
〈
公

開

講

演

〉

外

は
広

い

、

内

は
深

い

―
鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
―

一

「
外

は
広
い
、
内

は
深

い
」
（
鈴
木
大

拙
）
。
世

界
内
存
在
と
し
て
の
我
々
の

「
於
て

あ
る
」

有
限
な
世
界

は
そ
の
余

白
を
含

ん
で
限
り

な
く
広

く
、
世

界

に
「
於
て

あ
る
」
我
々
の
内

は
底
な
く
深

い
。
「
我

々
の
自
己

の
奥
底
に
、

何

処
ま
で

も
自
己
を
越
え
て
、
し
か
も
自
己
が
そ
こ

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
」
（
西
田
幾
多
郎
）
。
「
世
界

は
我
が

家
」
と
言

う
大
拙

は
自

ら
を

「
世

界
人
と
し
て
の
日
本
人
」
と
し
て

自
覚

し
、
そ
の
自

覚
は
さ
ら

に
本
来

東
西

な
し
と
い
う
「
霊
性

的
自
覚
」

に
基

づ

い
て

い
た
。
「
私

の
場
所

の
論

理
を
媒
介
と
し
て
仏
教
思
想
と
科
学
的
近
代
精
神
と

の
結
合
と

い
う
こ
と
は

私

の
最
も
念
願
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
終
の
目
的
と
す

る
所
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
西
田

は
言
う
。
「
仏
教
思

想
と
科

学
的
近
代

精
神
と

の
結
合
」
は

ま
た
、
「
東
洋

に
は
根
底
的

に
違

っ
た
も

の
が
あ

る
」

が
「
日
本
文
化

は
世

上
　
田
　
閑
　
照

界
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ

う
に
日
本
文
化
が
世
界
に
開
か
れ
世
界

に
と

っ
て
意
義
を
持
ち
う
る
よ
う

に

な
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
西

洋
と
東
洋
を
含
む
一
つ
の
世
界
が
世
界
と
し

て
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
。
そ
れ

は
、

単
に
比
較
と
総
合
に
よ
っ
て
可
能

に
な
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
西

洋
文
化

に
よ
っ
て
東
洋
文
化
を
否

定
す

る

こ
と
で
も
な
く
、
東
洋
文
化
に
よ

っ
て
西

洋
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
で
も

な

い
。
又
そ
の
何
れ
か
一
の
な
か
に
他
を
包
み
込
む
こ
と
で
も
な
い
。
却
っ
て

従
来
よ
り

は
一
層
深
い
根
底
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
共
に
新
し

い

光

に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
『
日
本
文
化
の
問
題
』
）。
東
西

が
そ
の
ぶ

つ

か
り
合

い
の
な

か
で

「
一
層
深
い
根
底
を
見
出
す
」
と

い
う
こ
と
は
、
同
時

に

「
我

々
の
心

の
底
か
ら
世
界

的
原

理
が
生

み
だ
さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
我

々
の
心
の
底

か
ら
」

と
は
即
ち

「
我

々
の

自
己
の
奥
底
に
、
自
己
を
越
え
」
る
「
内

在
的
超
越
」
の
こ
と
で
あ
る
。



明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
同
年

生
ま
れ
の
鈴
木

貞
太
郎

（
大

拙
）
と
西
田

幾
多
郎
は
、
と

も
に
石
川
県

専
門
学
校
（
金
沢
市
）
付
属
初

等
中
学
科
、
学

制
改
革
に
よ
り
明

治
二
十
年
か
ら
は
改
称
さ
れ
て
第
四

高
等
中

学
校
（
四

高

の
前
身
）

に
学

び
。
相
知
り

親
し
み

、
生
涯

の
深

い
交

わ
り

が
始
ま

っ
た
。

大
拙
は
十

八
歳

の
と
き

、
西

田
は
二
十
歳
の
と
き

、
中

途
退

学
し
、
そ
れ
ぞ

れ
東
京
に
出
て

、
大

拙
は
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田

大
学
の
前
身
）

に
籍
を

お
き

つ
つ
鎌
倉
円

覚
寺
に
通

っ
て
禅
の
道
に
専
念
し

、
西

田
は
帝
国
大
学
文

科
大

学
哲
学
科

（
後

の
東
大
文

学
部
）
に
お
い
て
選

科
生
と
し
て
哲
学
を
学

ん
だ
。

学
問

を
し
つ
つ
西

田
も
や
が
て

禅
の
道
に
身

を
投
ず

る
。

大
拙
と
西
田

は
、
と

も
に
禅

の
道
を
歩
み

つ
つ
広
く

東
洋
の
精
神

的
伝
統

を
体
現
し
な
が
ら
、
大
拙

は
海
外

に
出
て
通
算

ほ
と

ん
ど
二
十
五

年
の
長
期

に
わ
た

る
西

洋
世
界

の
生
活

を
通
し
て
、
西
田

は
海
外

に
出

る
こ

と

は
な

か
っ
た
が
西
洋

精
神

の
骨
格
と
も
い
う
べ
き
哲
学
を
ギ
リ

シ
ア
か
ら
当
時
の

現
代

に
い
た
る
ま
で

広
く
徹

底
的

に
学

ん
で
、
断
絶

を
含

む

「
東
洋

と
西

洋
」

か
ら
一

つ
の
新
し
い
世

界
を
開
き
人
間
存
在
の
よ
り
深

い
可
能
性
を
探

究
す

る
こ
と

を
共
通

の
世
界

歴
史
的
課
題
と
し
て

自
覚
し
、
相
た
ず
さ
え
て

生
涯

働
き

に
働

い
た
。
大
拙

に
お
い
て
も
西

田
に
お

い
て

も
、
「
東

・
西
と

世
界
」

と
い
う
問
題

と
自
己

の
問
題
と
が
重
な
り
。
連
動
し
、
切
り
結

ん
で

い
る
。

こ
の
世

に
あ
っ
て

何
を
根
本
問
題
と
す
る
か
、
生
涯
の
意
義
を
な
す

問
題

を
両
人

は
一

に
し
た
。
大
拙
は
西

洋
生
活
世
界

の
直
中
か
ら
こ
の
問
題

の
究
明

に
取
り
組
み

、
西

田
は
世
界

に
お
け

る
日
本
の
内
で

、
し
か
も
自
己

の
奥
底

に
徹
す

る
仕
方
で
自

己
の
「
於
て
あ
る
」
世
界

へ
と
通
じ
つ
つ
同
じ

問
題
の
究
明

に
取

り
組

ん
だ
。
大
拙
は
禅
思

想
の
立
場
で
、
西
田

は
哲
学
の

立
場
で
、
重
層

を
な
し
て
共
働
し
な
が
ら
。
二
人

の
親
密

さ
は
自
己
究
明
の

深

度
を

な
し

、
歴

史
の
課
題

に
対
し
て
世
界

投
企

の
厚
み
と

な
っ
た
。

西
田

は
一
九
四
五
年

六
月

に
、
大
拙
は
一
九
六
六
年
七
月

に
、
ほ
と
ん
ど

突
然
こ

の
世

を
終
え

た
。

そ
れ
ぞ
れ
生
涯
の
諸
作
品

を
収
録
し

た
『
西
田
幾

多
郎
全
集
』
十

九
巻
と

『
鈴
木
大
拙
全
集
』
（
刊
行
中

の
改
定
増
補

版
は
四

十

巻
の
予

定
）

は
、
東
洋

の
伝
統
と
西
洋
思
想

と
の
異
質

の

空
気
が
触

れ

合
っ
て

生
じ

た
乱
気
流
か
ら
生
ま
れ
た
世
界
精
神
史
上
新
し

い
気
流
の
な
か

で

の
二
重

奏
－

一
つ
の
新
し

い
世
界
の
予

音
を
奏
で

る
二
重
奏
と
言
え

る

で

あ
ろ

う
。
こ

の
よ
う
に
、
大
拙
と
西
田
の
親
し

さ
は
両
者

の
人
生
の
事
で

あ
る
だ
け
で

な
く
、
世
界

に
と

っ
て
意
義
を
も

っ
た
一
大

事
因
縁

の
事
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
何
よ

り
も
、
両
者
と
も
そ
れ

ぞ
れ
厳
然

た
る
一
個
の
人

間
で

あ
り

、
そ
の
交
わ
り

に
は
「
人
間
と
人
間
」

の
永
遠
の
真
実
が
あ
る
。

人
間

と
し
て

の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
存
在
」

と
し
て

の
両
者

の
風
格
は

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
大
拙
、
寸

心
と

い
う
居
士

号
に
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

自
ら
選

ん
だ
（
書
）
斎
号

に
も
実

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
「
大
拙
」

は

参
禅
の
師
釈
宗
演
老
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
。
拙
な
る
と
こ
ろ
即

ち
巧
ま

ず
繕
わ
な
い
と
こ
ろ
に
大
い
な

る
も

の
が
現
れ
て
い

る
と
い
う
趣
旨
。
「
寸

心
」
は
西
田
参
禅
の
師
雪
門
老
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
。
方
寸
の
心
に
宇

