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西
谷
啓
治
に
お
け
る
東
と
西

一

小

論

の

目

的

は

、

二

つ

の
異

な

っ

た
思

想

を
比

較

検

討

す

る

こ

と

に
で

は

な

く

、

現

代

日

本

の

ひ
と

り

の

哲

学

者

に

お

い
て

、
東

洋

と

西

洋

の

精

神

が

い

か

に
し

て

出

会

い

、
対

決

し

、

徹

底

さ

れ

た

か

を
見

る
こ

と

に
あ

る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
二
〇
〇
〇
年
の
精
神
史
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
歴

史
と

看
破

し
た
が
、
西
谷
宗
教
哲
学

に
お
い
て
も
、
問
題
の
要

は
、
す
べ
て

は
無
か
否

か
と

い
う
一
点

に
あ
る

。
自
己

は
何
の
た

め
に
生
き
て

い
る
の
か
、

ま

た
、
こ
の
世
界

に
存
在

の
意
味

は
あ
る
の
か
。

近

代
に
お
け
る
自

然
科
学

の
発
達

は
、
神

を
究
極
と
す
る
目
的
論
的
な
世

界

観
を
突
き
崩
し
た
。
科

学
的
世
界

観
は
、
こ
の
宇

宙
が
、
原
理
的
に
は
人

間
の
手

に
よ

っ
て

解
明

さ
れ
る
と

い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
上

に
立

っ
て

い

る
が
、
モ

の
よ
う
な
形
で

、
世
界

は
閉
ざ
さ
れ
、
そ
こ
に
無

の
入
り
込
む
余

佐

々

木
　

徹

地
は
な
い
。
科
学

は
技
術
と
結

び
つ
き
、
そ
の
具
体
的
な
成
果
が
全
世
界
を

た
え
ま
な
く
駆

り
立
て
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
的
な
知
識

も
人
間

の
知
の
一
つ
で

あ
り
、
科

学
者

も
ま
た
人
間
と

し
て

は
、
た
と
え
ば
「
自
分

は
ど
こ
か
ら
来
て

ど
こ

へ
行

く
の
か
」
と
い
う
問
い
を
と
お
し
て

、
虚
無
と

向
か

い
う
る
と
、
西
谷
先
生
は
指
摘
さ
れ
る
。

し

か
し
、
そ
の
虚
無
を
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
の
な
か
で
克
服
す
る

こ
と

は
、
も

は
や
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
キ
リ
ス
ト
教

は
、
あ
ま
り

に
も
人

間
的

な
関
心

に
引

き
寄
せ
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
神
も
、
い
わ
ゆ

る
人

格
神
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
「
神

の
死
」
の
体
験
を
通
過
し
た
現
代
人

に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
無
か
ら
の
創
造
」

も
、
こ
の
世
界
の
ど
こ
を
向
い
て

も
神

に
は

出
会
わ
な
い
と

い
う
こ
と

の
表
明
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
現
代
人
は
、
虚

無
と
い
う
鉄
壁
に
よ
っ
て

、
神
か
ら
絶
対
的
に
隔
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

人
間
の
歴
史
が
、
い
か
な
る
超
越
者

に
も
依
る
こ
と
な
し

に
、
そ
の
も
の
と

冖
○
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し
て
自
立
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

西
谷
宗
教
哲
学
は
、
人
間

の
歴
史
的
現
実
が
、
あ
く
ま
で

も
そ
れ
自
身
と

し
て
徹
底
す

る
た
め
に
は
、

永
遠
の
地
平
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

し
か
し

、
そ

の
永
遠
は
、
既

成
の
宗
教

の
、
固
定
化
さ

れ
客
体
化
さ
れ
た
超

越
者
で

あ
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
真

実
を
、
主
体
的
に
受

け
と
め
決
断

す
る
と
こ

ろ
に
初

め
て
現
成
す
る
。

そ
の
手
が
か
り
は
、
仏

々
祖

々
、
単
云
さ
れ
て
き

た
禅
の
立
場
に
求

め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
仏
教

の
一
宗
派
と
し
て

の
禅
宗
で

は
な
く
、
禅
そ
の

も
の
が
要

求
す
る
「
仏
向
上
」
の
精
神
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
科
学
的
世
界

観
の
も
た
ら
し
た
物
質
と
い
う
死
の
世
界
は
、
放
身
捨
命
す
べ
き
実
存
の
場

と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
る
。
「
神
の
死
」
に
対
応
す
る
「
無
仏
性
」
の

