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「安吾館」での演奏会

碧南市哲学たいけん村「無我苑」

　「
哲
学
た
い
け
ん
村
無
我
苑
」
は
、
全
国

で
も
珍
し
い
「
哲
学
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
公

共
施
設
で
す
。

　「
無
我
愛
」
を
説
い
た
哲
学
者
・
伊
藤
証

信
の
哲
学
研
鑽
の
場
「
無
我
苑
」（
以
下

「
旧
無
我
苑
」
と
す
る
）
を
碧
南
市
が
譲
り

受
け
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、「
心
の
健
康

と
精
神
文
化
の
醸
成
の
場
」
を
基
本
テ
ー
マ

に
、
哲
学
的
な
体
験
が
で
き
る
、
ス
ト
レ
ス

社
会
に
対
応
す
る
施
設
と
し
て
「
哲
学
た
い

け
ん
村
無
我
苑
」（
以
下
「
無
我
苑
」
と
す

る
）
が
、
平
成
4
年
6
月
に
開
村
し
ま
し
た
。

　
伊
藤
証
信
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
「
無
我
愛
」
を
提
唱
し
、
仏
教
に
限
ら

ず
、
キ
リ
ス
ト
教
、
西
洋
哲
学
な
ど
幅
広
い

研
究
と
思
索
を
続
け
た
哲
学
者
で
す
。
関
東

大
震
災
後
、
西
端
地
区
の
青
年
で
結
成
さ
れ

た
「
竜
灯
団
」
に
招
か
れ
、
東
京
か
ら
西
端

に
移
り
住
み
、
地
元
青
年
に
カ
ン
ト
の
「
純

粋
理
性
批
判
」
を
翻
訳
し
て
教
授
し
た
り
、

ド
イ
ツ
語
な
ど
を
教
え
た
り
し
て
、
精
神
主

義
に
基
づ
く
思
想
的
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

当
時
、
西
端
で
書
か
れ
た
「
哲
学
入
門
」
や

「
無
我
愛
の
哲
学
」
は
、
証
信
の
著
作
物
の

中
で
も
特
に
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　「
無
我
苑
」
は
、
名
称
か
ら
考
え
る
と
難

し
く
感
じ
ま
す
が
、
決
し
て
哲
学
を
勉
強
す

る
と
こ
ろ
で
も
宗
教
的
な
施
設
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
日
頃
と
違
っ
た
環
境
に
身
を
置
き
、

様
々
な
体
験
を
す
る
こ
と
で
、
何
か
を
感
じ

て
も
ら
う
た
め
の
施
設
で
す
。
何
を
感
じ
る

か
は
、
訪
れ
た
人
の
、
そ
の
時
々
の
心
の
あ

り
よ
う
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。
来
苑
者
ア

ン
ケ
ー
ト
に
は
、「
何
年
か
ぶ
り
に
一
人
で

心
静
か
に
開
放
さ
れ
た
気
分
で
す
。
と
て
も

楽
に
な
り
ま
し
た
。」
や
「
い
ろ
い
ろ
と
心

に
悩
む
こ
と
が
多
い
時
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き

る
空
間
が
気
に
入
り
ま
し
た
。」
と
い
う
感

想
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
楽
し
い
時
、
落
ち

込
ん
だ
時
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
考
え
、
思
い
を
馳
せ
る
、
そ

ん
な
場
所
が
「
無
我
苑
」
な
の
で
す
。

　
苑
内
に
は
、
研
修
道
場
「
安
吾
館
」、
市

民
茶
室
「
涛
々
庵
」、
瞑
想
回
廊
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、「
哲
学
た
い

け
ん
村
無
我
苑
整
備
事
業
」
の
基
本
テ
ー
マ

「
心
の
健
康
と
精
神
文
化
の
醸
成
の
場
」
に

基
づ
き
、
検
討
・
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
伊
藤
証
信
が
地
域
の
人
々
の
た
め
に
開
い

た
研
修
道
場
を
新
た
に
蘇
ら
せ
た
も
の
で
、

「
無
我
苑
」
名
誉
村
長
の
梅
原
猛
先
生
に

よ
っ
て
「
安
吾
館
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
無
我
苑
」
の
あ
る
場
所
が
坂
口
町
な
の
で
、

昭
和
時
代
の
小
説
家
、
坂
口
安
吾
か
ら
引
用

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
施
設
は
、
木
造
数
寄
屋
作
り
で
、
和
室
や

