が

幕

末

に

な

っ

て

家

康

の

遺

訓

と

し

て

世

に

広

ま

っ

た

と

の

こ

と

で

あ

る

。

各

所

に

あ

る

家

康

自

筆

の

遺

訓

は

明

治

に

な

っ

て

贋

作

さ

れ

た

こ

と

ま

で

調

べ

ら

れ

て

い

る

。

家

康

の

文

面

と

し

て

は

幕

末

か

ら

と

の

こ

と

だ

が

、

少

な

く

と

も

安

政

四

年

に

は

あ

っ

た

こ

と

を

こ

の

写

本

が

語

っ

て

い

る

。

 

 

私

は

こ

れ

を

仏

典

で

い

え

ば

般

若

心

経

と

同

じ

目

的

で

成

立

し

た

と

思

っ

て

い

る

。

膨

大

な

量

の

経

典

は

理

解

し

が

た

い

と

こ

ろ

か

ら

発

生

し

た

の

が

般

若

心

経

で

あ

る

が

、

こ

れ

も

家

康

の

遺

訓

を

簡

潔

に

理

解

す

る

た

め

に

創

作

さ

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。
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御

遺

状

宝

蔵

入

百

箇

条

 

 

添

書

き

に

は

、

月

番

の

老

中

以

外

は

見

る

事

が

で

き

な

い

秘

書

で

あ

る

。

と

書

か

れ

て

い

る

。

現

在

で

は

偽

書

と

さ

れ

て

い

る

が

表

題

は

違

う

が

同

じ

内

容

の

書

物

が

数

々

出

さ

れ

て

い

る

。

 

                      

 

（

漢

文

調

な

の

で

口

語

訳

に

し

た

。

）

 

御

遺

状

宝

蔵

入

百

箇

条

 

一

、

先

ず

己

の

好

む

所

を

避

け

専

ら

己

の

嫌

う

所

を

務

む

べ

き

事

 

一

、

鰥

寡

孤

独

の

輩

に

於

い

て

は

尤

も

憐

れ

み

を

加

う

る

べ

し

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

是

れ

仁

政

の

基

為

る

故

也

 

一

、

神

祇

を

尊

崇

し

心

身

を

琢

磨

す

る

は

生

涯

怠

る

べ

か

ら

ざ

る

事

 

一

、

代

々

世

続

こ

れ

無

き

時

は

井

伊

、

本

田

、

酒

井

、

榊

原

等

の

老

臣

 

 
 

に

会

合

せ

し

め

縁

の

遠

近

に

依

ら

ず

、

其

の

器

に

当

る

者

を

選

び

て

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

相

議

し

相

定

む

べ

き

事

 

一

、

征

夷

将

軍

宣

下

の

法

式

は

鎌

倉

殿

を

以

て

例

と

す

、

日

本

国

中

知

行

 

 
 

の

惣

高

弐

千

八

百

十

万

石

の

内

弐

千

万

石

を

配

当

せ

し

め

、

忠

勤

の

 

 
 

大

小

名

へ

八

百

万

石

を

知

行

す

。

禁

裏

の

警

衛

に

備

え
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添

書

き

 

 

 

右

百

箇

条

者

 

 

東

照

宮

様

於

駿

府

御

自

筆

之

御

条

目

納

御

宝

蔵

、

御

月

番

 

 

御

老

中

之

外

拝

見

無

之

某

昔

仕

官

致

屋

敷

記

書

之

阿

久

津

 

 
 

依

懇

望

写

之

親

類

兄

弟

之

家

た

り

と

も

御

貸

被

成

間

敷

候

、

御

一

 

 

代

之

秘

書

被

思

召

、

亦

者

某

之

形

見

ニ

被

思

召

被

下

候

 

 
 

 

宝

暦

元

年

十

一

月

中

旬

 
 

菱

田

幸

助

龍

 

書

 

 

右

秘

書

者

公

儀

之

恐

有

之

ニ

付

他

見

堅

停

止

大

切

御

取

持

可

被

成

候

 

        

                           



 5 

台

徳

院

様

之

御

台

様

江

御

文

之

写

 

 

「

学

問

は

唐

の

書

ば

か

り

見

る

に

あ

ら

ず

、

ま

づ

第

一

に

拝

見

す

べ

き

は

、

東

照

宮

の

御

遺

訓

な

ら

び

に

、

同

君

よ

り

崇

源

院

様

(

秀

忠

夫

人

)

