
〈
特
集
　

「
人
間
と
は
何
か

」
５

〉

日

本

的

人

間

観

の

特

質

「

人
間
と

は
何
か
」

と
い
う
テ

ー
マ
で
日
本
思
想
の
観
点
か
ら
論
ず
る
の

が
私

の
任
務

で
あ
る
が
、
ど
う
答
え

る

べ
き

か
困
惑
を
感
ず
る
。
西

洋
思
想

な
ら
キ
リ
ス
ト
教

的
人
間
観
、
中
国
思
想

な
ら

儒
教

的
人
間

観
と
い
っ
た
も

の
に
つ
い
て
考
え

る
こ

と
が
討
論
の
手

が
か
り

に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日

’本
思
想
の
場
合

は
そ
う

い
う
や
り
方

が
と
り

に
く
い
。
と
い
う
の
は
、
日
本

思
想
史

で
は
人
間
の
生
き
方
を
律
す

る
規
範
に
つ
い
て
の
哲
学
的
体
系
的
な

思
索

が
あ
ま
り

発
達
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て

日
本
思

想
史
の
特
質
を
の

べ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

１
　

道

徳

規

範

の

日

本

的

特

性

私

は
倫
理
学
の
観
点
か
ら
日
本
思
想
史
を
研
究
し
て
き
た

が
、
日
本
人
の

道

徳
観
念
の
麼

史
に

は
、
神
道
・
仏
教
・
儒
教
・
西
洋
の
近
代
倫
理
等
が
混

在
し
て
い
て

、そ

の
中
核

が
ど
こ
に
あ

る
の
か
つ

か
み
に
く
い

。西
洋
な
ら
キ

湯
　
浅
　
泰
　
雄

リ
ス
ト
教
道
徳
、
中
国

な
ら
儒
教

道
徳

の
歴
史

を
た
ど
れ
ぱ
一
応
そ
の
伝
統

的
道
徳

観
念

の
具
体
的
内
容

が
わ

か
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で

は
そ
う

は
ゆ

か
な
い

。
た
と
え

ば
和
辻
哲
郎
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
は
日
本
人
の
道
徳
的

観
念
の
歴
史
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
唯
一
の
通

史
で
あ
る
が
、
こ

の
書
で

は
仏
教
に
つ
い
て
全
く
ふ

れ
て
い
な
い
。
仏
教
は
近
代
以

前
の
日
本

人

の
生
き
方
に
深
い
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
に
何

ら
言
及
す

る
こ

と
な
し
に
日
本
の
倫
理
思
想
史
を
と
に
か
く
書
く
こ
と

が
で

き

た
と
い
う
こ

と
は
、
日
本
に
お
け

る
道
徳
観
念
の
歴
史
的
特
質
と
無
関
係

で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
思
想
史
的
伝
統
に
は
道
徳

観
念
の
中
核
に
な

る
「

日
本
的
エ
ー
ト

ス
」
と
も
い
う

べ
き

も
の

は
あ
る
。よ
う
に
思

わ
れ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
具
体

的
な
状
況

に
即
し
て
体
系
化
し
法
則
化
す

る
試
み

は

十
分
に
行

な
わ
れ
な
か
っ
た
。
い

わ
ぱ
日
本
人

は
、
法

則
や
徳
目
の
体
系
を

有
し
な
い
漠
然
た
る
道
徳
的
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
生
き
て
き
た
と
い
え
る
か