宙
乾
坤

が
蔵
さ
れ
て

い
る
と

い
う
趣

旨
。
大

拙
の

斎
号

「
也
風

流
庵
」

は

「
意
気
有
る
時
は
意
気
を
添
え

、
風

流
な
ら
ざ

る
処
也
風
流
」
と

い
う
禅
語

か
ら
と
ら

れ
た
。
西
田
の
斎
号

「
骨
清
窟
」
は
永
源
寺
寂

室
和
尚

の
「
老
来



殊
に
覚
ゆ
山
中

の
好
き
こ
と
を
。
死
し

て
巌
根
に
在
れ
ば
骨
も

也
清

し
」
と

い
う
詩
句

か
ら
と
ら
れ
た
。

い
か
に
も

、
そ
れ
ぞ
れ
坐
業
に
励

ん
だ
室
の
主

人
公
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
ま

た
、
大

拙
は
「
遠
山
無
限
碧
層

々
」

と

い
う
句

を
愛
し
、
西
田

は
「
心
月
孤
円
　

光
万

象
を
呑
む
」
と

い
う
句
を
愛

し
た
。
こ
の
よ
う

に
大
拙
と
西

田
は
風

格
の
異
な
っ
た
調

べ
の
故

に
よ
り
親

密

に
「
人
と
人
」
の
共

鳴
交
響
と

な
っ
た
。

西
田

に
と

っ
て
大
拙
と

は
誰
で
あ

っ
た

か
。
「
大

拙
君
は
高

い
山
が
雲

の

上
へ
頭

を
出
し
て
い
る
よ
う
な
人
で

あ
る
。

そ
し
て

そ
こ

か
ら
世
間

を
眺
め

て
い

る
。
否
。
自
分
自
身
を
も
眺

め
て
居

る
。

全
く

何
も
な

い
所

か
ら

。
物

事
を
見
て
居
る
よ
う
な
人
で
あ

る
。
そ

の
言

う
所
が

、
時

に
奇
抜
な
よ

う
に

聞

こ
え

る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ

は
君

の
自
然

か
ら
流
れ
出
る
の
で
あ

る
。

君
は
一
見
羅
漢
の
如
く
人
間
離
れ
を
し
て

い
る
が
、
し

か
も
非
常
に
情

に
細

や
か
な
所
が
あ
る
。
無
頓
着
の
よ
う
で
あ

る
が
、
し

か
も
事
に
忠
実
で
綿
密

で
あ

る
。
し
ば
し
ば
堪
え
が
た
き
人
事

に
遭
遇
し
て
、
困
る
困
る
と

は
い
っ

て
い

る
が
、
ど
こ
か
淡

々
と
し
て

い
つ
も
行
雲

流
水

の
趣
を
存
し
て

い
る
。

君
は
最
も
豪
ら
そ
う
で
な
く
て

、
最
も
豪
ら

い
人

か
も
知
れ
な

い
。
私

は
思

想
上

、
君
に
負

う
所

が
多

い
」
（
鈴
木
大
拙
著
『
文
化
と
宗
教
』
お
よ
び
『
禅
と

日
本
文
化
』
に
西
田
が
書
い
た
二
つ
の
序
文
か
ら
抜
粋
編
集
）。

大
拙

に
と

っ
て
西
田
と

は
誰
で
あ

っ
た

か
。
「
想

い
起
こ
せ
ば

随
分
永

い

間
の
交
際
で
あ

っ
た
。
十
六
、
七
歳

の
頃
か
ら
今
ま
で
続
い
た
の
で
あ

る
か

ら
、
ざ

っ
と
六
十
年
と
見
て
よ

い
。
西

田
は
若

い
時

か
ら
誠
実
の
人
で
あ

っ

た
。
最
も
深

い
意
味
で
の
誠
実

の
人
で

あ
っ
た
。
彼
の
一
生
は
こ
れ
で
尽
き

て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
西

田
は
実
に
牛

の
如
く
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
一
筋

に
前
方
を
見
つ
め
て

進
む

漢
だ
と
の
義
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
意
志
が
あ
り
、

ま
た
兼
ね
て
彼

の
知
的
性
格
が
あ
る
。
ど
こ
ど
こ
ま
で
も

そ
の
底

に
徹
し
な

け
れ
ば
や
ま
ぬ
と
い
う
の
が
西

田
の
性
格
で
あ

っ
た
。
彼

は
こ
れ
が

た
め
に

自
ら
の
持
て

る
す

べ
て

を
尽

く
し
て
辞
し
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
自
分

の
場

合
で
言
う
と
西

田
が
相
手

に
な
っ
て
く
れ

ぬ
と
、
自
分
の
心
持
も

わ
か
っ
て

く
れ
ず
、
話
が

話
に
な
ら

ぬ
よ
う

に
思

わ
れ
て
な
ら

ぬ
の
で

あ

る
」
（
西
田

の
没
後
大
拙
が
書
い
た
「
西
田
の
思
い
出
」
か
ら
抜
粋
編
集
）。

ま
こ

と
に
知
音
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
と

い
う
急
角

度
の
日
本
近
代
と
世
界

の
動
き

を
共
に
生
き
抜
く
長
い
長

い
交
わ
り
の
年
輪

か
ら
の
知
音
で
あ

る
。
そ

の
年
輪

は
様
々
な
形
で

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
残
し
て

い
る
が
、
両
人
の
交
わ
り
を
よ
く
示
す
よ
う
な
書
簡

か
ら
少
し
だ
け
抜
粋
し

て
み
た

い
。
残
さ
れ
て

い
る
西
田

か
ら
大
拙
宛
の
書
簡
の
う
ち
最
も
古
い
も

の
は
明

治
三
十
五

年
（
一
九
〇
二
）
十
月
二
十
七
日
付

け
金
沢

（
当

時
西

田

は
第
四
高
等
学
校
教
授
）

か
ら
ア

メ
リ
カ

ー
シ
カ
ゴ
郊
外
在
住
の
大
拙
に
宛

て

た
も

の
（
大
拙

は
明
治
三
十
年
以
来
ア

メ
リ
カ
）
－

「
久
し
ぶ
り
に
面

白
き

お
手
紙
を
拝
見
し

空
谷
の
足

音
の
如

き
感
あ
り
」

に
始

ま
り
、
「
君
の

手

紙
は
余

に
と
り
て
非
常

に
奮
発
心
を
与
う
。
何
卒
時

々
宗
教
上
の
話
し
を

か
き
て
く
れ
玉
へ
。
余
も
俗
界

に
頭
出
頭
没
し
な
が
ら
此
事

〔
禅
修
行
の
こ

と
〕

は
必
ず
成
就
せ
ず
ん
ば
死
し
て
瞑
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す
。
君
乞
う
余
の
微

衷
を
思
い
く
れ
ら
れ
よ
」
に
終
わ
っ
て
い
る
。
や
が
て
明
治
三
十
九
年
（
一

九
〇
六
)
七
月
十
三
日
付
で
「
余
は
宗
教
的
修
養
は
終
身
こ
れ
を
つ
づ
け
る



積

も
り

だ

が

、

余

の

働

く

場

所

は

学
問

が

最
も

適

当
で

な

い

か

と

思

う
。

貴

考

い

か

ん

。
今

で

は

病

気

も

一

通
り

平

癒

し

た

か
ら

。

こ

れ

か

ら

ま

た

一

つ

思

想

を

錬

磨
し

て

見

た

い

と
思

っ
て

い

る
。

で

き

る

な

ら

ば

何

か

一
冊

の

著

作
に
し
て
見
た
い
と
思
う
。
近
来
W
・
j
a
m
e
s
氏
な
ど
の
Ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
-

ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

の

説

は

余

程
面

白

い

と

思

う
。

氏

は

Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｃ
ｓ

を

か

く

と

い

う

が

ま

だ

出

来
上

ら

ぬ

か
」
。

こ

こ
で

言

う

「

一
冊

の

著

作
」

が

『
善

の

研
究

』

と

な

っ

て

生

ま

れ

る

の

は

五

年

後

の

一

九

一

一

年

で

あ

る

。
（
第

二

次

大

戦

後

、
『
善

の
研

究

』

が

英

訳

さ

れ

た
時

大
拙

が

そ

の
序

文

を

書

い

て

い

る
。
）

間

を

と

ば

し

て

西

田

の

晩

年

を

み

る

と

。

昭

和

十

六
年

（
一
九
四

一
）

か

ら

十

七

年

早

春

に

か
け

て

関
節

リ

ュ

ー

マ

チ
を

患

い
手

足

が

動

か

な

く

な

っ

て

病

臥

、
「
毎

日
天

井

の

隅

を

見

て

暮

ら

し

」
、
「

我

病

日

々

待

春

」

と

い

う

状

態

の

西

田

に
鎌

倉

の

大

拙

か
ら

見

舞

い

の
梅

花

が

贈

ら

れ

て

き

た

。

硬

直

し

た
指

に

筆

を

は

さ

ん

で

書

い

た
西

田

の

礼

状

に

言

う

、
「
梅

花

一
輪

を

損

ぜ
ず

し

て

到
着
　

多

謝

多

謝
　

今

朝
鶯

来

り
頻

に

鳴

く
　

清

香

室

に

満

つ

我

ニ
モ

ヤ

ガ

テ

春

来

ラ

ザ

ル

ベ

カ

ラ

ズ
　

三

月

九

日
　

幾
　

貞

兄

」
。

そ

の

西

田

は

大

拙

の

風
邪

に

、
「
風

は

大

事

に
し

た

ま

え
　

老

人

は

肺

炎

に
で

も

な

る
と

困

る
　

風

は

こ
じ

ら
す

と

危
険

だ
　

も

う
五

年

で

も

十

年

で

も

生

き

て

も

っ
と

い

ろ

い

ろ
書

き

の

こ
し

玉

へ
　

新

し

い

時
代

又

い

ろ

い

ろ

の

人

が

で

き

る
だ

ろ
う

が
　

我

々

時
代

の

様
な

人

は
又

で

な

い

だ

ろ

う

」
（
昭
和
十

九

年
十
二
月
十
四

日
）
。

西

田

が

大

拙

に
宛

て

た

最
後

の
手

紙

は

敗

戦

直

前

の

昭

和

二

十

年

（
一
九

四
五
）
五

月

十

一

日

（
西

田

は

そ
の

六
月

七

日

に
逝

去

）

鎌

倉

姥

ケ
谷

の

自

宅
か
ら
円
覚
寺
山
内
正
伝
庵
の
大
拙
に
出
し
た
も
の
―
「
君
の
宗
教
論
を

拝
見

し
た
。
君
の
東
洋
文
化
の
根
底
に
悲
願
が
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
く
考
え

て
み

る
と

そ
れ
非

常
に
面

白
い
。
私
も
そ
う
い
う
立
場

か
ら
考
え
て
行

っ
て

み

た
い
と
思
う
」

と
書
き
、
「
民
族

の
自
信
を
唯

武
力

と
結
合
す

る
民
族
は

武
力

と
共

に
亡
び
る
。
『
伝
灯
録
』
等
難
有
う
」
で

終
わ
っ
て

い
る
。

最

後
の
こ
の
手
紙
の
ち
ょ
う
ど
二

か
月
前
、
三
月
十

一
日
に
西
田
が
大
拙

に
宛
て

た
手
紙
は
。
両
者

の
思
想
的
な
繋
が
り
を
簡
潔
に
明
瞭

に
示
す
重
要

な
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
で
あ
る
の
で
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
こ