へ

の

御

文

、

且

つ

室

鳩

巣

の

駿

台

雑

話

、

貝

原

篤

信

(

益

軒

)

が

大

和

俗

訓

家

道

訓

な

ど

の

類

、

熊

沢

了

海

(

蕃

山

)

が

集

義

和

外

の

書

、

其

外

教

訓

の

和

書

を

見

る

べ

し

」

 

羽

太

正

養

(

ま

さ

や

す

)

の

家

訓

(

『

羽

太

家

訓

』

(

正

養

院

家

訓

)

巻

之

中

)

で

あ

る

。

寛

政

七

年

(

一

七

九

五

)

の

作

で

あ

る

。

正

養

は

二

百

俵

相

当

の

旗

本

か

ら

布

衣

待

遇

千

俵

高

の

田

安

家

用

人

・

西

丸

御

目

付

・

千

石

高

の

目

付

・

蝦

夷

奉

行

な

ど

を

つ

と

め

た

。
 

ま

づ

第

一

に

拝

見

す

べ

き

と

さ

れ

て

い

る

も

う

ひ

と

つ

で

あ

る

崇

源

院

様

へ

の

御

文

が

こ

の

写

本

の

後

半

に

載

せ

て

あ

る

。

子

供

の

養

育

に

関

す

る

教

養

書

と

し

て

必

読

の

書

で

あ

っ

た

。

 

 

ま

た

、

第

一

と

さ

れ

て

い

る

は

じ

め

の

東

照

宮

の

御

遺

訓

は

｢

人

の

一

生

は

｣

と

は

別

の

も

の

で

本

編

と

附

録

が

あ

り

、

本

編

二

十

八

条

は

家

康

の

言

行

録

、

附

録

二

十

八

条

は

秀

忠

・

家

光

の

言

行

録

で

な

り

た

っ

て

い

る

。

御

三

家

・

諸

大

名

ら

が

蔵

書

し

た

記

録

の

残

る

バ

イ

ブ

ル

的

存

在

の

『

東

照

宮

御

遺

訓

』

で

あ

る

。

恐

ら

く

こ

の

写

本

と

同

所

に

こ

れ

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。
「

上

は

将

軍

か

ら

下

は

平

士

に

至

る

ま

で

基

本

的

な

教

訓

と

し

て

指

導

者

階

級

の

宝

典

」

(

『

近

世

以

降

武

家

教

訓

の

研

究

』

近

藤

斉

著

)

で

あ

っ

た

。

し

か

し

内

容

か

ら

偽

書

の

疑

い

が

高

く

、

同

氏

に

よ

り

貝

原

益

軒

の

作

で

は

な

い

か

と

推

定

さ

れ

て

い

る

。

 

   

 

一

筆

申

入

候

、

日

増

ニ

暖

気

ニ

成

候

而

暮

能

候

、

其

許

無

事

若

達

 

 

も

息

才

ニ

候

哉

承

り

度

候

、

旧

年

者

ゆ

る

ゆ

る

御

目

ニ

懸

り

悦

入

候

 

 

其

節

何

角

御

両

所

御

世

話

共

老

後

之

楽

ミ

ニ

候

、

宜

表

江

も

此

段

 

 

頼

入

候

 

一

竹

千

代

国

松

殊

之

外

成

人

悦

入

候

、

夫

ニ

付

先

頃

其

御

地

江

参

候

節

 

 

竹

江

之

付

人

之

事

、

被

申

付

候

様

ニ

と

申

置

候

、

定

而

被

御

申

付

 

一

国

事

者

一

体

殊

之

外

発

明

な

る

生

れ

付

ニ

而

重

畳

之

事

其

元

分

 

 

て

御

秘

蔵

の

よ

し

左

様

可

有

事

ニ

候

、

夫

故

存

寄

申

入

候

間

 

 

よ

く

御

心

得

生

立

候

様

ニ

可

被

成

候

 

       



 6 

 

(

省

略

)
 

一

我

等

近

年

日

課

を

六

万

遍

宛

唱

へ

候

事

ハ

老

人

の

入

ら

ぬ

課

役

 

 

ニ

而

候

、

遍

数

へ

ら

し

候

様

ニ

皆

々

申

聞

候

、

成

程

遍

数

へ

ら

し

候

而

 

 