も
し
れ
な
い
。
日
本
的
人
間
観

と
い
う

も
の

が
明
確
に
と
ら
え
に
く
い
一
つ

め
理
由

は
こ
の
点
に
あ

る
。

２
　

歴

史

的

原

因

―

仏

教

受

容

の

形

態

日
本
人
の
道
徳
観
念

が
明
確

な
体
系

を
も

っ
た
形
に
ま
で
発
達
し

な
か
っ

た
理
由

は
、
歴
史
的
に
み

る
と

、
世
界
宗
教
で

あ
る
仏
教
の
受
容

の
仕
方

に

由
来
す

る
。
仏
教

が
日
本
人
の

生
活

に
ど
う
い
う
形

で
定
着

し
た
か
を
調

べ

る
に

は
、
理
論
や
教
義

の
面

よ
り

も
実
践
面

に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏

教

の
実

践
面

を
代
表
す

る
「
戒
律
」
は
次
の
四
つ
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
一
、

律
ｖ
i
n
a
y
a
,
こ
れ
は
罰
則
を
伴
う
教
団
法
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ｃ
ａ
ｎ
ｏ
ｎ

ａ
w
　
に
当

る
。宗
教

の
影
響
力

の
つ
よ
い
社
会
で
は
、
教
団
法

は
世
俗
法
の
介

入
し
得

な
い
別
個
の

法
体
系
で

あ
り

、
こ
れ
が
世

俗
法
の
あ
り
方
に
、
思
想
的

影
響
を
も
与
え
る
。
二
、
戒
ｓ
ｉ
ｌ
ａ
、
こ
れ
は
自
律
的
な
決
意
に
よ
っ
て
自
ら

に
課
す
る
生
活

規
範

で
あ
る
。
仏
教
で

は
出
家
者
の
場
合
、
戒
と
律

は
一
体

で
あ
る
が
、
在
家
者

に
は
戒
し
か
な
い
。
そ
こ
で
出
家
で
あ

れ
在
家
で
あ

れ
、

戒
を
守
っ
た
人
間
が
民
衆
を
指
導
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
世
俗

の
習
俗

と
道
徳

観
念
を
純
化

し
、
強
化

し
て
ゆ
く
役
割
を
果
す
。
三
、
定

ｄｙ
ａ
ｎ
ａ
’