こ
で

全
文

を
引
用

し
て
お
き
た
い
。
「
大
拙
君

、
一
昨
日
は
折
角
御
出
下

さ

い
ま

し
た
の
に
最

初
か
ら
行
き
違
い
、
そ
れ
に
人
が
来
た
り
し
て
十
分
お
話

も
で
き
ず

残
念
で

し
た
。
私

は
今
宗
教
の
こ
と
を
か
い
て

い
ま
す
〔
最
後
の

完

成
論
文

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
こ
と
、
そ
の
年
の
二
月
四

日
に
書
き

は
じ
め
、
四
月
十
四
日
の
日
記
に
「
宗
教
論
ひ
と
ま
ず
了
」
と
あ

る
〕
。
大
体
従
来
の
対
象
論
理

の
見
方
で

は
宗

教
と
い
う
も
の

は
考
え

ら
れ

ず

、
私
の
矛
盾
的
自
己
同

一
の
論
理
、
即
ち
即
非
の
論
理
で

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
に
し

た
い
と
思
う
の
で
す
。
私
は
即
非

の
般
若
的
立

場

か
ら
人
と
い
う
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
た
い
と
お
も
う
の
で
す
。
そ
し
て

そ
れ
を
現
実
の
歴
史
的
世
界
と
結
合
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
唯
今
雑
誌
に

だ
す
こ
と
が
で
き
ず
誠
に
困
り
ま
す
。
ま
だ
半
分
位
で

す
が
、
で
き
ま
し
た

ら
原

稿
か
ｃ
ｏ
ｐ
ｙ

か
で

御
覧

に
入
れ
た
い
と
存
じ
お
り

ま
す
。

君
の

『
日
本

的
霊

性
』

は
実
に
教
え
ら
れ
ま
す
（
無
念
即
全
心
は
面
白
い
）
」
。
そ
し
て
翌

十

二
日
の
葉
書
の
な
か
に
も
「
君
の
無
位
の
真
人
論
も
見
た
い
も
の
だ
」
と



あ

る
。
（
「
無
位
の
真
人
」
論
と

い
う
の
は
当
時
大
拙
が
執
筆
中
の

「
臨
済
の

基

本
思

想
」
－

論
文

と
し
て
の
発
表
は
西
田
の
没
後
、
著
作
と
し
て

の
刊

行

は
昭

和
二
十

四
年
。
禅
思
想
史
上
画
期
的
な
「
臨
済
」
研
究
）
。

引
用

し
た
手
紙
の
文
面
か
ら
西
田
と
大
拙
と
の
思
想
的
呼
応
が
際
立

っ
て

く
る
。
大
拙
が
禅
思
想
の
境
位
で
即
非
の
論
理
と
言
え
ば
、
西
田

は
呼
応
し

て

哲
学
の
境
位
で
矛
盾
的
自

己
同
一

の
場

所
的
論
理

と
言

い
、
（
こ
の
手
紙

で
直
接

に
は
触
れ
ら
れ
て

い
な

い
が
）
大
拙
が
「
妙
」
と
言
え
ば
、
西

田
は

呼

応
し
て
「
逆
対
応
」
と
言

い
、
大
拙
が
生
け
る
主
体
を
「
人
」
（
「
一
無
位

の
真
人
」
の
「
人
」
）
と

言
え
ば
、
西
田

は
呼
応
し

て

「
人
格
」

と
言

い
。

し
か
も
哲
学
の
境
位
に
と

っ
て
固
有

に
問
題
と
な
る
歴
史
的
世
界
の
現
実
と

結
び
つ
け
て
「
人
格
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
大
拙
と
西
田
の
間
の
思
想
的

な
呼
応
は
偶
然
で
は
な

い
。
禅

に
よ

っ
て
深
く
結
ば
れ
て
い
た
と
同
時

に
、

思
想
の
課
題
が
受
け
取
ら
れ
る
同
じ
世
界
的
問
題
状
況

に
身
を
お

い
た
上
で

の
思
想
の
交
わ
り
が
あ

っ
た

か
ら
で
あ
る
。

西
田

は
。
先
の
引
用

に
あ

っ
た
よ

う
に
、
「
私

は
思

想
上
、
君

に
負
う
と

こ
ろ
が
多

い
」
と
言
う
。
そ
れ

は
、
西
田

に
と

っ
て
哲
学
原
理

の
根
源

的
な

探
究

に
お
い
て
大
拙

の
禅
思

想
が
導
き

に
な

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。

一
方
、
西

田
没
後

の
こ
と
で

あ
る
が
昭
和

二
十
四
年

（
一
九
四
九
）
（

ワ
イ

大
学
で

の
第

二
回
東
西
哲
学
者

会
議

に
出
席
し
た
大
拙
が

「
会
議
で

は
、
自

分
は
も

っ
と
西
田
君

の
本
を
よ

ん
で

お
け
ば
よ

か
っ
た
と
感
じ

た
。
大

学
の

書
庫

に
少
し
あ

る
か
ら

、
い
ま

遅
ま
き

な
が
ら
ぼ
つ
ぼ

つ
読

ん
で

お
る
。
啓

発

さ
れ

る
こ

と
が
多

い
」
（
大
拙
の
秋
月
龍
現
宛
書
簡
、
一
九
四
九
年
八
月
）
と

言
う
よ
う

に
、
大
拙
が
禅
思
想
を
世
界
に
提
出
し
よ

う
と
す

る
と
き
、
西

田

の
哲
学
が
大
拙

に
導
き

を
与
え
る
。
（
ち
な
み

に
、
大

拙
は
翌
年
米
大
陸

に

移
り
ア

メ
リ

カ
の
諸
大
学
で
禅
仏
教
、
華
厳

哲
学

、
日
本
文
化
と
仏
教
な
ど

を
テ
ー

マ
と
す
る
講
義
を
始

め
る
が
、
松

ケ
岡
文
庫

か
ら

『
西
田
幾
多
郎
全

集
』
を
取
り
寄
せ
て

い
る
）
。
大
拙

の
禅
思

想
と
西
田

の
哲
学
と

の
間

の
思

想
連
関
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

二

西
洋
が
非
西
洋

に
膨
張
し
て
き
た
そ
の
世
界
歴
史
的
動
揺
の
怒
濤
波
瀾

の

な
か
で
、
両
者
と
も
深
く
禅

に
参
じ
つ
つ
、
同
時

に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

、

即
ち
大
拙
は
文
字
通
り
外

に
出
て
。
西
田
は
内

か
ら
つ
き
抜
け
て
、
共
に
世

界
を
境
涯
と
し
た
。
「
外
は

広
い
、
内

は
深

い
」
と
大
拙

が
言
う
世
界
で

あ

る
。
歴
史
的
現
実
の
世
界

に
関
し
て
言
え
ば
、
両
者
と
も
、
西
洋
が
日
本
に

ぶ
つ
か

っ
て
来
た
そ
の
裂
け
目
に
出
て
、
そ
の
裂
け
目

に
身
を
挺
し
て
耐
え

通
し
つ
つ
、
日
本

に
と

っ
て
も
世
界
に
と
っ
て
も
新
し

い
一
つ
の
世
界
を
投

企
す
る
と

い
う
「
世
界
」
歴
史
的
課
題
を
自
覚
的

に
共

に
し
て
、
相
呼
応
し

な
が
ら
働
き

に
働
き
、
大
拙

か
ら
は
世
界
で

は
じ

め
て

の
褝
思
想
家
が
生
ま

れ
、
西
田

か
ら

は
日
本
で

は
じ

め
て
の
「
世
界
」

の
哲
学
者
が
生
ま
れ
た

大
拙
に
お
け

る
禅
思
想

の
生
ま
れ
る
場
が
禅
と
西

洋
世
界

の
ぶ
つ

か
り
に

お

い
て
禅
の
内
側

か
ら
外

に
向

か
っ
て
開
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
す
れ

ば
、
西
田
の
哲
学

の
生
ま
れ

る
場
は
、
禅
と
西

洋
世
界

の
間

に
出
て
哲
学
の

側

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。
大
拙

に
と

っ
て

は
禅
が
問
題
で
あ

っ
た
。
し
か
し



歴
史
上
禅
が
い
ま
だ
知
ら
な
か

っ
た
世
界
の
直
中
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
西

田
に
と

っ
て
は
「
世
界
」
が
問
題
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
世
界

投
企
は
西

洋
哲
学
の
知
ら
な
か

っ
た
禅
か
ら
の
眼
く
ぱ
せ
を
受
け
取
っ
て
で

あ
っ
た
。

両
者
に
と

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
禅
が
大
切
で
あ

っ
た
の
は
。
東
洋
の
保
守
の
た
め

で
は
な
く
、
新
し
い
世
界
の
世
界
性
と
そ
こ

に
於
て
あ
る
人
間
存
在
の
新
し

い
可
能
性
に
禅
が
独
自
の
寄
与
を
な
し
得
る
と

い
う
見
通
し
か
ら
で
あ

っ
た
。

自
己
の
根
底
か
ら
、
そ
し
て
世

界
に
向

か
っ
て

は
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も

と
で
。
ほ
と
ん
ど
無
限
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー

シ
ョ
ン
に
お

い
て
繰
り
返
し
繰
り
返

し
語
ら

れ
る
大

拙
の
言
葉

か
ら
こ
こ
で

一
つ

だ
け
引

用
し

て

お
き

た
い
。

「
生
活
が
二
つ
に
分
か
れ
て
行

く
そ

の
先
の
み

追
わ
な

い
で

、
い
つ
も
分

か

れ
な
い
根
本
の
と
こ
ろ
を
顧
み
て

、
そ
こ
か
ら
も
の
を
割
り
出
す
と
い
う
よ

う
に
し
て
ほ
し
い
の
で

す
。
そ
の
割
り
出
す
方
法
は
、
人
々
の
見
よ
う
に
よ

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
と

に
か
く
さ
き
を
追
わ
な
い
で

も
と
に
帰
る
」
。
こ
こ
に
既

に
、
東
西

の
異

な

っ
た
原

理
の
あ

る
統

一
　（
大

拙
の
禅
思
想
の
術
語
で
言
え
ば

「
無
分
別

の
分
別
」
）
が

生
活

面
で

立
体
的

に
投
企
さ
れ
て

い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
「
無
分
別
の
分
別
」
や
霊
性
的
自
覚
な
ど
が
大
拙
に
お
け
る
禅
思
想

の
新
し

い
根
本
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
田

の
言
う
純
粋
経
験
。
行
為
的
直

観
、
歴
史
的
身
体
、
矛
盾
的
自
己
同
一
な
ど

は
、
禅
の
圏
外
で
、
し
か
し
禅

か
ら
の
眼
く
ぱ
せ
を
受
け
な
が
ら
思
索
し
出
さ
れ
た
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ

る
。
怒
濤
波
浪
の
世
界
の
直
中
に
あ

っ
て
、
大
拙
と
西
田
と
は
禅
と
い
う
見

え

な
い
命
綱
で
結
ば
れ
て
、
頭

出
頭
没
す
る
波
間

か
ら
一
瞬
眼
と
眼
で
共
根

源
的
由
来
を
確
認

し
な
が
ら
、
禅
思
想
と
哲
学
、
そ
れ
ぞ
れ

の
フ
ロ
ソ
ト
で

な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
て

い
っ
た
。
両
者
の
思
想
に
お
い
て
次
元
を
超
え
て

呼
応
が
見
ら
れ
る
の
は
偶
然
で

は
な

い
。

で
は
、
1
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
両
者
は
褝
と
、
ま
た
褝
で
結
ば
れ
て
い
た

か
。
2
大
拙
と
西
田
と
し
て
事
実
成
立
し
た
禅
思
想
と
哲
学
と
は
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
質
を
お
び
た
思

想
の
形
態
で
あ
り
、
ま
た
両
者

の
連
関

は
ど
の

よ
う
な
意
義
を
も
っ
た
事
態
で
あ
る
か
。
3
以
上
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
「
大

拙
と
西
田
」
は
我
々
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
義
を
も

っ
て

い
る

か
。

1
西
田
の
弟
子
の
一
人
で
あ
り
「
禅
と
西
洋
哲
学
」
と
い
う
問
題
意
識
を

直
接

に
受
け
継

い
だ
西

谷
啓
治

が
次

の
よ
う

な
こ
と
を
伝
え
て

い
る
（「
我

が
師
西
田
幾
多
郎
先
生
を
語
る
」
）。
「
何
時
だ

っ
た
か
（
西
田
）
先
生

の
お
宅
で

大
拙
先
生
と
一
緒
に
な

っ
た
こ
と
が

あ
る
。
何

か
の
話
し

の
う
ち

に
、
大
拙

先
生

は
禅

は
要
す
る
に
こ
う
い
う
も

ん
だ
と
言

っ
て
、
前
の
テ
ー
ブ
ル
を
カ

タ
カ
タ
動

か
さ
れ
た
。
西

田
先
生
は
そ
れ
が
余
程
面
白
か

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

そ

の
後
も
、
外
の
人
々
の
居
る
席

上
で
、
〈
君
も
居
た

か
ら

知
っ
て
い
る
だ

ろ

う
〉
と
私
の
方
を
顧
み
な
が
ら

〈
大
拙
が

言
っ
た
こ
と
だ
が
、
禅
と

は
要

す

る
に
こ
う
い
う
も
ん
だ
〉
と
言
っ
て
、
や
は
り
テ

ー
ブ
ル
を
カ
タ
カ
タ
動

か
さ
れ

た
」
。

大
拙

は
「
禅
は
要
す
る
に
こ
う
い
う
も
ん
だ
」
と
言

っ
て
、
前

の
テ
ー
ブ

ル
を
カ

タ
カ
タ
動

か
す
。
端
的

に
出

せ
ば
禅
と

は

「
こ
れ

だ
」

と
言

っ
て

「
カ
タ
カ
タ
」
。
そ
の
現
場
で

は
、
「
カ

タ
カ

タ
」
と

い
う
出

来
事
と

「
こ
れ

が
禅
だ
」
と
い
う
言
葉
が

一
つ
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
「
こ

れ
が
禅
だ
」
と



言
葉
で

言
う
と
き
、
そ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
カ

タ
カ

タ
」
そ
の
事
は
、
言
葉

を
突
破
し

て
い

る
。

と

い
う
こ

と
は
、
自

覚
が
言

葉
で
言
わ
れ
る
と
き
、
言
わ
れ
た
言
葉
が
自
覚

の
枠

に
な

っ
て
自
覚

が
閉
ざ

さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
枠

を
「

カ
タ
カ

タ
」

は
ど

こ
ま
で
も
突
破
す
る

（
こ
の
突
破
は
、
言
葉
で
の
自
覚

に
対
し
て
言
え

ば

「
覚
」
と
い
う
出
来
事
）
。
言
葉
で
言
わ
な
け
れ
ば
自
覚

に
な
ら
な

い
し
、

言

う
と
言
わ
れ
た
言
葉

に
捉
わ
れ
て
自
覚
が
暗
く
な

る
と

い
う
人
間
存
在

に

固

有
な
根
本
的
問
題

事
態
を
、
「
カ

タ
カ

タ
」
と

「
こ
れ
が
禅

だ
」

の
連
動

（
「
言
葉

か
ら
出
て
、
言
葉

に
出
る
」
と
言

い
換
え

る
こ
と
が
で
き

る
覚
・
自

覚

の
極
限
運
動
）

に
お
け
る
「
非
連
続
の
連
続
」
的
回
転
が
脱
却
す
る
。
禅

と

言
わ
れ
る
あ
り
方
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
根
本
的

メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
こ
こ

に
あ
る
。
と
は
い
え
、
禅
と
言

っ
て
し
ま
う
と
、
ま
た
何

か
そ
の
よ
う
な
も

の
が
特
別

に
あ
る
よ
う
に
な
り
、
再
び
覆

い
に
な
る
。
禅
が
問
題
な
の
で
は

な
い
。
人
間
存
在

の
成
り
行
き
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
禅

に
と

っ
て
も
ま
さ

に
そ

れ

が
問

題
な

の
で

あ

る
。
「
カ

タ
カ

タ
」

は
そ
も

そ
も

人
間

存
在

に

と

っ
て
ど

の
よ

う
な
出
来
事
で
あ

る
か
。
全
く
無
意
味

と
す

る
見
方
も
あ
り

得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

そ
の
現
場

に
居
合
わ
せ

た
西

田
や
西
谷

に
印
象
を

与
え
た
現
出
来
事

と
し
て

は
ど

の
よ
う
な
出
来
事
で
あ

り
得
る
か
。

世
界
内
存
在

に
と
っ
て

の
世
界
が

カ
タ
カ
タ
と
一
挙

に
破
壊

さ
れ
、
同
時

に
新
た

に
世
界
が

建
立
さ
れ
る
最
初
の
動
音
。
通
常
我

々
の
世
界
経
験
を
常

套
的

に
解

釈
し
て

い
る
既

成
の
言
語
的
世
界
図
が

突
破

さ
れ
て
限
り
な

い
開

け
が
ひ
ら

か
れ

、
そ
れ
が
新
た
な
世
界
投
企

の
創
造
的
可

能
性
と

な
る
こ
と
。

単
純

に
経
験

に
即
し
て
み
れ
ば
、
言
葉
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
根
本
経
験
で

あ

り
、
同
時

に
新

た
に
言
葉
が

生
ま
れ
る
と

い
う
根
本
経

験
（「

カ
タ
カ
タ
」

は
そ
も
そ
も

言
葉
が
生
ま
れ

る
出
来
事
の
始
動

音
、
生
ま
れ
た
言
葉
で

は
な

い
）
。
そ
し
て
当
人
お
よ
び
居
合

わ
せ
て

そ
の
出
来

事
に
打
た
れ
た
人

た
ち

に
と

っ
て

は
「
死
し
て
蘇
る
」
実
存
転
換
に
な
り
得
る
。

大
拙
が

「
こ
れ
が
禅
だ
」
と
言

っ
て
机
を
カ
タ
カ

タ
揺
す
り
、
西

田
が
そ

れ

に
打

た
れ
て
、
自
分
で
も
ま
た
「
カ

タ
カ

タ
」

を
再
現
す

る
と
こ
ろ
に
。

大
拙
と
西
田

が
共

に
禅

に
結
ば
れ
、
禅
で
互

い
に
結
ば
れ
て

い
る
こ
と
の
あ

ら
た

め
て

の
（
禅

の
道
を
と
も
に
歩
ん
だ
上
で

の
）
実
証
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

「

カ
タ
カ
タ
」
が
こ
の
よ
う

に
見
る
こ
と
の
で
き

る
出
来
事
だ
と
す
れ
ば
、

こ
れ

は
西
田
が

『
善
の
研
究
』
の
冒
頭
で
提
出
し

た
原
始
の
純
粋
経
験
、
即

ち
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未

だ
主
も

な
く
客
も
な
い
」
と
こ
ろ

の
純

粋
経
験
と
同
質
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
大
拙

の
言
う
「
こ
う
い
う
も

の
」
が
こ
こ
で

は
「
純
粋
経
験
」

と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
禅
思

想
と
哲
学

の
レ
ヴ

ェ
ル
の
位
差
が
既

に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。「
純
粋
経

験
」

は
、
そ
う
名

づ
け
ら
れ
て

い
る
限
り
、
直
接
に
は
禅
の
事
で

は
な
く
、
Ｗ

・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
う
「
純
粋
経
験
」
や
、
ま
た
そ
れ
と
は
違
っ
た
意
味
で
は

あ

る
が
Ｇ

・
マ
ッ
（

の
言
う
「
純
粋
経
験
」
な
ど
を
見
合
わ
せ
て
西
田
の
思

索
が
提
出
し

た
哲
学

の
根
本
概
念
で
あ
る
。
と
は
言
え

「
純
粋
経
験
」
と
い

う
術
語

に
よ

っ
て
西
田
が
提
出
し
よ
う
と
し
た
原

初
の
事

は
「
色
を
見
、
音

を
聞
く
刹
那

、
未

だ
主
も
な
く
客
も
な
い
」

と
こ
ろ
、
反
省
以
前
・
判
断
以

前
、
主
客
未
分

の
根
源
的
全
体
の
現
で
あ
り
、
西

田
に
と

っ
て
そ
れ
は
真
実



在

の
根

底

に
し

て

真

の
自

己

の

根

源

で

あ

る
。
「
純

粋

経

験

」

と

い

う

こ

と

で

西

田
は

、

経

験

論

、

形

而

上

学

、

実

存

哲
学

が

立

場

と

し

て

分

か
れ

て

成

立

す

る
以

前

の
と

こ

ろ

に
飛

躍

的

に
Ｉ

大
拙

な

ら

ば

「
こ

い

つ
」

と

言

っ

て
Ｉ
・
－
「
退
歩
」
し
（
道
元
の
言
う
「
回
光
返
照
の
退
歩
」
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー

の

言

う

”
Ｓ

ｃ
ｈ
ｒ
ｉｔ
ｔ
　ｚ
ｕ
ｒ
ｉｉｃ
ｋ
”
）
’