鞘
の
間
、
入
側
、
水
屋
、
厨
房
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
和
室
に
は
炉
が
切
っ
て
あ
り
、
大
寄

せ
の
茶
会
が
で
き
ま
す
。「
無
我
苑
」
の
事

業
と
し
て
哲
学
講
座
等
の
勉
強
会
や
貸
館
と

し
て
お
茶
の
稽
古
、
演
奏
会
な
ど
の
活
動
の

場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
美
し
い
芝
生
の
庭
と
、
奥
に
は
竹
林
が
見

え
る
「
立
礼
茶
席
」
は
、
椅
子
に
座
り
、
日

本
庭
園
を
眺
め
な
が
ら
、
気
軽
に
抹
茶
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。
来
苑
者
か

ら
は
、
「
茶
席
で
の
応
対
が
素
晴
ら
し
く
、

楽
し
い
ひ
と
時
で
し
た
。」
と
い
う
声
が
届

い
て
い
ま
す
。
思
わ
ず
普
段
の
喧
騒
を
忘
れ

て
し
ま
い
そ
う
な
、
心
安
ら
ぐ
贅
沢
な
時
間

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

碧
南
市
が
海
に
親
し
み
深
い
こ
と
か
ら
、

波
の
音
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、「
涛
々
庵
」
と

名
付
け
ら
れ
た
茶
室
が
あ
り
ま
す
。
涛
々
庵

の
名
に
因
ん
だ
欄
間
・
唐
紙
の
広
間
、
草
庵

風
の
茶
室
の
小
間
な
ど
が
あ
り
、
美
し
い
日

本
庭
園
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
お
茶
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
茶
室
の
外
待
合
で
あ
る
「
二
重
露

地（
露
地
囲
い
）」
は
、
古
田
織
部
の
弟
子
の

上
田
宗
箇
が
試
み
た
と
い
わ
れ
る
全
国
的
に

も
珍
し
い
も
の
で
、
外
露
地
と
内
露
地
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
外
露
地
を
高
い
塀
で
囲
い
、

外
界
と
隔
絶
さ
れ
た
空
間
を
形
成
し
、
こ
れ

か
ら
始
ま
る
茶
会
に
臨
む
た
め
の
心
の
準
備

を
整
え
る
聖
な
る
空
間
で
す
。
こ
の
外
露
地

を
体
験
す
る
こ
と
が
、
茶
の
湯
を
通
じ
て
の

哲
学
的
体
験
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
ま

す
。コ

ン
ク
リ
ー
ト
と
芝
生
に
囲
ま
れ
、
彫
刻

家
の
清
野
祥
一
氏
の
作
品
が
置
か
れ
て
い
る

「
瞑
想
の
丘
」
を
登
っ
て
い
く
と
、「
瞑
想

回
廊
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の

施
設
は
、
住
宅
街
の
一
角
に
建
つ
近
代
的
な

建
物
で
、
施
設
内
に
は
、
坂
口
安
吾
や
ニ
ー

チ
ェ
な
ど
の
哲
学
的
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
様
々
な
展
示
や
お
香
の
香
り
で
心
静
か
な

時
間
を
過
ご
せ
る
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー

ム
（
瞑
想
室
）
な
ど
も
あ
り
、
日
常
の
暮
ら

し
と
は
違
っ
た
環
境
に
身
を
置
い
て
、
自
ら

を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
庭
の
池
の
底
に
は
、

「
旧
無
我
苑
」
の
屋
根
瓦
が
敷
い
て
あ
り
、

と
て
も
不
思
議
な
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
無
我
苑
」
と
県
下
最
大
級
の
自
然
湖
沼

「
油
ケ
淵
」
の
湖
畔
に
あ
る
「
花
し
ょ
う
ぶ

園
」、
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
寺
「
応
仁
寺
」

を
結
ぶ
総
延
長
6
4
0
ｍ
の
散
歩
道
で
す
。

歩
き
な
が
ら
、
哲
学
・
文
化
・
歴
史
・
自
然

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、「
歩
き
た
く
な
る

散
歩
道
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

径
の
各
所
に
は
、
哲
学
的
な
言
葉
や
俳
句
を

掲
示
す
る
サ
イ
ン
等
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

毎
日
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ
て
い
く
時
間
。

「
ふ
と
立
ち
止
ま
り
、
自
分
を
見
つ
め
直
し

て
み
た
い
。」
そ
ん
な
衝
動
に
か
ら
れ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
心
穏
や
か
に
自
分
と