す

な
わ

ち
瞑
想
修
行
。
仏
教

で
は
戒
は
定
に
進
む
道

程
で
あ
り
、
い

わ
ば
魂

の
内

的

変
革
に
よ
る
人
間
完

成
が
目
標
で
あ

る
。
四
、
儀
礼

。
戒
律

は
僧
伽
へ
の
入

団
儀
礼
や
入
信
儀
礼

を
伴
な

っ
た

が
、
こ

れ
が
大
乗
仏
教
で

は
様

々
に
儀
礼

化
さ
れ
て
民
間
に
ひ
ろ
ま

っ
た
。

と
こ
ろ
で
日
本
人
が
仏
教
を
受
け
い
れ
た
時
、
こ
れ
ら
の
実
践
的
問
題

は

ど
う
受
取
ら
れ
た

か
。
戒
律
の
観
念

が
定
着
し
た
の
は
平
安
仏
教

か
ら
で
あ

る
が
、
大
観
す

る
と
、
日

本
仏
教
で

は
第
一
の
律
は
ほ
と
ん
ど
入
ら

な
か
っ

た
。
古
代
に
お
け

る
仏
教
界
の
統

制
は
主
と
し
て
国
家
の
世

俗
法
（
僧
尼
令
）

に
よ
っ
た
し
、
平

安
仏

教
に
至

っ
て
も
教
団
独
自
の
律
は
制
定
さ
れ
な
か
っ

た
。
第
二

の
戒

も
十
分

定
着
し
な
か
っ
た
。
仏
教
は
も
と
も
と
イ

ン
ド
で
も
、

世

俗
の
習

俗
や
既

存
の
道
徳
観
念

に
干
渉
す
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
と
い

わ

れ
る
。
中
国
仏
教

で
は
儒
教
的
世

俗
道
徳
と
の
調
和
が
は
か
ら
れ
た
。
日
本

の
古
代
神
道
は
ま
だ
独

自
の
道
徳
体
系
を
形
成
し
得
な
い
素
朴
な
段
階
に
あ

り
、
仏
教
的
道
徳
観
念

が
あ
る
程
度
の
影

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
が
、
根
本
的
変
革

は
為

さ
れ
ず
、
神

仏
習
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
神
道
的

習
俗

は
強
く
存
続
し
た
。
こ
の
結
果
、
日
本
仏
教
独
自
の
戒
律
覩
は
主
に
第

三

の
修
行
と
第
四

の
儀
礼

の
面
で
発
達
し
た
。
最
澄
の
大
乗
戒
運
動
の
中
核

に
な
っ
た
山
家
山
学

の
思

想
は
、
止
観
の
修
行
法
と
古
代
神
道
の
山
岳
信
仰

の
伝
統

が
結
合
し
て
生

れ
た
も
の
で
あ
り
、
空
海

の
密
教

は
こ
れ
に
更
に
修

法

と
儀
礼

の
要
素

を
加
え

た
も
の
で
あ

る
。
修
行

の
伝
統

は
古
代
末
期
の
戒

律
復
興（
栄
西

、明

恵
ら
）
を
通

じ
て
中
世
の
禅
に
受
け

つ
が
れ

、ま
た
密
教
儀

礼
は
古
来

の
神
道
習
俗

と
結
合

し
て
広
く
民
間
に
受

け
い

れ
ら

れ
た
。
こ
の

結
果
、
日
本
仏
教

の
実

践
面

に
お
け
る
影
響
は
少

数
の
求
道
的
人
間
に
対
す

る
修
行

の
伝
統

と
、
多
数
の
民
衆
に
対
す
る
習
俗
的
宗
教
儀
礼

の
面
に
限
ら

れ
、
国
家

の
法
体

系
に
影
響
を
与
え
た
り
、
底
辺
の
習
俗

的
規
範

を
理
念
的

に
変
革
す

る
ま
で
に
至

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
法
と
習
俗
の
規
範
か
ら

区
別

さ
れ
た
独
自

の
性
格

を
も

つ
道
徳
規
範
の
体
系

は
十
分
に
発
達
し
な
か



－ ㎜■

1 ７

つ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
で

は
法
と
習
俗

が
道
徳
規
範

の
代
用

を
す

る

度
合

が
大
き
か

っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

３
　
社
会
的
原
因
―
―
日
本
社
会
の
閉
鎖
性

次
に

日
本
で
道
徳
法
則
の
体

系
が
十

分
発
達
し
な
か
っ
た
社
会
的
理
由
と

し
て
、

日
本
の
お
か
れ
た
地

政
学
的
条

件
に
よ

っ
て
異
民
族
と
の
接

触
が
乏

し
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

法
則
と
し
て

の
道
徳
の
体
系

は
歴
史

的
に
み

る
と
、
法

的
規
範
の
発
達
に

伴
な
っ
て
形
成

さ
れ
る
こ
と

が
多
い
も

の
で
あ

る
。
法

の
体
系
性

は
元
来
、

権

利
義
務
の
関
係

が
明
確
に
示

さ
れ
る

と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
比
較
の
た
め

に

西
洋
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
西
洋
の
法
体
系
の
基
礎
は

ロ
ー
マ
法

に
よ

っ
て
お
か
れ
た

が
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法

の
源
泉
と
さ
れ
る
ロ
ー
マ
の
万

民
法

は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
異

民
族
支
配

に
よ
っ
て
生
じ
た
異
人
種
間

の
商
取
引

を

規

制
す

る
必
要

か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
済
的
取

引
関

係
は

習

俗
・
言

語
・
人
種
の
ち
が
い
を
こ
え
て
ひ
ろ
が
り
易
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、