そ

こ

か

ら

の

「
自

発

自

展

」
、

自

己

分

節

と

し

て

あ

ら

た

め

て

世

界

を

投

企

す

る
発

端

に
立

つ
。

こ

の
よ

う

な

始

原

の
出

来

事

と

し

て

「
純

粋

経

験

」

は
大

拙

の

「
カ

タ

カ

タ
／

こ

れ

が

禅

だ

」

と

同

質

の

事

に
他

な

ら

な

い
と

言

え

る
。

と

こ

ろ

で

、

我

々

は

通

常

こ

の

よ

う

な

「
色

を

見

、

音

を

聞

く

刹

那

、

未

だ

主

も

な

く

客

も

な

い

」

純

粋

経

験

の
そ

の

「
刹

那

」

を

知

ら

な

い
。

我

々

が

見

た
り

聞

い

た

り

す

る

時

に

は

ほ

と

ん

ど

の

場

合

、

分

裂

以

前

の

「
刹

那

」

を
飛

び

越

し

て

し

ま

っ
て

忘

却

し

、

し

か
も

そ

の
忘

却

に
も

気

づ

か
ず

、

間

延

び

し

た

時
間

の

な

か

で

例

え

ば

「
私

は
山

を

見

て

い

ま

す

」

と

言

う

。

そ

し

て

こ

れ

を

直

接

の

基

礎

的

経

験

と

思

っ

て

い

る
。

そ

の

際

、
「
私

」

な

る

も

の
が

始

め

か
ら

あ

っ

て
、

そ

の

「
私

」

が

何

か

を

経

験

す

る

と

当

の

「
私

」

が

考
え

て

い

る

。

西

田

か

ら

す

る
と

そ

れ

は

根

本

錯

覚

で

あ

る

。

そ

れ
は
直
接
の
基
礎
的
経
験
で
は
な
く
て
。
経
験
さ
れ
た
も
の
を
「
主
―
客
」

の

枠

で
再

構

成

し

た
も

の

、

文

法

的

に
は

現

在

で

あ

っ
て

も

、

リ

ア

ル
な

現

在

で

は

な

く

、
過

去

、

即

ち

「
経

験

さ

れ

た
」

経

験

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

錯

覚

が
破

ら
れ

て

根

源

性

が

回

復

さ

れ

る

た

め
に

は

、

主

客

未

分

の

と

こ

ろ

に
飛
躍
的
に
「
退
歩
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
そ
れ
は
、
「
我
な
き
」

出

来

事
で

あ

る

か
ら

、

現

実

に

な

る

と

す

れ

ば

、
「
我

」

を

破

っ
て

生

起

す

る
。

例

え

ば

「
色

を

見

、

音

を

聞

く

刹

那
」
、
例

え

ば

「
カ

タ
カ

タ
」
。

以

上

、
「
色

を

見

、

音

を

聞

く

刹

那
」

と

い

う

原

始

の

純

粋

経

験

だ

け

を

と

れ

ぱ

禅

と

同

質

の

出

来

事

と

い

う

こ

と

で

あ

っ
て

、

西

田

が

「
純

粋

経

験

」

と

言

う

と

き

は

、

そ

れ

は

西

田

自

身

の
哲

学

的

脈

絡

に

お

い

て

で

あ

る
。

そ
こ
で
は
純
粋
経
験
は
直
接
に
は
禅
の
出
来
事
を
示
す
言
葉
で
は
な
く
、
哲

学

の

根

本

概

念

で

あ

り

、
そ

こ

に

、
「

純

粋

経

験

」

を

根

本

概

念

と

す

る

よ

う

な

哲

学

の

体

制

の

全

脈

絡

が

あ

ら

わ

れ
て

く

る
。

そ

こ

で

ま

た

禅

思

想

と

哲

学

と

の

レ
ヴ

ェ

ル
の

位

差

も

見

え

て

く

る
し

、

そ

の

故

に

大

拙

の

禅
思

想

と

西

田

の

哲

学

と

の

レ
ヴ

ェ

ル

を

超

え

て

の
連

動

性

の

意

義

も

見

え

て

く

る

で

あ

ろ

う

。

2
純
粋
経
験
を
根
本
概
念
と
す
る
哲
学
の
体
制
（
『
善
の
研
究
』
と
い
う

著

作

の

体

裁

を

と

る

「
純

粋

経

験

の

哲

学
」
）

の

全

脈

絡

は
西

田

が

そ

の

哲

学

の

立

場

を

表

明

す

る

序
文

中

の
文

章

か
ら

読

み

取

る

こ

と

が

で

き

る
。

即

ち

「
純

粋

経

験

を

唯

一

の

実

在

と

し

て

す

べ

て

を

説

明
し

て

み

た

い
」
。

こ

こ

に

表

明

さ

れ

て

い

る

の

は

明

ら

か
に

「
純

粋

経

験

が

唯

一

の

実

在

で

あ

る

」

と

い

う

こ

と

を

第

一

原

理

（
根

本

命
題

）

と

し

て

「

す

べ

て

を

説
明

す

る

」
、

即

ち

世

界

を

統

一

的

に

把

握

す

る

、

そ
し

て

そ

れ

は

、
「

す

べ
て

」

の

う

ち

に

あ

る

（
世

界

に

於

て

あ

る
）

自
己

の

自

覚

で

あ

る

と
同

時

に
世

界

の

自

覚

で

あ

る

と

い

う

、

古

典

的

意

義

に

お
け

る

哲

学

（
原

理

の

学

、
全

体

の

学

、

自

覚

の

学

）

の

立

場

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、
西

田

に

お
け

る

哲

学

の
原

理

で

あ

る

「
純

粋
経

験

が
唯

一

の

実

在
で

あ

る
」

と

い

う

根

本

命
題

（
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｓ
ａ
ｔｚ
）

に

は
、

特

別

な

契

機

が



含
ま
れ
て

い
る
。
純
粋
経
験
と

い
う
こ

と
で

あ
る
。
先
に
み

た
よ
う
に
「
色

を
見
、
音
を
聞

く
刹
那
、
未
だ
主
も

な
く
客
も
な
い
」
原
始
の
純
粋

経
験
は

言
葉
世
界
を
破

る
も

の
。
し

た
が
っ
て

根
本
命
題
で

あ
っ
て

も
そ
の
命
題
性

そ
の
も

の
を
破
壊
す

る
も
の
で

あ
る
。

哲
学
的
反
省
は
第
一
原
理
で

あ
る
根

本
命
題

を
遡
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
（
そ
の
故
に
第
一
原
理
）
、
「
純
粋
経
験

が
唯

一
の
実
在
で

あ
る
」
と

い
う
根
本
命
題
に
は
、
反
省
を
破
り
命
題
性
を

破
壊
す

る
よ
う
な
根
本
命
題
以

前
の
出
来
事
が
根
本
命
題
自
身
に
と

っ
て
ス

ム
ー
ズ
な
ら
ざ
る
事
態
と
し
て

含
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
純
粋
経
験
に

「
純

粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で

あ

る
」

と

い
う
根

本
命
題

に
均
ら
さ
れ
て

し

ま

わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す

る
と
、
純
粋
経
験
の
哲
学
の
立
場
の
表
明
に

畳
み

込
ま
れ
て

い
る
レ
ヴ
ェ
ル
を
異
に
す
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
掘
り
起
こ

し
て

見
る
こ
と
が
で

き
る
で

あ
ろ
う
。
即
ち
、
哲
学
の
体
制
を
な
す
「
純
粋

経

験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て

す

べ
て
を
説

明
し
て

み
た

い
」
（
こ
れ

を
Ｃ

レ

ヴ
ェ
ル
と
す
る
）
の
前
に
は
、
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
（
こ
れ

を
特

に
取

り
出

し
て
Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル

と
す
る
）
と

い
う
こ

と

（
言

＝
根

本
命

題
）
が
あ
り

（
Ｂ
で
提
出
さ
れ
る
根
本
命
題

は
第

一
原
理
と
し
て
そ
れ
自
身

の
内
で
基
礎
付
け
ら
れ
明
証
性
を
も

た
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
て
Ｃ

に
お
け
る
言
説
と
は
質
を
異
に
す
る
が
、
「
Ｃ
-
Ｂ
」
の
区
域
は
原
理
の
探

究
と
原
理

に
よ

る
す

べ
て
の
説
明

を
思
索

の
課
題

と
す
る
哲
学
固
有

の
圏
域

と
言
え

る
）
、
そ
の
Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル

の
も

う
一
つ
前
に
は
「
純
粋

経
験
」
（
こ

れ

を
特

に
取

り
出
し
て
Ａ

レ
ヴ
ェ
ル
と
す
る
）
と
い
う
事
（
原

始
の
出

来
事
）

が
あ

る
。

こ
の
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

が
レ
ヴ
ェ
ル
の
相
違
を
消
し
て
Ｃ

に
畳
み
込

ま

れ
た
と
こ
ろ
に
『
善
の
研

究
』

に
お
け

る
哲
学
の
立
場
の
表
明
が

あ
る

わ
け

で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

そ
の
よ
う
な
哲

学
の
立
場
の
成
立
を
み

る
た
め
に
、

畳
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
と
立
体
化
し
て
そ

の
間
の
動
的
連
関
を
た
ど

っ
て
み

た
い
。
（
西

田
の
哲
学
の

立
場

は
純
粋
経

験
／
自
覚
／
場
所
と
回
転
し
て
ゆ
く
が
、
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
連
関
を
畳
み
込
ん
で

い
る
と

い
う
哲
学
の
体
制
は
貫
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
西

田
哲

学
の

根
本
特
質
を
な
し
て
い
る
。
今
は
モ
デ
ル
化
の
た
め
に
、
ま
た
紙
数
の
都
合

か
ら
「
純
粋
経
験
の
哲
学
」
だ
け
を
取

り
上
げ
る
。
）

Ａ
だ
け
を
取
り
出
す
と
、
こ
れ
は
禅
の
出
来
事
と
同
質
で
あ
っ
た
。
西
田

が
大
拙
の
「
カ

タ
カ

タ
」
を
理
解
し
た
の
は
西
田
自
身
も
禅
の
道
を
歩

ん
で

い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
知

ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
『
善

の
研
究
』
の
準
備

に
な

っ
た
金
沢
時
代
の
十
年
間
、
西
田
は
一
方
禅

の
道
に
身
心
を
投
じ
て
惓

む
こ
と
な
く
。
他
方
西

洋
哲
学
の
基
本
テ
ク
ス
ト
を
広
範
に
わ
た
っ
て

実
に

よ
く
勉
強
し
て

い
る
。
元
来
褝
と
哲
学
と
は
、
東
洋
の
非
思
量
の
行
と
西

洋

の
反
省

の
（
そ
れ
も
反
省
の
反
省
へ
と
高
次
化
す
る
）
学
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
統
が
触
れ
合