契

機

を
孕
み
な
が

ら
、

し
か
も

「
殺
仏

殺
祖
」
は
同
時
に
「
活
仏
活
祖
」
で
あ
る
。

人
間

の
現
実

は
、
つ
ね
に
東
西
南
北
、
今
こ
こ
と

い
う
限
定
を
免

れ
な
い
。

そ
の
限
定

は
し
か
し
、
時
間
的
に
も
空
間

的
に
も

、
無
限

の
ひ

ろ
が
り
の
上

に
成
り
立

っ
て

い
る
。
「
己
事
究
明
」

は
、
そ
こ
で

い
わ
れ
る
。
自
己

の

足

下

を
見
る
こ
と
が
、
同
時

に
無
限
の
宇
宙
を
見
る
こ
と
で

あ
る
。
本
来
、
東

も
西
も
な
い
の
だ
が
、
し

か
し
、
東
は
東
、
西
は
西
、
今

こ
こ
以
外

に
具
体

的
な
存
在
の
場
は
な

い
。

二

西
谷
啓
治
先

生
は
、
一

九
八
二
年

に
出
版

さ
れ
た

『
宗
教
と
は
何
か
』
の

ド
イ
ツ
語
訳
の
見
返
し
に
「
鳥
道
絶
東
西
」
と
揮
毫
さ
れ
た
。
鳥
道
と
は

「
鳥
道
絶
人
跡
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
由
自
在
の
境
地
を
あ
ら
わ

す

言

葉
で
あ
り
、
ま

た
「
鳥
道
一
条
鉄
」
と
も

い
わ
れ
、
真
直
ぐ

に
貫

か
れ
て
い

る
こ
と

の
比
喩
で

も
あ
る
。
西
谷
先
生
が
「
鳥
道
絶
東
西
」
と
書
か
れ
た
、

そ
の
心
に
は
、
そ
う
い
う
伝
統
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
東
洋
と
西
洋
の
精
神
が

新
し
く
出

会
い
、
一
つ
に
な
る
機
運
へ
の
眺
望
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事

実
。
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
翻
訳
が
出
て
以
来
、
欧
米
諸
国
で
、
そ
の
思
想
・

立
場
を

め
ぐ

っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
論
評
が
な
さ
れ
て

い
る
。

「
鳥
道
絶
東
西
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
問
題
点
は
、
そ
の
「
絶
す
」
と

い

う
こ
と

の
意
味

に
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
簡
単
に
東
西

と
い
う
区
別
を

撥
無
し
、
す

べ
て

を
ひ
と
し
な
み

に
見
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
東
は
東
、

西

は
西
、
そ
れ

ぞ
れ
の
独
自
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
真
に
保
持
す
る

こ
と

が
可
能

な
、
根
本
的
な
立
場
を
開
示

す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
西

谷
先
生
は

『
正
法
眼
蔵
講
話
』
の
な
か
で
、
「
東
涌
西

没
」
と

い

う
言
葉
（
碧
巌
録
第
一
則
）
に
触

れ
て
、
自
由
自

在
と

い
う
こ
と
は
、
東
に
出

て
い
る
と
き

に
は
西
で
は
隠
れ
て

い
る
と
、
解
釈
さ
れ
て

い
る
。

と
こ

ろ
で
、
こ

の
世

に
あ
る
も
の
、
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
、
つ
き
つ
め

て
考
え

る
と
き

、
そ

こ
に
は
必
ず
、
こ
の
世
を
超
え
た
も
の
が
浮

か
び
上
が

る
。
こ

の
世

の
有
限

を
超
え
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
永
遠
と
言

っ

て
よ
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
永
遠
の
諸
相
は
、
古
今
東
西
、
時
代
や
地
域
に

よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。

周

知
の
よ
う
に
、
哲
学
や
宗
教
の
出
発
点
が
「
驚

嘆
」
や
「
懐

疑
」
、
ま

西と東るけおに治啓谷西
７
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た

「
悲
哀
」
や

「
不
安
」

に
求

め
ら
れ
る
の
も
、
存
在
と
非
存
在
が
、
自
己

の
実
存
を
と
お
し
て
如
実

に
体
験

さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

向
こ
う

に
、
何
ら
か
の
意
味
で
永

遠
に
変

わ
ら
ざ
る
も
の
が
望
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

そ
の
場
合
、
問
題
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
こ
の
世
の
存
在
と
の
関