ト
ラ

ブ
ル
を
さ
け
る
に
は
相
互

の
権
利
・
義
務
の
内
容
を
明
確
に
規
定
す

る

必
要

が
あ
る
。
「
人
格
」
と
い
う

概
念
は
、
そ
う
い
う
権
利
義
務
の
責
任

主
体

と
し
て
生

れ
て
く
る
。（

人
格

ｐ
ｅｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ

の
概
念
は
ロ
ー
マ
で

は
十
分
確
立

せ
ず
、
キ
1
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
っ
て
中
世
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
源
泉

は
ロ
ー
マ
法
に
あ
る

。）

い
ず

れ
に
せ

よ
、

自
然
法
の
責
任
主
体

で
あ

る
人
格

は
、
人
種
・
言
語
・
生
活
様
式
等

の
習
俗
的
多
様
性
を
超
越
し

だ
抽
象
的

概
念
で
あ

っ
て
、
人
格
概
念

は
法
的
次
元
に
近
づ
け
て
と
ら
え
ら

れ

る

ほ

ど
抽

象

化

さ
れ

、

普

遍

化

さ
れ

る
。

そ

う

い

う
劃

一
的

法

体

系

の

必

要

な
社

会

で

は
、

人

種

・
身

分

等

の
差

を

こ

え

た

道

徳

的
人

格

と

い

う

観

念

も

発

達

し

易

か

っ
た

の

で

あ

る

。

西

洋

で

は

自
然

法

の
影

響

を

受

け

て

道

徳

規

範

を

法

則

化

さ

れ

た

義

務

の

体

系

と

し

て

と

ら
え

る
と
共

に

、

そ

の

根

拠

を

立

法

者

と

し

て

の

神

に

帰

す

る
考

え

方

が

発
達

し

た
。

ま

た

儒

教

道

徳

の

基

礎

に

は

し

ぱ

し

ば

一
種

の

自
然

法

的
考

え
方

が
あ

る
と

い

わ

れ

る

が

、
中

国

も

異

民

族

と

の

交

渉

の

多

い
社

会

だ

っ

た

と

こ

ろ

か
ら

、

儒

教

道

徳

を

普

遍

的

規

範

に

高
め

る

必
要

性

が
大

き

か

っ

た
と

思

わ

れ

る

。

こ

れ
に

比

す

れ

ば

日

本

は
異

民
族

と

接

触

す

る
機

会

が
少

な
か

っ
た

の

で

、
習

俗

の
多

様

性

を

こ

え

た
抽

象

的

次

元

で

権

利

義

務

の
関

係

を

規

制
す

る
思

考

態

度

が
発

達

し

に

く

か

っ

た
よ

う

に

思

わ

れ

る

。

と
こ

ろ

で

法

は

そ

の
時

代

の

社

会

の

政

治

的
支

配

の
必

要

に

制

約

さ

れ

た

規

範

で

あ

る
の

に

対

し
て

、

道

徳

は

政

治

的
変

動

の

レ

ベ
ル

を

こ

え

た

次
元

で

社

会

生

活

を

保

持

し

て

ゆ

く

規

範

で

あ

る
。

キ
リ

ス
ト

教

道

徳

や

儒

教

道

徳

は
、

長

い

時

代

に

わ

た

る

国

家

や

王

朝

の

興
亡

を

こ
え

て

、

生
活

規

範

と

し

て

存

続

し

て

き

た

。

し

か

し

日

本

は
同
一

民
族

の

社

会

で

あ

る
上

に

、
古

代

以

来

、

国

家

が

滅

亡

し

た

と

い

う

朋

確

な

経
験

（

た
と

え

厭

王

朝

交

代

と

か

異

民

族

支

配
）
を

も

た

な

か

っ

た

た

め

に

、
法
体

系

の
担

い
手

で

あ

る

国
家

と

習

俗

の
母

胎
で

あ

る

人
種

社

会

の
区

別

が

つ
き

に

く

く

、
国

家

を

こ

え

た

次

元

で

人
間

の
生

き

方

を

律

す

る
道

徳
観

念

が
十

分

に

育

た

な

か

っ

た

。
従

っ

て

法

的
規

範

と

道

徳

的

規

範

の
性

質

の
区

別

が
明

確

で

な

く

、
道

徳

観
念

が
時
代
の
政
治
や
怯
の
あ
り
方
か
ら
影
響
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
の