い
ぶ
つ

か
る
と
、
そ
の
間
に
は
ほ
と

ん
ど
通
約
不

可
能

な
ギ
ャ
ッ
プ
や
亀
裂
や
反
発
が
現
れ
る
。
単
純
化
す
る
と

「
考
え

る
な
」
と

言
う
禅
と
「
考
え
よ
」
と
い
う
哲
学
で
あ
る
。
西
田
は
し
か
し
そ
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
身
を
投
じ

、
引
き
ち
ぎ
ら
れ

る
よ
う

に
身
を
張
り
渡
し
て
、
東
西
を
一

つ
に
す

る
世
界

的
世
界
を
投
企
し
、
人
間
存
在
の
両
極
端
の
可
能
性
を
つ
な

ぐ
広
く
深
い
存
在
可
能
性
を

探
究
し

た
。
断
絶
を
挟
ん
だ
東
も
西
も
西
田

に

と

っ
て

は
自
分
の
住
む
世

界
で

あ
り
、
非
思
量

の
行

も
反

省
（
反
省

の
反



省
）
も
西
田

に
と

っ
て

は
人
間
存
在
の
不
可
欠
の
可
能
性
で
あ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
、
元
来
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
西
田

に
お

い
て

は
む
し
ろ

坩
堝
と
な
っ
て
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
つ
な
ぐ
動
的
連
関
と
し
て
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ

連
関
が
成
立
し
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
禅
に
と

っ
て
も
哲
学

に
と

っ
て
も
そ
れ

ぞ
れ
の
伝
統
に
は
な
か

っ
た
新
し
い
思
索
空
間
が
開

か
れ
た
の
で
あ

る
。
西

田
の
思

索
の
運
動
は
、
単
純

に
形
式
的
に
言
え
ば
、
非
思
量
の
禅

か
ら
哲
学

へ
と
い
う
運
動

と
（
そ
れ
ま
で
の
禅
に
と

っ
て

は
「
哲
学
へ
」
と
い
う
運
動

は
問
題

に
な
ら
な
か

っ
た
）
、
逆
方
向

に
哲
学

か
ら
非
思
量

の
禅
へ

と
い
う

運
動
と

（
そ

れ
ま
で

の
哲
学
に
と
っ
て

は
「
禅
へ
」

と
い
う
運
動
は
問
題
に

な
ら
な

か
っ
た
）
、
こ
の
両

方
向
の
同

時
的
運
動

の
交
徹

に
他
な
ら

な
い
。

そ
れ
が
純
粋
経
験
の
哲

学
の
立
場

の
表
明

に
そ
の
軌

跡
を
の
こ
し
て

い
る
わ

け
で
あ
る
。

そ
の
連
関
を
掘
り

起
こ
し
て
Ａ

と
Ｂ

と
Ｃ

の
三

つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
体
化

し
て
復
原
し

た
場
合

、
Ａ

だ
け

と
れ
ば
禅
の
出

来
事
と
同
質

で
あ
っ
た
。
し

か
し
元
来
の
全
脈
絡
で

は
西

田
は
禅

の
出
来
事

を
持

ち
出

そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
。
純
粋
経
験

は
Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル
に
み
ら
れ

る
「
純
粋
経

験
が
唯
一

の
実

在
で
あ
る
」
に
畳
み
込
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ

は
Ａ

か
ら
す

る
と
純
粋
経
験
の

自
覚
で

あ
る
が
、
哲
学

に
と

っ
て

は
哲
学
の
第
一
原
理
と
し
て

の
意

義
を
も

つ
根
本
命
題
で

あ
る
。

た
だ
。
そ
れ

に
よ

っ
て

「
す

べ
て

を
説
明
す

る
」
、

即
ち
説
明
し

得
る
第
一
原
理
は
あ
る
仕
方
で
そ
れ
自
身

「
す

べ
て
」
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
身
独
立
し
て
「
す
べ
て
」
で
あ
り
得

る
の
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル
の
「
純
粋
経
験
が
唯
一

の
実

在
で
あ
る
」
と

い
う
根
本
命
題

だ
け
を
と

る
と
、
禅
に
お
い
て
Ａ

の
自
覚
と

し
て
出

さ
れ

る
Ｂ

レ
ヴ

ェ
ル
の
禅
語

と
同
質
と
言

え

る
。

例
え

ば
「
山
是

山
」
。
単
に
山
の
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
だ
け
で

す
べ
て

を
そ
の
真
性
に
お

い
て
表
・
現
す
る
一
句
で
あ
り

、
一
句
だ
け
で
す
べ
て
が
言
わ
れ
て

い
る
根

本
句
で

あ
る
。
元
来
「
Ａ
－

Ｂ
」

の
区
域

は
禅
固
有
の
圏
域
で

あ
る
。
禅
で

は
こ
の
一
句
で
言
い
切

っ
て
終

わ
り
に
し
得
る
。
西
田
は
し
か
し
「
純
粋
経

験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」

を
禅
的
根
本
句
と
し
て
言
っ
た
の
で

は
な
い
。

根
本
命
題
と
し
て
Ｂ
レ
ヴ
ェ
ル
で
言
わ
れ
、
禅
語
と
同

レ
ヴ
ェ
ル
に
は
あ
る
。

し

か
し
西

田
の
全
脈
絡
で

は
Ｃ

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て

そ
れ
を
第
一
原
理
と
し

て

そ
れ
で
す

べ
て

を
説
明
し
て
み
る
と
い
う
思
索

の
営
み

に
よ

っ
て
初
め
て

第
一
原

理
と
し
て

実
証

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
哲
学

に
お
い
て

は

Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル
の
根
本
命
題
も
Ｃ

に
畳
み

込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

西
田

の
哲
学
の
で
き

上
が

っ
た
体
制
に
即
す

る
と
そ
の
よ
う

に
な
っ
て

い

る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
体
制
の
成
立
の
運
動
に
即

し
て

そ
こ

に
畳
み
込
ま
れ

て
い
る
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
立
体
化
す
れ
ば
、
見
て
き
た
よ
う
な
Ａ
-
Ｂ

-
Ｃ
連
関
（
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
質
を
も
っ
て
独
立
に
妥

当
す

る
立
体
）

が
現

れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
元
来
西
田

の
思
索
の
現
在
的

運
動
が
開
き
出
し
て

い
っ
た
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
り
、
こ
の
運
動
を
再
現

在
化
し
て
み

る
と
次

の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
Ａ

か
ら
始
ま

っ
て
Ｂ

へ
、
そ
し
て
さ
ら

に
Ｂ
か
ら
Ｃ

へ
と
い
う
方

向
の
運
動
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
参
禅
者
が
哲
学
す
る
と
い
う
事
態
に
含
ま
れ

て
い
る
方
向
で
あ

る
。
こ
の
方
向
で

は
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
は
飛
躍
が
あ
る
に
し



て
も
禅

の
伝
統

に
お
い
て

必
然
性
を
も

っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
Ａ
（
覚
）
-
Ｂ
（
自
覚
）
の
飛
躍
的
展
開
が
禅
に
と
っ
て
固
有
な
境
域

で

あ
る
の
に
対

し
て

、
Ｃ

は
従
来
の
禅
の
知
ら
な

い
世
界
で
あ
り
、
Ｂ
と
Ｃ

の
間

に
は
異
質

の
断

絶
が
あ
る
。
こ

の
断
絶

は
、
参
禅
者
が
同
時

に
哲
学
者

で

あ

っ
た
西

田
に
よ

っ
て
始

め
て
超
え
ら
れ
、
Ａ

か
ら
Ｂ
へ

の
運
動

が
Ｂ

を

超
え
て
Ｃ

に
ま
で
出
る
こ
と
が
で
き

た
の
で

あ
る
。
そ
れ

は
西
田

に
と
っ
て

は
始
め
か
ら
―
―
そ
し
て
始
め
は
ギ
ャ
ッ
プ
に
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
な
お
り

方
で
、
等
根
源
的
に
哲
学
的
関
心
が
動

い
て

い
た
か
ら
で
あ

る
。

と
い
う
こ

と
は
、
Ｃ

か
ら
始
ま
る
逆
方
向

の
運
動
が

始
め
か
ら
動

い
て

い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
Ｃ

か
ら
始
ま

っ
て
Ｂ

へ
、
そ
し
て

さ
ら

に
Ｂ

か
ら
Ｃ

へ
と
い
う
方
向

の
運
動
は
、
哲
学
者
が
参
禅
す

る
と
い
う
事
態
に
含
ま
れ
て

い
る
方
向
で

あ

る
。
こ
の
方
向
で

は
Ｃ

に
お
け

る
方
法
的
手

続
き

の
う
ち
に
原

理
を
探
究
す

る
と

い
う
課
題
が
含
ま
れ
て

い
る
限
り
、
こ
と
に
ま
た
存

在
論
な
い
し
形

而

上
学
が
哲
学

の
主
要

関
心
で

あ
っ
た
場
合
、
原
理
を
求
め
て

の
Ｃ

か
ら
Ｂ
へ

の
遡
源
は
哲
学
に
お
い
て
稀
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
存
在
そ
の
も
の
」
が

「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て

あ
る
も

の
」

と
し
て

の
神
と
裏
合

わ
せ
に
考
え

ら
れ

た
場
合
の
よ
う
に
。
し
か
し
根
源
へ

の
遡
源
が
Ｂ
を
超
え
て
Ａ
へ
と

い
う
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
言

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
Ｃ

か
ら

は
Ｂ
を
超
え
て
非
思
量

（
「
非

思
量
」

と
い
う
言
葉
で

は
な

く
「
非
思
量
」

と

い
う
言
葉
を
要

求
す
る
そ

の
当

の
事
）
で

あ
る
Ａ

は
見
え

な
か
っ
た
。
Ｃ

か
ら
の
方
向

に
お
け

る
Ｂ
と
Ａ
と

の
間
の
深

い
断
絶

を
飛
躍

的
退
歩

に
よ

っ

て
超
え
て
、
哲
学
の
原
理
探
究

の
遡
源
運
動
が
元
来
禅
の
出
来
事
の

レ
ヴ
ェ

ル
で
あ
る
Ａ

に
ま
で
届

い
た
の
は
、
哲
学
者
に
し
て
同
時

に
参
禅
者
で
あ

っ

た
西
田

に
お

い
て
で
あ

る
。

相
互

に
逆
方
向
の
こ

の
二

つ
の
運
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
方
向

に
お
け
る
そ

れ
ぞ
れ

の
性
質

の
断
絶

を
超
え
え
た
の
は
Ｊ

両
方
向
の
運
動
が

、
同
時
進
行

的
に
（「
参
禅
者
が

哲
学

し
、
哲
学
者
が
参

禅
す

る
」
と

い
う
仕
方
で
）
連

動
し
つ
つ
、

相
互

に
交

徹
し
て

現
動
し
た
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
運
動

は
西
田

の
最
後

の
論
文
（
一
九
四
五
）
に
至
る
ま
で
西
田

の
思
索

に
荷
電

さ
れ
て

い

る
。
以
上

の
よ

う
に
『
善
の
研

究
』
序
文
の
テ
ク
ス
ト
に
軌
跡

を
の
こ
し
て

い
る
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
連
関
を
西
田
の
哲
学
の
成
立
に
即
し
て
再
活
性
化
し
た
Ａ