係
で

あ

ろ
う
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
「
知
へ
の
愛
」

の
系
譜

、
神

の

創
造
と
赦
し
に
も
と

づ
く

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
、
一
方
で

永
遠
な
る
も

の

の
絶
対

性
を
保
持

し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
分
有

、
そ
れ
と

の
融
和

を
は
か

る
不
断

の
試
み

だ
っ
た
と
見

る
こ
と

も
で
き

る
。
し

か
も
、
そ
れ

は
、
単

に

理
論
的
・
論
理
的

な
整
合
で

は
な
く

、
い
わ
ば
自
己

の
心
身
を
挙
げ
て
の
主

体
的

な
究
明
で
あ
る

べ
き

は
ず
の
も

の
で
あ

っ
た
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
自

身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
、
ア

ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
信
仰
へ
の
模
索
、
デ
カ

ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
自
己
の
確
固
た
る
立
場
へ
の

欲
求
と
結

び
つ
い
て
い
た
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
近
代

哲
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
以
降

、
そ

の
道

は
分
裂

の
方
向
を
た
ど
る
。
「
わ
れ
思

う
、
ゆ
え
に
わ
れ
在
り
」

は
、
考
え

る

主

体

と

し
て

の
自
己
と

、
考
え

ら
れ
た
客
体
と

し
て

の
世
界
と

い
う
二
元
論
的
な

世
界

観
を
も
た
ら
し

、
そ

の
世
界

観
信
自

然
科
学

の
発
展
を
支
え
た
が
、
中

世
以
来

の
、
神
の
生
命

に
貫

か
れ
た
一
つ

の
世
界
と
い
う
考
え
方
を
根
本
か

ら
揺

る
が
せ
た
。
そ
し
て
、
考
え

る
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
自
己
意
識
と

い
う
形
で
す
べ
て
を
対
象
化
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
。
「
い
は
ば
死

せ
る

物

質

の
海
に
浮
か
ぶ
孤
島
の
や
う
な
も
の

に
な
り
、
且
つ
必
然
的
に
自
己
自

身
の

う

ち

に

閉

じ
籠

っ

た

も

の
と

な

ら
ざ

る
を

得

な
く

な

っ

た
」

の

で

あ

る

。

デ

カ

ル

ト

の

ｃ
ｏ
ｇ
ｉｔｏ
　ｅ
ｒ
ｇ
ｏ
　ｓ
ｕ
m

結

果

し

た

主

客

の

分

裂

は

、

近
代

哲

学

に
大

き

な
根

本

的

課
題

を

残
し

、

カ

ン
ト

か
ら

ヘ

ー

ゲ
ル

に

い

た

る

ド

イ

ツ
観

念

論

の

展

開

を

促

し

た

。
西

谷

先

生

は
、

最

晩

年

の

論

文

の

一

つ

「
般

若
と
理
性
」
（
一
九
七
九
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
概
観
を
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ

は
、

お

お

よ
そ

次

の

よ
う

な

論

旨

で

あ

る

。

知
性
に
よ
る
事
実

の
認
識
は
、
つ
ね

に
固
定
し
た
理
法
を
と

お
し
て
行
わ

れ
る
。
主
観
と

客
観
を
結
ぶ
関

係
の
理
法
は
「
論
理
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ

れ
は
必
然
的

に
形
式
論

理
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
形

式
論
理
は
、

し
ょ
せ

ん
事
実

の
世
界

の
本
源

に
触
れ
得
な
い
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥

る
。

そ
れ

は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
論
理
の
内

容
の
理
法
を
、
広
く
包

括
的

に
、

形
式
化
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
内
容
全
体
の
本
源
と

い
う

問
題
と
ぶ
つ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
論
理
は
、
自
己

の
限
界

を
論
理
的
に

自
覚
し
、
自
己
否
定
の
作
用
を
う
ち
に
含

ん
だ
論
理
、
弁
証
法
的
論
理
へ
と

高
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
カ
ン
ト
の
い

わ
ゆ
る
「
悟
性
」
の
立
場
か
ら
「
理
性
」

の
立
場
へ
と

移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
の
立
場
で

は
、
経
験

は
対
象

の
認
識
と

し
て
、
表

象
的

に
と

ら
え

ら
れ
、

し
た
が

っ
て

ま
た
、
そ
の
対
象
認
識
一
般

を

「
批
判
的
に
」
省
察
す

る
と

い
う
先
験
的
な
哲
学
に
お
け
る
思
惟
そ
の
も

の
も
、
や

は
り
な

お
表
象
す

る
思
惟
に
と

ど
ま
り
、
先
験
的
「
形

式
」
の
解

明

の
域
を
出
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
も
の
自
体
」
の
問

題
が
残

さ

0
０
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れ
た
の
で
あ

る
。

カ

ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
テ
、

シ
ェ
リ
ン

グ
と
展
開
し
た

ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜

は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
知
」

に
い
た

っ
て
一
つ

の
頂
点

に
達
す
る
が
、
そ

の
弁
証
法

は
、
絶
対

的
な
も
の
が
自
己
否
定
を
と

お
し
て
そ

れ
自
身
に
帰
る

過

程
で

あ
り
、
そ

こ
で

い
わ
れ
る
知

は
、
絶
対
者

の
う
ち
な
る
自
己
展
開
を

み

ず
か
ら
見

る
と

い
う
立
場
で
あ

る
。
絶
対

知
の
究
極
の
立
場

は
、
絶
対
的

に
知
る
こ
と

を
知
る
と

い
う
こ
と
で

あ
り

、
そ
れ
は
、
そ
の
弁
証
法

の
出
発

点
で

あ
っ
た
「
有
」

と
一

つ
で

あ
る
が
、
し

か
し
、
絶
対
否

定
は
、
い
か

な

る
前
提
を
も
ゆ
る
さ
な
い
立
場
で

あ
る
か
ら
、
論
理
の
始
め
に
は
絶
対
否
定

と
し
て

、
「
有
」

で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
無
」

が
置
か
れ
る
べ
き

で
は

な

い

か
。
へ

ー
ゲ
ル
の
論
理
が
「
有
」
と

し
て

の
絶
対

者
か
ら
出

発
す
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
な
お
対
象
論
理
の
立
場
の
彭
を
ひ
い
て

い
る
。

三

西
谷
先
生
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
絶
対
知
を
「
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト

テ

レ
ス
に
よ
っ
て
開

か
れ
た
西
洋
哲
学
の
高
峻
な
山
脈
が
そ
れ
の
頂

上
に
達

し

た
か
の
如
き
観

を
す
ら
呈
す
る
」
と
評
価
し
な
が
ら
も

、
先
生

ご
自
身
の

「
空
」
の

立
場

か
ら
い
　一
つ
の
問
い
を
投

げ
か
け
て

お
ら
れ
る
。
そ

れ

は
、

わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
事
実
は
、
そ
も
そ
も
知
に
も
よ
っ
て
、

へ
Ｉ

ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
学
」
と
い
う
方
向
で
、
論
理
的

に
究

め
つ
く
さ
れ

る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

事
実
を
事
実
と
し
て
、
直
截

に
知

る
と
い
う
こ
と

は
、

い
わ
ゆ
る
思
惟
で

は

な

く

、

た

と

え

ば

宗

教

や

芸

術

と

い

っ

た

形

で

、

歴

史

的

に

成

立

し

て

き

て

い

る

。

西

谷

先

生

は

そ

こ

で

、

芸

術

や

宗

教

の

よ

う

な

「

非

学

的

な

」

知

と

、

「

学

的

な

」

知

と

を

総

合

し

た

哲

学

、

本

来

の

意

味

で

の

「

愛

知

」

の

立

場

が

考

え

ら

れ

る

べ

き

で

は

な

い

か

、

と

指

摘

さ

れ

る

。

こ

れ

に

た

い

す

る

答

え

は

、

『

宗

教

と

は

何

か

』

を

初

め

と

す

る

、

先

生

の

全

論

考

に

求

め

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

が

、

こ

こ

で

は

、

同

じ

論

文

「

般

若

と

理

性

」

の

冒

頭

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

公

案

「

南

泉

一

株

花

」

を

手

が

か

り

と

し

て

、

考

察

す

る

こ

と

に

し

た

い

。

「
南
泉
一
株
花
」
（
『
碧
巌
録
』
第
四
〇
則
）
は
、
陸
亘
大
夫
と
南
泉
普
願
と

の

対

話

に

も

と

づ

い

た

公

案

で

あ

る

。

あ

る

と

き

、

陸

亘

大

夫

が

南

泉

和

尚

に

こ

う

言

っ

た

。

「

肇

法

師

の

言

葉

に

、

天

地

わ

れ

と

同

根

、

万

物

わ

れ

と

一

体

と

い

う

の

が

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

は

す

ば

ら

し

い

言

葉

だ

と

思

い

ま

す

」

。

す

る

と

、

南

泉

は

、

庭

に

咲

い

て

い

る

花

を

指

さ

し

て

、

「

時

の

人

、

こ

の

一

株

の

花

を

見

る

こ

と

夢

の

如

く

に

似

た

り

」

と

言

っ

た

と

い

う

話

で

あ

る

。

「

天

地

わ

れ

と

同

根

、

万

物

わ

れ

と

一

体

」

と

い

う

こ

と

は

、

覚

り

の

境

地

を

表

明

し

た

も

の

で

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

自

己

の

立

場

を

抜

け

出

て

、

失

地

万
物
と
一
つ
に
、
い
わ
ば
仏
の
法
身
と
な
っ
た
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ

が

南

泉

に

よ

っ

て

「

夢

の

如

し

」

と

い

わ

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

何

を

意

味

し

て

い

る

の

か

。

天

地

万

物

と

一

つ

に

な

っ

た

自

己

と

は

、

こ

の

世

の

、

い

わ

ゆ

る

現

象

界

を
抜
け
出
て
、
永
遠
の
世
界
に
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、
今

こ

こ

に

い

る

自

己

と

い

う

存

在

は

、

ど

の

よ

う

な

意

味

を

も

つ

の

か

と

い

う

西と東るけおに治皿西
Ｑ

″
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問
題

が
つ

ぎ
に
生
じ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ

の
世

に
い
る
と

い
う
こ
と

が
夢

の

よ

う
に
な

っ
て
し

ま
う
の
で

は
な

い
か
。
南
泉
が
庭

の
花
を
指

さ
し

た
の
は
、

そ
の
こ
と
を
如
実

に
示
し

た
の
で
あ

る
。

天

地
万
物
と
一
つ

に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
立
場

に
は
、
そ
う
い
う
覚
り
の

境
地

に
達
し
た
と

い
う
一
種

の
観
念
の
跡
が
あ
る
。
仏
と
い
う
こ
と
を
言
う

な
ら
、
仏
に
と
ど
ま
り
、
仏

に
執
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
自
己
に
執

着

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
破

っ
た
の
が
、
南
泉
の
花
を

指
さ
す
と
い
う
動
作
で
あ

る
。

「
指
さ
す
と
い
ふ
こ
と
は
距
離

を
置
く

、
距
離

を
開
く
と

い
ふ
こ
と
で

あ

る
。
合
一

し
て
一

体
に
な
つ
て

ゐ
る
と

い
ふ
立
場
を
破

る
こ
と
で

あ
る
。
仏

と
一
体

に
な
り
仏

の
法
身
と

い
ふ
と
こ
ろ

に
滞
ま
る
こ
と
を
否
定
し

た
の
が
、

そ
の
指
さ
す
と
い

ふ
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
同
時

に
そ
の
反
面

に
は
、
指
さ

す
こ
と
は
そ

の
花
と
自
己
と

を
何
物

に
依
っ
て
も
裁
ち
切
ら
れ
な

い
一
線
で

結
ぶ
と
い

ふ
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
の
開
か
れ
た
距
離

は
、
さ
う
い

ふ
結
び
つ

き
を
示

す
こ
と

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
距
た
り
を
除
く
こ
と
で
も
あ
る
。
距