楽

ニ

な

り

可

申

候

得

共

、

幼

少

よ

り

戦

国

ニ

生

れ

多

の

人

を

殺

し

候

ハ

責

て

 

罪

亡

し

ニ

候

半

且

若

年

よ

り

一

日

も

隙

に

暮

し

候

ニ

も

無

き

身

故

当

時

 

閑

暇

故

隙

過

て

困

り

申

候

、

何

ぞ

業

を

致

度

候

得

共

夫

も

入

ら

ぬ

 

 

事

故

念

仏

を

日

々

稽

古

い

た

し

候

故

毎

日

朝

起

致

し

夜

早

く

 

 

休

ミ

不

申

怠

ら

ぬ

様

ニ

心

懸

候

、

夫

故

食

事

の

あ

た

り

も

な

く

健

ニ

 

 

御

念

仏

の

頼

と

存

候

、

古

人

よ

り

申

伝

候

先

者

人

行

儀

を

正

さ

れ

と

 

     

 

 
 

思

ふ

ハ

丶

先

平

日

の

起

伏

の

利

根

と

食

事

と

同

時

ニ

候

、

惣

し

て

 

 
 

気

丈

過

て

ハ

危

き

事

ニ

候

、

勇

気

ハ

分

て

無

て

ハ

な

ら

ぬ

事

ニ

 

 
 

候

得

共

只

や

わ

ら

か

に

大

よ

う

ニ

有

度

事

ニ

候

、

側

ニ

召

使

候

者

 

 
 

か

さ

つ

無

之

様

可

申

付

候

 

 

右

之

通

り

能

々

御

申

聞

せ

只

直

ニ

父

母

兄

弟

之

中

礼

儀

作

法

 

 

規

の

様

ニ

呉

々

も

御

育

可

被

成

候

、

右

文

ハ

国

江

御

渡

置

成

人

の

後

 

も

能

々

相

心

得

候

様

御

お

し

え

可

被

成

候

、

賀

し

て

 

 
 

返

す

返

す

も

国

事

随

分

御

心

懸

可

被

成

候

、

右

之

通

ニ

さ

へ

御

育

 

 
 

被

成

候

得

者

案

申

事

ハ

こ

れ

な

く

候
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こ

の

六

万

遍

日

課

念

仏

は

慶

長

十

七

年

(

一

六

一

二

)

四

月

一

日

に

は

じ

ま

り

、

十

二

月

三

日

ま

で

の

間

で

あ

り

、

家

康

七

十

一

歳

の

と

き

に

書

か

れ

た

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

手

紙

が

真

実

で

あ

れ

ば

そ

れ

以

降

に

書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

日

課

念

仏

は

現

物

が

残

さ

れ

て

お

り

山

岡

鉄

舟

の

鑑

定

書

が

添

え

ら

れ

て

重

要

美

術

品

に

認

定

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

ら

は

贋

作

で

あ

る

こ

と

が

証

明

さ

れ

て

い

る

。

 

 

日

課

念

仏

が

行

わ

れ

た

こ

と

は

『

大

樹

寺

帰

敬

録

』

・

『

松

平

啓

運

記

』

な

ど

に

、

晩

年

の

家

康

が

三

河

大

樹

寺

の

登

誉

上

人

に

勧

め

ら

れ

た

と

の

記

事

が

見

え

る

の

で

事

実

で

あ

る

。

こ

こ

に

も

家

康

の

辛

抱

強

い

一

面

が

現

れ

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

 

 

こ

こ

で

注

意

し

た

い

こ

と

は

、

山

岡

鉄

舟

の

鑑

定

書

の

日

付

は

明

治

十

九

年

十

月

と

あ

る

よ

う

で

、

時

代

が

落

着

き

を

見

せ

江

戸

を

特

に

文

化

面

で

見

直

す

余

裕

が

出

来

て

き

た

頃

で

あ

る

。

山

岡

鉄

舟

ら

江

戸

を

生

き

た

文

化

人

が

復

活

し

は

じ

め

た

の

で

あ

る

。

 

             

 

 
 

右

之

御

文

ハ

乍

恐

 

 
 

神

君

様

駿

河

ニ

被

為

 

入

候

頃

江

戸

江

御

成

有

之

、

還

御

後

 

 
 

台

徳

院

様

之

御

台

様

江

被

 

進

候

御

文

之

写

、

縁

有

て

一

度

 