反
面

、
日
本

人
の
道

徳
観
念
は
ま
た
下

か
ら
の
習
俗
的
惰
性
に
引
か
れ
易
い

傾
向
を
も
有

し
て

い
る
。
習
俗
的
ル
ー
ル
は
子

供
の
こ
ろ
か
ら
馴
れ
親
し
ん

だ
生
活

の
中
で

体
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権

利
義
務
の
内
容
が
明

確
に
限

定
し

に
く
い
し
、
理
論
的
根
拠
も
明
示

さ
れ
に
く
い
。
い
わ
ば
情
緒

的
に
感

得
し
、
理
解

し
合
っ
て
い
る
ル
ー
ル
で

あ
る
。
日
本
人
は
同

じ
習
俗

言
語

の
世
界

だ
け
し

か
経
験

し
て
い
な
い
の
で

、
そ
う

い
う
習

俗
的
ル
ー
ル

に
従
う

生
き
方

か
ら

脱
却
し
に
く
い
。

近
代
日
本
で

は
外
国

と
の
交
渉
が
は
げ
し
く
な
り

、
国
家

体
制
が
変
化
す

る
と
共
に
、
道
徳
観
念

も
そ
の
時
代

の
政
治
や
法

の
影

響
を
つ
よ
く
受

け
た
。

し
か
し
そ
の
反
面
、
伝
統
的

な
習
俗

的
規
範

か
ら

は
脱
却
し
に

く
い

た
め
、

社
会
心
理
学
的
に
み
れ

ぱ
意
識
面

の
知

的
な
考
え
方
と
無
意
識
面

の
心
情
的

感
じ
方
と
に

ズ
レ

が
生
じ
、
こ

の
ズ
レ
が
「
い

か
に
生
く

べ
き

か
」

と
い
う

道
徳
的
不

安
感
を
つ
よ

め
る

。
近
代

の
日
本
人

は
こ
の
問
い

に
悩

ま
さ
れ
っ

づ
け
て
き
た
。
要
す

る
に
わ
れ
わ
れ
日
本
人

は
「
人
間
と

は
何

か
」

と
い
う

問
い
、
永
遠
で
普
遍
的

な
観
点

か
ら
人
間
の
生
き
方

を
反
省
す

る
問
い

を
、

現
代
に
な
っ
て
始
め
て
哲
学
的
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
え

る
か
も
し

れ
な
い
。

４
　
日
本
的
エ
ー
ト
ス
と
は
何
か

先

に
私
は
、
日
本
思
想
史
の
伝
統
で

は
、
道
徳
法
則
の
体
系

は
十

分
に
発

達
し
な
か
っ
た
が
、
道
徳
観
念
の
中
核
と
な
る
よ
う
な
日
本
的
エ
ー
ト

ス
と

も
い
う

ぺ
き

も
の
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の

べ
た
。
日
本
人
の
人
間
観

に

つ

い

て

考

え

る

と

す

れ

ば

、

こ

の

点

に

手

が

か

り

を

求

め

る

外

は

な

い

。

こ

の

エ

ー

ト

ス

を

か

り

に

私

な

り

に

定

義

す

る

と

す

れ

ば

、

「

価

値

対

象

に

対

す

る

献

身

に

お

け

る

心

情

的

純

粋

性

」

と

も

い

え

よ

う

か

と

思

う

。

つ

ま

り

権

利

義

務

の

体

系

と

か

法

則

と

い

っ

た

客

観

的

規

範

に

従

っ

て

自

己

の

行

動

を

律

す

る

よ

り

も

、

何

ら

か

の

価

値

対

象

に

対

し

て

自

己

を

滅

し

て

献

身

し

て

ゆ

く

場

合

の

主

体

的

動

機

、

な

い

し

心

情

が

、

客

観

的

な

利

害

得

失

の

判

断

を

は

な

れ

た

も

の

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

純

粋

で

あ

れ

ば

あ

る

ほ

ど

人

間

ら

し

い

と

感

ず

る

態

度

で

あ

る

。

問

題

は

そ

の

献

身

の

対

象

と

な

る

価

値

で

あ

る

。

近

世

以

降

で

は

、

そ

れ

は

時

に

特

定

の

立

場

に

あ

る

人

格

的

他

者

で

あ

っ

た