離
を
開
く
こ
と
は
距
て
を
消
す
こ
と
で
あ
る
」

万
物
と
一
体
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
「
理
」

の
側
面
を
「
指
さ
す
」
と
い

う
行
為
が
破
る
。
そ
の
行
為
は
、
今
こ
こ
と
い
う
限
定
を
も
ち
、
万
物
一
体

と
い
う
形

で
見
ら
れ
た
客
観
的
普
遍
の
な
か
へ
、
い
わ
ば
実
存
的
に
入
る
。

そ
の
と
き
、
花
は
花
と
し
て
、
わ
れ
は
わ
れ
と

し
て

、
別
個
の
存
在
で
あ
る
。

そ
う
で

な
け

れ
ば
、
指
さ
す
と
い
う
行
為

は
起

こ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
同

時
に
「
そ
の
花
と
自
己

と
を
何
物
に
依
っ
て
も

裁
ち
切

ら
れ
な
い
一
線

で
結
ぶ
と
い
ふ
こ
と
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
一
線
」

は
、
客
観
的
に

確
か

め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
ふ
つ
う
は
「
無
関
係
」

と
見
ら
れ
が
ち
な
空
間
的
な
距
離
で
あ
る

。
そ
の
「
裁
ち
切

ら
れ
な
い
一
線
」

は
、
そ
こ
に
居
る
そ
の
人
で

な
け
れ
ば
見
え
な
い
。
「
何
物

に
依
っ
て

も

裁

ち
切

ら
れ
な
い
」
と

い
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
時
そ
の
場

の
出
会
い
が
、
過

去

に
な
く
未
来
に
な
い
、
た
だ
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

西
谷
先

生
は
ま
た
、
論
文
「
空
と
即
」
（
一
九
八
二
年
）
に
お
い
て

、
丈

草

の
句
「
さ
び
し

さ
の
底

抜
け
て
降
る
み

ぞ
れ
哉
」

に
拠
り
つ
つ
、
唯
一
一
回

か
ぎ
り

の
「
原
本
的
事
実
」
の
現
成
に
つ

い
て
、
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
詩
に

よ

っ
て
定
着
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
の
連
関

は
、
あ
た
か
も
開
か
れ
た
空
間
の
う

ち
に
無
限
に
変
化
す
る
時
々
の
気
象
の
よ
う
に
、
二
度
と
繰
り
返

さ
れ
な
い

「
心
の
気
象
」

を
開
示

す
る
。
「
さ
び
し
さ
の
底
抜
け
て

ふ
る
み

ぞ
れ
哉
」
と

い
っ
た
、
文
法

的
に
は
割
り
切

れ
な
い
表
現
が
、
詩
と

し
て
、
い

わ
ゆ
る
論

理
よ
り
も
直
接
に
、
「
さ
び
し
さ
」
や
「
み
ぞ
れ
」

の
体
験
を
、
知
的

な

分

析
以

前
に
、
ま
た
以

後
に
、
と

ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
は
、
唯
一
一
回
か
ぎ
り
の
場
で
、
花
や
雪
を

見
て

い
る
わ
け
で

は
な
い
。
む
し

ろ
、
そ
こ
に
分

別
を
は
さ
み
こ
み
、
花
や

雪

の
「
原

本
的
事

実
」

か
ら
離

れ
、
同

時
に
、
自
己

の
真
実
か
ら
も
そ
れ
る
。

そ

の
時
そ

の
場
で

、
真

に
そ

の
も
の
と
出

会
う
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
衣

装

を
脱

ぎ
捨
て

、
わ
れ
を
忘
れ
て
、
そ
の
人
自
身

に
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら

な
い
。「
距
離
を
開
く
こ
と

は
距
て

を
消
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

言

葉

は
、
そ
う

い
う

立
場
で

の
み
言
い
得
る
。



四

花
と
い
え
ば
、
釈
尊
と
迦
葉
尊
者
の
「
拈
華
微
笑
」
に
よ
り
、
仏
々
祖
々
、

法
燈

が
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
拈
華
微
笑

は
遠
い
過
去
の
出
来
事
で
あ
り
、

し

か
も
遥

か
離
れ
た
霊
鷲
山
上
の
こ
と
で

あ
る
。
い
ま
生
き
て
い
る
わ
れ
わ

れ
と

は
、
時
間
的

に
も
空
間
的

に
も
隔

た
っ
て

い
る
。
し

か
し
。
そ
の
「
法
」

が
伝
え
ら
れ
る
と

い
う
と
き

に
は
、
そ

れ
は
、
今
こ

の
場
で
、
そ

の
「
法
」

が
生
き
ら
れ
る
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
こ

の
意
味
で
、
そ

れ
は
科
学
的
な
法

則
と
は
、
決
定
的
に
異

な
る
。
科

学
的
な
法

則
は
、
そ
の
人

が
そ

れ
を
理
解

し
て
い
る
か
ど
う
か
と

は
関

わ
り
な
く
、
成
立
し
妥
当
す

る
。
し

か
し
、
法

燈
は
、
今
こ
こ
に
生
き
て

い
る
、

そ
の
人

に
よ
っ
て

初
め
て

と
も

る
の
で
あ

る
。西

谷
先
生

は
、
『
正
法
眼
蔵
講
話
』
の
な
か
で
、
「
三
世
諸
仏
不

知
有
、
狸

奴
白
■
却
知
有
」
（
『
従
容
録
六
九
』
）
と
い
う
語
を
引
い
て
、
今
こ
こ
と
い
う

現

実
に
は
、
三
世

の
諸
仏
も
手
が
届

か
な
い
、
と
語

ら
れ
て

い
る
。
三
世
の

諸
仏
は
、
い
わ
ば

永
遠
の
世
界

に
お
り
、

そ
れ
だ
け
で

は
、
真

に
法
が
法

に

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
、
猫

や
犬

の
よ
う
な
動

物
の
方

が
、
直
接
的

に

今
こ
こ
を
生
き
て
い
る
と
言

え
る
。
し
か
し
、
問
題

は
、
た
だ
物
理
的

に
今

こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
歴
史
的
に
伝
え
ら
れ
た
「
法
」
を
今