 
 

拝

見

仕

後

世

赤

子

ノ

育

方

ニ

能

手

本

と

申

存
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考

察

 

 

壮

麗

な

東

照

宮

、

権

現

様

・

東

照

大

神

君

は

、

以

後

徳

川

三

百

年

の

象

徴

で

あ

り

、

家

康

の

言

行

は

直

接

間

接

に

語

り

書

き

伝

え

ら

れ

て

ゆ

く

う

ち

に

、

潤

色

さ

れ

神

秘

化

さ

れ

、

讃

美

の

あ

ま

り

創

作

ま

で

な

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

ゆ

き

、

幕

府

政

策

の

基

本

理

念

と

し

て

「

祖

法

」

の

名

の

も

と

に

「

権

現

様

御

捉

の

ご

と

く

」

と

し

て

、

幕

末

ま

で

日

本

の

政

治

の

動

向

を

支

配

し

た

。

 
 

 
 

 
 

（

『

戦

国

武

将

の

家

訓

』

佐

藤

和

夫

著

）

 

 

 

こ

こ

で

私

は

仏

教

に

お

け

る

経

典

と

の

類

似

点

を

指

摘

し

て

み

た

い

。

経

典

は

釈

迦

が

行

っ

た

説

法

を

記

録

し

た

も

の

だ

が

、

釈

迦

自

身

が

書

い

た

も

の

で

は

な

い

。

釈

迦

の

入

滅

後

、

弟

子

た

ち

が

そ

れ

ぞ

れ

「

如

是

我

聞

」

と

前

置

き

し

て

書

き

記

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

潤

色

さ

れ

神

秘

化

さ

れ

、

讃

美

の

あ

ま

り

創

作

ま

で

な

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

で

き

た

も

の

が

経

典

で

あ

る

。

 

 

家

康

の

聞

書

き

さ

れ

た

教

訓

は

仏

教

の

経

典

と

全

く

同

じ

成

立

過

程

を

辿

っ

て

い

る

。

家

康

も

江

戸

時

代

は

死

後

権

現

様

と

い

う

神

と

し

て

崇

め

ら

れ

て

い

た

。

崇

拝

者

に

よ

り

教

訓

が

ま

と

め

ら

れ

、

そ

の

際

創

作

が

含

ま

れ

て

も

当

然

で

あ

る

。

ひ

と

り

の

人

物

の

思

想

が

本

人

か

ら

離

れ

て

周

囲

の

人

物

や

社

会

の

評

価

が

加

わ

り

、

新

た

な

人

物

像

が

形

成

さ

れ

て

い

く

の

で

あ

る

。

 

釈

迦

よ

り

は

家

康

の

実

像

を

知

る

史

料

は

多

く

あ

る

が

、

こ

れ

は

思

想

面

で

家

臣

ら

が

家

康

を

ど

う

見

て

い

た

か

を

知

る

よ

い

教

材

で

あ

る

。

私

た

ち

は

こ

れ

ら

の

形

成

過

程

を

分

析

す

る

こ

と

で

家

康

の

実

像

を

推

測

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

釈

迦

の

場

合

は

経

典

の

み

が

彼

の

実

像

を

知

る

全

て

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

 

明

治

維

新

に

家

康

の

神

と

し

て

の

存

在

は

否

定

さ

れ

、

徳

川

封

建

制

時

代

の

も

の

は

み

な

忌

み

嫌

い

廃

棄

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

こ

れ

ら

の

書

物

も

影

響

を

受

け

て

残

存

量

は

少

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

に

違

い

な

い

。

ま

た

近

代

に

お

い

て

偽

書

と

い

う

こ

と

が

判

明

し

て

学

術

的

な

価

値

が

な

い

と

し

て

さ

ら

に

処

分

さ

れ

た

も

の

も

多

い

だ

ろ

う

。

し

か

し

本

人

の

作

か

ど

う

か

で

価

値

を

決

め

る

の

で

は

な

く

、

思

想

文

化

的

な

面

の

資

料

と

し

て

価

値

が

あ

る

か

ど

う

か

を

考

え

る

よ

う

、

改

め

て

見

直

し

て

み

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

偽

書

と

い

う

と

語

弊

が

あ

る

か

も

知

れ

な

い

が

仏

教

の

経

典

が

思

想

面

で

の

学

術

的

価

値

が

あ

る

よ

う

に

。

 