-
Ｂ
-
Ｃ
の
立
体
的
動
的
連
関
は
、
禅
と
西
洋
世
界
と
の
出
会
い
と
係
わ
り

に
お
い
て
起
こ

り
う
る
様
々
な
お
り
方
の
位
置
と
意
義
と
を
測

り
う
る
基
本

の
モ
デ
ル
と

な
り
う
る
で

あ
ろ
う
。

今
我

々
の
問
題
で

あ
る
大
拙
の
禅
思

想
に
関
し
て
は
、
ま
ず
繰
り
返
し

次

の
こ
と
を
強
調
し
て

お
き
た

い
。
禅
思

想
の
成
立
は
「
世
界
の
中
で
」

と
い

う
こ
と
が
禅
に
生
き
る
大
拙

に
と
っ
て

大
き
く
動
か
し
が
た
い
、
し
か
も
日

常
「
平
常
」

化
し
た
基
礎
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て

い
る
。
大
拙

の
世
界

は
具
体

的
に
西
洋

生
活
世
界
を
含

ん
だ

世
界
で

あ

っ
た
。
大

拙
に

と

っ
て
世
界

は
単

に
観
念
上

の
開
け
で
は
な
く

、
一
つ
の
巨
大

な
異
文
化
の

思
想
的
身
体
で
あ
る
英
語
を
身

に
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
身
を
も

っ
て
入
っ

た
世
界
で
あ
る
。
し

か
も
そ

の
世
界
は
、
近
代
西
洋
生
活
世
界
と
禅
の
伝
統

世
界
と
の
原
始
的
ギ
ャ
ッ
プ
を
自
ら
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
両
者
を
統



合
す

べ
き

課
題

と
し
て

の
世
界
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
世
界

の
中
で
禅

を

生
き
禅

を
語
る
と
い
う
大

拙
の
根

本
状
況

が
大

拙
を
禅
思
想
家
、
世
界
で

始

め
て

の
禅

思
想
家
に
し
た
。

大
拙
に
お
け
る
禅
思
想
の
位
置
と
意
義
は
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
モ
デ
ル
に
よ
っ
て

次
の
よ

う
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ

う
。
西

田
が
そ
の
哲
学
に
よ
っ
て

Ｃ
レ
ヴ
ェ
エ
ル
を
代
表
す
る
の
に
対
し
て
、
大
拙
が
代
表
す
る
の
は
Ｂ
レ

ヴ
ェ
ル
で

あ
る
。
即
ち
「
Ａ
－

Ｂ
」

の
上
下

往
復
運
動

を
し
な
が
ら
（
こ
こ

だ
け
と

る
と
禅
者
）
Ｂ
を
現
場
と
し
て
Ｂ
で
語

る
、
Ｃ

を
視
野

に
い
れ

な
が

ら
Ｂ
で
語

る
。
こ
こ

に
禅
思
想
の
成
立

の
場
が

あ
る
。
場

合
に
よ
っ
て

は
大

拙
は
Ｃ
の
方
向
ヘ
一
歩
踏
み
だ
し
な
が
ら
語
る
Ｉ
と
は
言
え
Ｃ
レ
ヴ
ェ
ル

に
飛
躍
す
る
の
で

は
な
く
、
Ｃ
へ
の
動
向
が
Ｂ

レ
ヴ
ェ
ル
の
幅

に
な
る
と

い

う
仕
方
で
。
そ

の
際
Ｃ
へ
の
動
向

は
西
田

の
哲
学

に
よ

っ
て
導

か
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
大
拙
は
「
Ａ
-
Ｂ
」
運
動
を
し
つ
つ
Ｂ
に
立
っ
て
Ｂ
か
ら

Ｃ

（
な

い
し
世
界
と
言

っ
て
い

い
）

に
向

か
っ
て

褝
を
語
り
、
そ
れ
が
同

時

に
「
Ａ
-
Ｂ
」
禅
の
世
界
に
お
け
る
新
し
い
自
覚
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
大
拙

に
お

い
て
禅
が
禅
の
内
で
禅

の
内

側
か
ら
外

に
む

か
っ
て

、

外
か
ら
見
え
る
よ
う

に
、
即
ち
外

に
と

っ
て
意
味

あ
る
も
の
と
し
て
外

に
も

理
解
し
う
る
よ
う

に
開

か
れ
た
。
こ
れ
が
大
拙
が
自
ら

の
課
題
と

し
た
こ

と

で
あ
り
、
こ
こ

に
禅
思
想
成

立
の
所
以

が
あ

っ
た
。
「
今
か
ら

は
世
界
禅

を

唱
導
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
。
そ
れ

に
は
世
界

的
見
地

に
立
た
な
く

て

は
な
る
ま
い
、
実
地
の
修
行
の
外
に
、
思
想
が
な
く
て

は
な
ら

ぬ
。
こ
れ

が
貧
弱
で

は
い
け
な
い
」
（
後
年
の
一

九
五

四

年
一
月
十

三
日

ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク
か
ら
久
松
真
一
に
宛
て

た
手
紙
の
文
面

に
あ
る
言
葉
で

あ
る
が
、
こ
れ
は

大
拙
か
ね
が
ね
の
考
え

に
他

な
ら
な

い
）
。
こ

れ
は
禅
の
歴
史

に
お
け

る
全

く
新
し
い
境
位
で

あ
る
。
禅

は
大
拙

に
お

い
て
世
界
を
知
り
、
世
界
は
大
拙

に
お
い
て

禅
を
知

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
連
関
を
モ
デ
ル
に
し
て
大
拙
の
位
置
と
意
義

を
「
Ａ
-
Ｂ
の
運
動
を
Ｂ
に
立
っ
て
Ｂ
を
現
場
と
し
て
Ｃ
に
向
か
っ
て
語

る
」

と
規
定
す
る
と
、
こ
れ

は
同
時

に
西
田

に
と

っ
て

の
大
拙

の
意
義
を
示

す
こ
と
に
も
な
る
。
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
の
動
的
連
関
を
Ｃ
に
畳
み
込
ん
だ
体
裁
に

お
け

る
西

田
の
哲

学
は
、
哲
学
の
原
理
の
探
究
に
お
い
て
Ｂ

レ
ヴ

ェ
ル
に
停

ま
ら

ず
さ
ら

に
根
源

か
ら
の
原
理
（
西

田
は
「
哲
学
の
根
底
」
と
言
う
）
を

求
め
る
。
そ
の
際
、
Ａ
-
Ｂ
の
運
動
を
し
な
が
ら
Ｂ
か
ら
Ｃ
に
向
か
っ
て
語

る
大

拙
に
、
Ｂ

を
超
え
て
「
Ａ
へ
／

Ａ
か
ら
」
の
導
き

を
見
出
し
た
。
西

田

に
お
い
て
は
Ｃ
レ
ヴ
ェ
ル
に
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
に
、
「
Ａ
-
Ｂ
」
の

現
動

に
触
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
親
し
い
大
拙
が

側
に
居

た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
互

に
導
き

に
な
り
つ
つ
の

両
者
の
共
働
に
よ
っ
て
Ａ
-
Ｂ
-
Ｃ
の
動
的
連
関
は
リ
ア
ル
な
全
幅
的
現
動

と
な

っ
た
。
大
拙
と
西
田

は
一
つ
の
動
的
な
思
想
的
立
体
を
な
す
と
見
る
こ

と

が
で
き

る
で

あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
大
拙
に
お
け
る
禅
思
想
の
根
本
語
と
西