こ
こ
で
い
か
に
生
き
る
か
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
信
」
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
動
物
の
よ
う
に
理
性
以

前
で
も
な
く
、
諸
仏
の
よ
う
に
「
法
」

そ
の
も

の
で
も
な
い
人
間
は
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
煩
悩
と
執
着

に
と

ら
え

ら
れ
て

い
る
が
、
そ
こ

に
「
信
」
が
起

こ
る
と
き

、
は
じ

め
て
そ
の
人
が
人
と
し
て
、

今
こ
こ
と

い
う
現
実
を
生
き
る
と
い
う
意
味
が
全
う
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
単

な
る
現

場
と
い
う
こ
と

な
ら
、
釈
尊
と
同
じ
霊
鷲

山
に
い
た
人
は
み
な
、
法

を
継
い
で
い
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
は
ず
だ
が
、
釈
尊
の
「
拈
華
」
に
「
微

笑
」

で
応
え
得
だ
の
は
、
迦

葉
一
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
銘
記
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

信
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
親
鸞

の
『
歎
異
抄
』

に
触
れ

た
、
「
歴

史

に
つ

い
て
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
自
然
科
学
の
法
則
の
よ
う
な
、
学

問
的
真
理
の
成
立
に
は
、
そ
の
人
自
身

の
決
断
と
い
う
も

の
を
要

し
な
い
。

し
か
し
、
弥
陀
の
本
願
に
発

し
、
釈
尊

、
善
導
、
法
然
と
伝
え
ら
れ
た
真
理

は
、
そ

れ
を
信
じ
る
各
自
の
決
断

に
よ

っ
て
し
か
、
成

就
し
な
い
。
ひ
る
が

え

っ
て
言
え
ば
、
各
自
の
決
断

に
よ
っ
て
初

め
て
成
就
す
る
真
理
だ
か
ら
こ

そ
。
そ

の
人
自
身
の
存
在
を
真
実
な
も
の
に
す
る
の
で

あ
る
。
歴
史
を
超
え

た
永
遠
な
る
も
の
が
、
有
限
な
歴
史
的
存
在
で
あ

る
一
人
一
人

の
実
存
と
一

つ
に
な
り
、
し
か
も

、
永
遠
が
単
な
る
「
理
」

に
堕

さ

ず
、
ま

た

有
限
が

「
虚
無
」

に
帰
さ
な
い
立
場

は
、
そ
こ

に
あ
る
。

「
天
地
わ
れ
と
同

根
、
万
物

わ
れ
と
一
体
」
と

い
う
の
は
、
覚

り
を
得

た

信
の
立
場
で
あ
る
が
、
し
か
し

、
そ
こ

に
な
お
、
永
遠
と
い
う
「
理
」

の
名

残
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
時
の
人
、
こ

の
一
株
の
花
を
見
る
こ
と
夢
の
如
く

に
似

た
り
」
と
言
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
は

い

つ

で

も

「
時
の
人
」
で
あ
り
、
今
こ
こ
と

い
う
限
定
以
外
に
生
き

る
場

は
も
た
な
い
。

花
を
指

さ
さ
れ
、
花
に
目
を
と

め
た
陸
亘
大
夫
は
、
わ
れ
を
忘
れ
て
、
と
い

う
こ
と

は
万
物
一
体
と
い
う
「
理
」

を
忘
れ
て
、
花
に
見

入
っ
た
瞬
間
、
陸

西と東るけおに治啓谷西
１
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亘
大

夫
も
ま
た
「
時
の
人
」
と
し
て

、
そ

の
花
と
目

に
見
え

な
い
一
線
で
結

ば

れ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ

は
、
一
株

の
花
と
と

も
に
全
世
界
が
起

こ

ろ
「
全
機
現
」

だ
と
言
え

よ
う

。

（

１

）
　

西

谷

啓

治

（

に

し

た

に

・

け

い

ぢ

）
　

一

九

〇

〇

年

二

月

二

七

日

、

石

川

県

鳳

至

郡

能

都

町

宇

出

津

に

生

ま

れ

る

。

一

高

か

ら

京

都

帝

国

大

学

文

学

部

哲

学

科

に

進

み

、

西

田

幾

多

郎

に

師

事

。

鎌

倉

・

円

覚

寺

、

京

都

・

相

国

寺

に

て

参

禅

、

居

士

号

は

溪

聲

。

京

都

大

学

文

学

部

教

授

、

大

谷

大

学

教

授

を

歴

任

。

一

九

九

〇

年

一

一

月

二

四

日

、

京

都

市

左

京

区

吉

田

上