り

（

義

理

人

情

）

、

自

己

の

属

す

る

共

同

体

な

い

し

集

団

で

あ

っ

た

り

（

国

家

そ

の

他

）

、

あ

る

い

は

何

ら

か

の

政

治

的

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

で

あ

っ

た

り

す

る

。

し

か

し

客

観

的

な

道

徳

法

則

の

体

系

が

十

分

発

達

し

て

い

な

い

た

め

、

そ

れ

ら

の

価

値

対

象

相

互

の

関

係

が

明

ら

か

で

な

く

、

そ

こ

に

混

乱

が

生

じ

や

す

か

っ

た

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

こ

れ

ら

の

価

値

対

象

は

形

而

下

的

な

も

の

、

い

わ

ば

存

在

的

Ｏ

ｎ

ｔ
ｉ

ｓ
ｃ

ｈ

な

価

値

で

あ

る

が

、

近

世

以

前

で

は

形

而

上

的

存

在

と

の

関

係

に

お

い

て

献

身

の

心

情

的

純

粋

性

を

と

ら

え

る

態

度

が

み

ら

れ

た

。

具

体

的

に

い

え

ば

そ

れ

は

、

底

辺

の

マ

ナ

イ

ズ

ム

的

神

道

習

俗

と

仏

教

、

特

に

密

教

の

多

神

教

的

か

つ

汎

仏

論

的

世

界

観

の

融

合

の

上

に

成

り

立

っ

た

エ

ー

ト

ス

で

あ

る

。

簡

単

に

い

え

ば

「

神

仏

に

対

す

る

献

身

に

お

け

る

心

情

的

純

粋

性

」

を

人

間

の

生

き

方

の

根

本

に

お

く

態

度

と

い

っ

て

も

よ

か

ろ

う

。

こ

の

態

度

は

先
に
の
べ
た
日
本
仏
教
独
自
の
戒
律
観
（
第
三
・
第
四
の
修
行
観
と
宗
教
儀



礼

）

の

展

開

に

よ

っ

て

つ

ち

か

わ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

日

本

仏

教

の

修

行

観

に

は

古

来

の

自

然

信

仰

（

特

に

山

岳

信

仰

）

と

の

結

合

が

見

受

け

ら

れ

る

。

自

然

信

仰

の

中

核

を

成

す

観

念

は

、

未

開

宗

教

に

多

く

見

出

さ

れ

る

と

こ

ろ

の

「

母

な

る

大

地

」

、

す

な

わ

ち

万

物

を

生

み

育

て

る

大

い

な

る

力

へ

の

信

仰

と

名

づ

け

て

よ

い

と

思

う

。

密

教

の

六

大

縁

起

観

ば

、

古

代

神

道

の

こ

う

い

う

信

仰

に

仏

教

的

体

系

化

を

施

し

た

も

の

と

言

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

従

っ

て

修

行

と

は

、

自

己

を

す

て

て

母

な

る

自

然

の

生

命

に

融

合

し

一

体

化

す

る

と

い

ろ

意

味

を

も

っ

て

く

る

。

自

然

は

一

種

の

神

性

の

体

現

者

で

あ

り

、

そ

の

か

ぎ

り

に

お

い

て

「

大

い

な

る

主

体

」

を

象

徴

し

て

い

る

。

生

け

る

自

然

の

造

化

の

は

た

ら

き

は

、

形

而

上

的

（

霊

的

）

次

元

に

存

在

す

る

人

格

的

存

在

と

し

て

の

神

仏

の

は

た

ら

き

の

具

体

的

表

現

で

あ

る

。
’