田
に
お
け
る
哲
学
の
根

本
概

念
に
は
共
通
し
て
次
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
。

そ
の
性
質
は
Ｂ

レ
ヴ
ェ

ル
に
立
つ
大

拙
の
根
本
語
に
お
い
て
よ
り
際
立
っ
て

い
る
の
で
、
そ
こ
で
見

て
み

る
と

、
次
の
よ

う
に
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
即
ち
、
西
洋
世
界
に
直
面
し



て
可

能
な
限
り
禅
を
開
き
つ
つ
、
大
拙
の
所
謂
「
禅
体
験

・
禅

意
識
」

の
中

に
根
源
的

に
で
は
あ
る
が
未
展
開
の
ま
ま
こ

め
ら
れ
て

い
る
も

の
を
、
西

洋

世
界

の
思
想
構
造

に
目
を
向
け
て
そ
れ

に
重
ね
合

わ
せ

る
こ
と
が
で
き

る
よ

う
な
あ
る
形
に
ま
で
よ
び
起
こ
し
、
そ
の
形
を
通

っ
て
西

洋
世
界

に
出

な
が

ら
同
時
に
西
洋
世
界
を
包
み
返
し
て
自
己
化
し
よ

う
と
す

る
、
そ
の
よ
う
な

道
と
い
う
性
格
で
あ

る
。

そ
の
道
を
通

っ
て
東
西

を
往
還

し
な
が
ら
新
し
い

世
界
が
開

か
れ
て
く

る
よ

う
な
道
で
あ

る
。
あ

る
い
は
。
西

洋
世

界
へ
の
、

眠
り
か
ら
さ
ま
さ
れ

た
応
答
で
あ
り
つ
つ
、
同
時

に
西

洋
世
界

の
問
題

性
に

対

す
る
可
能
な
答
え
、
新
し

い
世
界
投
企
へ
の
寄
与

に
な
り
得
る
よ
う
な
答

え
と
い
う
意
味
を
含

ん
で

い
る
。

例
え
ば
「
無
分
別
の
分
別
」
と

い
う
大
拙
の
根
本
語

は
そ
の
よ

う
な
性
格

を
殊
に
よ
く
あ
ら

わ
し
て

い
る
。
こ
れ
は
。
禅
本
来

の
動

的
連
関

そ
の
も
の

を
挙
揚
す

る
言
葉
と
し
て
大
拙
最
晩
年

に
至
る
ま
で
よ
く

あ
ら

わ
れ
て

来
る

根
本
語
の
一
つ
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
挙
揚

さ
れ

る
場
所

は
ま
さ
に
東
西

を
含

む
新
し

い
世
界

に
お

い
て
で

あ
る
。
「
無
分
別
」

と

い
う
術
語
も

「
分
別
」

と

い
う
術
語
も

そ
れ
ぞ
れ
と
し
て

は
古
く

か
ら

仏
教
に
お
い
て

慣
用
さ
れ
て

き

た
重
要

な
言
葉
で

あ
る
が
（
例
え
ば

「
分
別

を
以
て

知
と
為
し
。
無
分
別

を
以
て

智
と
為

す
」
、
あ
る

い
は
虚
妄
分
別

に
対

し
て

無
分
別

智
）
、
「
無
分

別

の
分
別
」

と
一
語
に
熟
し
た
術
語
は
大

拙
の
創
出
で

あ
る
。
大
拙
に
お
い

て

、
古

い
二
つ
の
術
語

か
ら
「
無
分
別

の
分
別
」

と
い
う
新
し
い
一
つ
の
熟

し

た
言
葉
が
生
ま
れ
、
そ
し
て

こ
れ
が
強
調
し
て
用

い
ら
れ
て

い
る
の
は
、

や
は
り
、
世
界

の
直
中
で
禅
が
つ
か
み

直
さ
れ
、
し
か
も
世
界
と
の
可

能
的

連
関

を
含
ん
で
つ
か
み
直
さ

れ
た
か
ら
で

あ

る
。
即

ち
、
「
西

洋
の
考
へ
方

は
、
二
元

か
ら
は
じ
ま
る
」

と
言
わ
れ
る
西
洋
世
界
に
面
し
て

の
、
そ
し
て

西

洋
世
界

を
含
む
世
界
で

の
禅
の
自
己
分
節
と
言
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
そ

の
際
、
「
無
分

別
の
分
別

」
の
そ
の
分

別

に
は
裏
に
西
洋
世
界

の
様
々
な
二

元

が
接
着
さ
れ
て

い
る
。
主
観
と
客
観
、
物
と
心
、
有
と
無
、
本
質
と
現
象
、

存

在
と
価
値
、
善
と
悪

、
美
と
醜
、
神
と
人
間
、
聖
と
俗
。
こ
の
二
元

に
重

ね

合
わ
せ
て

、
「
無
分
別
の
分
別
」
。
そ
の
と
き
、
そ
の
二
元

に
「
無
分
別
の

分
別
」

の
こ
の
分
別
が
裏
打
ち
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
二
元

と
い
う
原
理

が
相
対
化

さ
れ
解
毒
さ
れ
つ
つ
、
逆

に
そ
の
「
二
」
が
「
無
分
別

の
分
別
」

の
具

体
的
な
場
と
な
っ
て

く
る
。
無
分
別
が
「
二
」
を
包
む
の
で

は
な
い
。

そ
れ

は
不
可

能
で

あ
る
。
無
分
別
の
分
別
が
「
二
」
を
包
む
の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
、
大
拙
は
世
界
の
直
中
で
、
分
別
で
は
な
い
、
無
分
別
の
分

別

だ
と
挙
揚
し
、
一
方
翻

っ
て
伝
統
世
界
に
向
か

っ
て

は
、
無
分
別
で

は
な

い
、
無
分
別

の
分
別

だ
と
挙
揚
す

る
。
「
無
分

別
の
分
別
」

は
禅
思
想
史
の

上
で

、
世
界

に
お
け
る
新
し
い
自
覚
の
言
葉
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
無
分
別

の
分
別
」
の
そ
の
分
別

に
は
西
洋
の
二
元
が
接
着
さ
れ
て

い
る
と

い
っ
た
が
、
客
観
的
に
そ
う
な
っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
仕
方
で
東
西

の
統
合
を
工
夫
し
、
新
し

い
世
界
を
投
企
す
る
と
い
う
こ

と
で

あ
る
。
重
ね
合
わ
せ
て

接
着

し
て
い

る
の
は
、
即
ち
、
「
無
分
別
の
分

別
」

に
お
け
る
そ
の
「
の
」
を
担

っ
て

い
る
の
は
、
東
西
両
世
界
を
自
分
の

世
界

と
す
る
大
拙
自
身
の
生
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
生
を
両
原
理
の
間
に
ひ

き

ち
ぎ
ら
れ
る
程
の
ば
し
て

生
き

た
架
け
橋

に
し
て
の
統
一
の
試
み
で

あ
る
。



主
体
が
自
ら
の
生
の
弾
力
に
よ

っ
て
試
み

る
統
一
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
仕
方
で
の
統
一
に
よ

っ
て

か
つ
て
の
時
代
の
知
ら
な
か

っ
た
よ
う

な
振
幅
と
深
度
に
お
い
て
生
が
躍
動
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
大
拙
も
西
田
も
そ
の
こ
と
を
身
を
も

っ
て
示
し
た
。

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）、
敗
戦
直
前
の
六
月
七
日
、
西

田
は
明
け

方
四

時

ご
ろ
大

き
く

息
を

し
て

寂

に
入

っ
た
。
「
永

遠
の
沈

黙
を

ま
も

る
彼

に

還

っ
た
そ
の
姿
、
自
分
は
思
わ

ず
慟
哭

せ
ず
に

は
居

ら
れ
な

か
っ
た
」
（
大

拙
）
。
翌
年
の
秋
、
京
都
で
催
さ
れ

た
第
一
回
寸

心
会
記
念

講
演
会

の
講
演

者
は
大
拙
で

あ
っ
た
。
戦

後
四
年

の
一
九
四
九
年
か
ら
大
拙
（
当
時
七
十
九

歳
）
は
ア
メ
リ
カ
に
招

か
れ

、
以

後
一
〇

年
に
わ
た
っ
て

諸
大
学
で

禅
、
仏

教
、
日
本
文
化

な
ど
を
テ

ー
マ
と

し
て

講
義
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
で

は
伝
統
が
極
度
に
無
視

さ
れ
忘

却
さ
れ
て

い
た
時
代

に
、
当
時
の
戦
勝
国
で

あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
が
、
単

な
る
異

国
趣
味
で
は
な
く
大
学
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
講

義
と
い
う
仕
方
で

直
接

に
東

洋
の
伝
統
か
ら
聞
こ
う
と
し
た
こ
と
は
世
界
精

神
史
の
上
で
特
筆
す

べ
き
現

象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

八
十

八
歳
で
帰
国
し
た
大
拙

は
、
そ
の
後
あ
る
折
り
に
、
西
田

の
弟
子

た

ち
に
集
ま

っ
て
も
ら

い
、
「
戦

争
後
、

ア

メ
リ

カ
に
渡
り
ま

し
て
、

い
ろ

い

ろ

な
大
学
で
話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
も

う
十
年
近

く
に
な
り
ま

す
。
…

…

も
し
西
田
君
が
生
き
て
居

っ
た
ら

、
こ
う
い
う
こ

と
も
話
し
て
み

た
い
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
が
。
死

ん
で

は
、
し
か
た
が

な
し
。
…
…
西

田
君

の
考
え
を
よ
く
知

っ
て
お
い
で
の
諸
君

に
お
集
ま
り

を
願

っ
て
」

話
し
て
み

た
い
と
挨
拶
し
て

、
話
を
始
め
た
。
（
こ

の
時

の
大
拙

の
話

は
、
「

日
本
の
哲

学
者
へ
の
遺
言
」
と

い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て

『
大
拙
全
集
』

第
二
十
七

巻
に

収

め
ら
れ
て
い
る
）
。

一
九
九
五
年
は
西
田
幾
多
郎
没
後
五
十
年
、
一
九
九
六
年
は
大
拙
没
後
三

十
年
、
そ
の
間
に
日
本
と
世
界
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
変
わ

っ
た
。

し
か
し

、
問

題

は
終
わ

っ
た
の
で

は
な
い
。
西

田
や
大
拙
が
投
企
し
た
一
つ
の
世
界

の
成

就
と

は
似
て
も
似
つ

か
な
い
一
様
化
さ
れ
た
世
界
に
な
り
、
そ
の
表
面

は
加

速
度
的
に
ま
す
ま
す
薄
く
ま
す
ま
す
一
様
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
一
様
メ
デ
ィ

ア
に
よ

っ
て
世
界
が
そ
の
一
様
性
に
お
い
て
瞬
時
に
つ
な
が
る
に
し
て
も
、

そ
の
表
面
下

で
は
空
洞
化
が
止
め
ど

も
な
く
進
み
。
そ
の
空
洞

は
あ
ら
ゆ
る

狂
乱
の
場
所

と
な
り
つ
つ
あ
る
。
世
界
一
様
化
は
、
問
題

の
解

決
で

は
な
く
、

問
題
化
そ
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
ど

う
す

る
か
。

キ
リ
ス
ト
教
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
の
出
会
い
が
信
仰
と
理
性
と
い
う
原
理

と
原
理
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
精
神
を
何
百
年

に
わ
た

っ
て
貫
ぎ
動
か
す
出

来
事
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
仏

教
、
こ
と

に
そ

の
先
鋭
化
に
し
て
具
体
化
で

あ
る
禅

と
西
洋
世
界
の
ぶ
つ
か
り

合
い
も
、
そ

こ
に
含
ま
れ
て

い
る
原
理
的

な
問
題

の
大
き
さ
か
ら
し
て

、
単

に
一
つ

の
一

時
的
な
世
界
文
化
史
的
現
象

に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
歴

史
の
深
層
に
お
い
て

行
わ
れ

る
一
つ

の
大
き
な
ド
ラ
マ
と
し
て

、
た
と
え
世

界
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
少
数

の
人

た
ち

の
間
に
お
い
て
で
あ

る
に
し
て
も
、

お
そ
ら
く
幾
世
代

幾
世
代

に
も

わ
た
っ
て
続
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
つ

ど
西

田
や
大

拙
が
導
き

と
な
り
つ
つ
。

（
う
え

だ
・
し
ず
て
る
、
宗
教
哲
学
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
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