大

路

町

の

自

宅

で

逝

去

。

創

文

社

刊

『

西

谷

啓

治

著

作

集

』

は

全

二

六

巻

を

数

え

る

。

な

お

詳

し

く

は

、

拙

著

『

西

谷

啓

治

－

そ

の

思

索

へ

の

道

標

』

（

法

蔵

館

、

一

九

八

六

年

）

参

照

。

（

２

）
　

著

作

集

第

一

〇

巻

『

宗

教

と

は

何

か

』

参

照

。

（

３

）
　

著

作

集

第

一

一

巻

『

禅

の

立

場

』

参

照

。

（
４
）
 
Ｗ
ａ
ｓ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
？
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
D
o
r
a
　
Ｆ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
-
Ｂ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ

，

Ｉ
ｎ

ｓ
ｅ

ｌ

Ｖ

ｅ
ｒ

ｌ
ａ

ｇ
「

　
Ｆ

ｒ
ａ

ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ

ｔ
　
ａ
.
　
Ｍ

．
，

　
１

９
８

２

．

（
５
）
　
た
と
え
ぱ
Ｗ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｌ
ｚ

，
 
"
Ｚ
ｅ

ｎ
-

Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ
ｈ

ｉｓ
m

ｕ

ｓ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ

ｔ
ｌ
ｉｃ

ｈ
ｅ
ｒ

Ｏ
ｒ
ｌ
ａ
ｕ

ｂ
ｅ

　
：
ｚ
ｕ
m

　
Ｂ

ｕ

ｃ
ｈ

　
ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｋ

ｅ

ｉ
ｊ
ｉ
　
Ｎ

ｉ
ｓ
ｈ

ｉ
ｔ
ａ

ｎ

ｉ
　
W
a

ｓ

　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉ
ｇ

ｉ
ｏ
ｎ

？

”
　
Ｚ

ｅ
ｎ

Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｔ
ｏ
ｄ
ａ
ｙ

．

Ｎ
ｏ
．
　
２
｢
　
１
９
８
４
.
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｆ
ｆ
ｌ
ｅ
ｒ

，
 
"

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　

Ｋ

ｅ

ｉ
ｊ
ｉ

Ｎ
ｉ
ｓ
ｈ
ｉ
ｔ
ａ
ｎ
ｉ
　
《
W
a
s
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
？
？
》
"
　
Ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ

，

Ｄ

ｅ
-

ｚ
ｅ

ｍ

ｂ
ｅ
ｒ

　
１
９

８

５
.
　

１
　ｈ
ｅ

　

Ｒ

ｅ

ｌ
ｉ
ｇ

ｉ
ｏ
ｕ

ｓ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ｋ

ｅ
ｉ
ｊ
ｉ

　

Ｎ

ｉ
ｓ

ｈ

ｉ
ｔ

ａ

ｎ

ｉ
：

Ｅ
ｎ
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
,
 
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｔ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ
　
Ｕ
ｎ
ｎ
ｏ
,
　
Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ

Ｈ

ｕ

ｍ

ａ

ｎ

ｉ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ

　
Ｐ

ｒ

ｅ
ｓ
ｓ

，
　
Ｂ

ａ

ｒ

ｋ
ｅ

ｌｅ
ｙ

。
　

１
９

８
９

．

な

ど

。

（
６
）
　
著
作
集
第
二
三
巻
『
正
法
眼
蔵
講
話
Ⅱ
』
二
八
〇
頁
。

（

７

）
　

著

作

集

第

一

〇

巻

『

宗

教

と

は

何

か

』

一

五

頁

。

（

８

）
　

著

作

集

第

一

三

巻

『

哲

学

論

攷

』

四

四

－

八

四

頁

。

（

９

）
　

同
　

三

八

頁

。

（
1
0
）
　
同
　
一
一
八
―
二
二
〇
頁
。

（
1
1
）
　
著
作
集
第
二
二
巻
『
正
法
眼
蔵
講
話
Ｉ

』
序
、
参
照
。

（
1
2
）
　
著
作
集
第
二
〇

巻
『
随
想
Ｉ
（
風

の
こ
こ
ろ
）
』
九
八
－

一
一
二
頁
。

（
さ
さ
き
・
と
お
る
、
哲
学
・
比
較
思
想
、
追
手
門
学
院
大
学
教
授
）

２冖
Ｏ


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7