向
き
合
い
、
振
り
返
る
こ
と
が
「
た
い
け

ん
」
で
き
る
、
そ
ん
な
場
所
が
碧
南
市
の

「
無
我
苑
」
で
す
。

日
常
の
喧
騒
か
ら
逃
れ
て
、「
無
我
苑
」

で
ち
ょ
っ
と
気
分
転
換
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
、
明
日
へ
の
活

力
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
立
礼
茶
席
」

り
ゅ
う
れ
い
ち
ゃ
せ
き

郷
土
ゆ
か
り
の
哲
学
者
　伊
藤
証
信

や
さ
し
い
時
が
流
れ
る
空
間「
無
我
苑
」

研
修
道
場
「
安
吾
館
」

あ
ん
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ん
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を
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テ
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ス
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「
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が
ら
、
お
茶
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
茶
室
の
外
待
合
で
あ
る
「
二
重
露

地（
露
地
囲
い
）」
は
、
古
田
織
部
の
弟
子
の

上
田
宗
箇
が
試
み
た
と
い
わ
れ
る
全
国
的
に

も
珍
し
い
も
の
で
、
外
露
地
と
内
露
地
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
外
露
地
を
高
い
塀
で
囲
い
、

外
界
と
隔
絶
さ
れ
た
空
間
を
形
成
し
、
こ
れ

か
ら
始
ま
る
茶
会
に
臨
む
た
め
の
心
の
準
備

を
整
え
る
聖
な
る
空
間
で
す
。
こ
の
外
露
地

を
体
験
す
る
こ
と
が
、
茶
の
湯
を
通
じ
て
の

哲
学
的
体
験
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
ま

す
。

　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
芝
生
に
囲
ま
れ
、
彫
刻

家
の
清
野
祥
一
氏
の
作
品
が
置
か
れ
て
い
る

「
瞑
想
の
丘
」
を
登
っ
て
い
く
と
、「
瞑
想

回
廊
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の

施
設
は
、
住
宅
街
の
一
角
に
建
つ
近
代
的
な

建
物
で
、
施
設
内
に
は
、
坂
口
安
吾
や
ニ
ー

チ
ェ
な
ど
の
哲
学
的
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
様
々
な
展
示
や
お
香
の
香
り
で
心
静
か
な

時
間
を
過
ご
せ
る
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー

ム
（
瞑
想
室
）
な
ど
も
あ
り
、
日
常
の
暮
ら

し
と
は
違
っ
た
環
境
に
身
を
置
い
て
、
自
ら

を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
前
庭
の
池
の
底
に
は
、

「
旧
無
我
苑
」
の
屋
根
瓦
が
敷
い
て
あ
り
、

と
て
も
不
思
議
な
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　「
無
我
苑
」
と
県
下
最
大
級
の
自
然
湖
沼

「
油
ケ
淵
」
の
湖
畔
に
あ
る
「
花
し
ょ
う
ぶ

園
」、
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
寺
「
応
仁
寺
」

を
結
ぶ
総
延
長
6
4
0
ｍ
の
散
歩
道
で
す
。

歩
き
な
が
ら
、
哲
学
・
文
化
・
歴
史
・
自
然

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、「
歩
き
た
く
な
る

散
歩
道
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

径
の
各
所
に
は
、
哲
学
的
な
言
葉
や
俳
句
を

掲
示
す
る
サ
イ
ン
等
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
日
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ
て
い
く
時
間
。

「
ふ
と
立
ち
止
ま
り
、
自
分
を
見
つ
め
直
し

て
み
た
い
。」
そ
ん
な
衝
動
に
か
ら
れ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
心
穏
や
か
に
自
分
と

向
き
合
い
、
振
り
返
る
こ
と
が
「
た
い
け

ん
」
で
き
る
、
そ
ん
な
場
所
が
碧
南
市
の

「
無
我
苑
」
で
す
。

　
日
常
の
喧
騒
か
ら
逃
れ
て
、「
無
我
苑
」

で
ち
ょ
っ
と
気
分
転
換
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
、
明
日
へ
の
活

力
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
瞑
想
の
丘
」か
ら「
瞑
想
回
廊
」へ

「
哲
学
の
小
径
」

お
わ
り
に

こ
　み
ち

市
民
茶
室
「
涛
々
庵
」

と
う
と
う
あ
ん

に
　

じ
ゅ
う
　

ろ

じ