そ

の

多

様

な

神

仏

の

は

た

ら

き

の

究

極

に

は

、

ひ

と

つ

の

「

大

い

な

る

主

体

」

と

し

て

の

「

母

な

る

も

の

」

が

活

動

し

て

い

る

。

従

っ

て

人

間

は

、

客

体

と

し

て

み

ら

れ

た

世

界

に

相

対

立

す

る

主

体

的

自

己

で

あ

る

こ

と

を

止

め

、

自

己

自

身

の

｀

魂

の

内

に

向

っ

て

人

間

性

の

本

質

を

追

求

し

て

ゆ

け

ば

、

言

い

か

え

れ

ば

「

大

い

な

る

主

体

」

の

ば

た

ら

き

に

同

化

し

き

っ

た

道

具

、

す

な

わ

ち

一

つ

の

客

体

に

な

り

切

っ

て

、

い

わ

ば

「

物

と

な

っ

て

物

に

つ

き

当

る

」

（

西

田

幾

多

郎

）

と

き

に

、

自

然

の

生

命

の

根

源

で

あ

る

神

性

の

次

元

に

入

っ

て

ゆ

ぐ

。

そ

こ

に

自

己

と

他

者

が

区

別

と

対

立

を

こ

え

た

生

命

的

一

体

性

に

お

い

て

生

き

る

世

界

が

ひ

ら

け

る

。

大

乗

仏

教

に

お

け

る

涅

槃

（

悟

り

）

と

慈

悲

の

精

神

は

、

日

本

で

は

お

お

む

ね

こ

の

よ

う

な

立

場

か

ら

と

ら

え

ら

れ

て

き

た

。

習

俗

儀

礼

は

こ

の

よ

う

な

生

き

方

を

民

衆

の

生

活

様

式

に

即

し

て

表

現

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
死
者
（
特
に
祖
先
）
の
霊
魂
へ
の
崇
拝

と
自
然

信
仰

が
融
合

し
、
神
仏

と
死
者

が
連
統
的
に
と
ら
え
ら

れ
て
い

る
こ

と
が
注
意

さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
祖
先

崇
拝
と
自
然
崇
拝
を
介
し
て
生
死
二
つ

の
世
界

が
感
応
し
合
う
魂
の
つ

な
が
り

に
生
き
る
の
が
、
民
衆
的
次
元
に

お

け
る
生
命
的
自
然
と

の
一
体
化

の
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
日
本

的
人
間

観

の
伝
統

の
原
型

が
あ

る
。

近
世
以
降
多
様

な
形
で
現

わ
れ
て
き

た
形
而
下

的
諸
価
値
に
対
す

る
献
身

の
心
情
的
純
粋
性

は
、
元
来

は
そ
う
い
う
形
而
上
的
存
在
に
対
す

る
献
身

の

純
粋
性

を
基
礎

に
し
て

生
れ
て

き
た
エ
ー
ト
ス
で
あ
っ
た
。
近
世
以
降

の
世

俗
化

に
伴
な
っ
て
宗
教

の
影

響
力
が
後
退
し
た
た
め
に
、
こ
の
原

点
が
見
失

わ
れ
、
価
値
対
象
相
互

の
関

係
も
バ
ラ

パ
ラ
に
分
解
し
て
行

っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
日
本
的
人
間
観
の
意
義
を
再
評
価
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統

の
原
点
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
反
省
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

ゆ
あ
さ
・

や
す

お
、
日
本
学
・
倫
理
学
、
大

阪
大
学
教
授
）
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