
〈
特
集
「
西
田
幾
多
郎
・
鈴
木
大
拙
 
再
考
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
の
視
点
か
ら
―
―
」
3
〉

西
田

・
大
拙
と
仏
教
思
想

―
―
個
の
哲
学
と
し
て
の
宗
教
思
想
―
―

西

田
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
五
）
と
大

拙
（
一
八
七
〇
―
一
九
六
六
）
と
、

こ

の
二
人
が
比
較
思
想
学
会
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ

た
の

は
、
二
人

を
比

較

す

る

た
め
で
は
な

く
、
そ
も

そ
も
こ

の
二
人
が
比

較
思
想

を
生
き

た
人
で

あ

っ
た
、
そ
の
営
み
を
再

考
す
る
た

め
で
あ
ろ
う
。
二
人

は
と
も

に
、
内

な

る
深
さ
を
見
つ
め
つ
つ
、
広

い
世
界
と
対
話
し
つ
づ
け
た
思
想
家
で

あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
二
人
と
も
西
洋
文
明

の
衝
撃
と
出
会

っ
て
、
日
本

を
強

く
意

識
し
、
日
本
人
の
も
の
の
見
方

・
考
え
方

を
深
く
汲

ん
で
、
外

の
思

想
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
営
み
を
究

め
つ
づ
け

た
。
国

際
社
会

の
中
で

の
日

本
の
位
置

を
、
文
化
的

・
思
想
的
方
面

か
ら

考
え

ぬ
い
た
の
だ
と
思
う
。

そ
れ

に
し
て
も
こ
の
二
人

は
、
照

応
し

合
っ
て

い
る
。

た
と
え
ば
西

田
の

「
場
所
」

に
対
し
大
拙

の
「
大
地
性
」
、
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同

一
」

に
対

し

て

「
即
非
の
論
理
」
、
「
逆
対
応
」

に
対
し

て
「
超
個

の
個
」
、
「
平
常

底
」

に

対
し
て

「
真
空
妙
用
」
、

ほ
か
に
も
様

々
に
考
え
ら

れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
私

竹
　
村
　
牧
　
男

は
こ

の
よ
う

な
仕
方
で

、
二
人
の
思
想
が
見
事
に
対

応
し
あ

っ
て

い
る
と
思

う
の
で

あ
る
。

こ
の
互

い
に
共
通
す

る
思

想
を
持
つ
二
人
の
、
そ

の
根
底

に
あ

っ
た
の
は
、

一
般

に
禅
で
あ

っ
た
と

考
え

ら
れ
て

い
よ
う
。
禅
が

い
わ
ば

ロ
ー
カ
ル
、
そ

し
て
世
界
が

グ
ロ
ー
バ
ル
、
そ
の
禅
を
基
盤
と
し
て

、
二
人

は
世
界

に
大
き

な
影
響

を
与
え

る
思

想
を
形

成
し
た
の
で
あ

っ
た
。
英
語
で
著
作
活
動

を
し

た
大
拙

は
も
と

よ
り

、
西

田
の
哲
学
も
ま
た
今
日
、
欧
米

に
翻

訳
さ
れ

、
一

定
の
注
目
を
集

め
て

い
る
。

確

か
に
大
拙

は
二

一
歳
の
と
き
、
鎌
倉
・
円
覚
寺

の
今
北
洪
川

に
参
禅
し
、

洪
川
が

翌
年
亡

く
な
る
と
そ
の
後
に
住
し
た
釈
宗
演
に
就
い
て

修
行
し
て
、

そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
作
っ
た
。
二
五
歳
の
時
の
臘

八
摂
心
に
お
い
て

、
見

性
を
果

た
し
て

い
る
。

一
方

、
西
田
も
ま
た
、
二
八
歳

の
こ
ろ

か
ら
参
禅

に

努
め
る
よ
う

に
な
り

、
三
〇

歳
よ
り
主
と
し
て
金
沢
市

郊
外

・
臥
竜
山

の
雪



門
老
師
に
参
禅
弁
道
す
る
。
三
四
歳
の
と
き
、
大
徳
寺

・
広
州

禅
師
に
参
じ
、

無
字
の
透
過
を
許
さ
れ
た
。
の
ち
さ
ら

に
、
富
山
・
国
泰
寺
の
瑞
雲
老
師
に

も
参
禅
し
た
。

大
拙
の
お
び
た
だ
し
い
著
作
、
西

田
の
独
創
的
な
哲
学
の
背
景

に
、
禅
が

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
二
人
の
日
本
、
つ
ま
り

ロ
ー
カ
ル
な
も
の

は
、
禅
の
み
で
は

な
い
。
大
拙
の
い
う
「
日
本
的
霊
性
」

は
、
む
し
ろ
真
宗
の
方
が
重
要

な
地

位
を
占

め
て
い
る
。
五

一
歳
で
大

谷
大

学
に
奉
職
し
て
以
来
、
大
拙
は
真
宗

の
関
係

者
と
深

い
交
流
を
持
ち
続
け

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
七
二
歳
の

と
き

、
『
浄

土
系
思
想
論
』

を
世

に
問
い
、
七

四
歳
（
一
九
四
四
年
）
で

『
日

本

的
霊
性
』

を
発
表
す

る
。
晩
年

は
妙
好

人
の
研

究
・
紹
介
に
さ
か
ん
に
と

り
く
み

、
さ
ら

に
最
晩
年
を
親

鸞
の
主
著
、
『
教

行
信
証
』

の
英
訳

に
心
血

を
注
い
だ
。
禅
者
・
大
拙
が
い
か
に
真

宗
に
深

く
か
か
わ

っ
た
か
、
こ
の
ご

く
簡
単

な
記
述
に
よ
っ
て
も
、
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
田

も
ま
た
、
早
く
か
ら
随
想
に
親
鸞

を
と
り
あ
げ
る
な
ど
し
て
い
た
。

『
思

索
と
体

験
』
（
一
九
一
五
年
刊
）
所

収
の

「
愚
禿

親
鷽
」

に
は
、
愚
禿

へ

の
深

い
共

感
を
告
白
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
違
い
、
真
宗
は

「
絶
対
的

愛

、
絶
対

的
他
力

の
宗
教
で

あ
」

り
、
「
歎
異
抄

の
中

に
上
人
が

「
弥
陀

の

五
劫
思
惟

の
願

を
よ
く
よ
く
案
ず

れ
ぱ
ひ

と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た

め
な
り
け

り
」
と

い
は
れ

た
の
が
其
極
意

を
示
し

た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
記
し
て
い
る
。

（
全
集
①
四
〇
八
頁
）。
西
田
は
、
本
来
ど
こ
ま
で
も
哲
学

の
こ
と

に
携
わ
っ
て

い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
論
文
に
お
い
て
禅
や
仏
教
に
正
面
か
ら
と
り
く
む
こ

と

は

な

か

っ
た

が

、

つ

い

に
最

晩

年

、

宗

教

を

哲

学

的

に

論
じ

る

『
場

所

的

論

理

と

宗

教

的

世

界

観
』

を
著

す

。

一
九

四

五

年

春

ご

ろ

よ

り

の
仕

事

で

あ

る

。

そ

こ

で

は
、

禅

・
キ
リ

ス

ト
教

と

並

ん
で

、

真

宗

の

救

い

が
鋭

く

論

じ

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

は

、

ち

ょ

う

ど

そ

の

こ

ろ

、

田

辺

元

が

発

表

し

た

『
私

観

教

行

信

証

の

哲

学
』
（
一
九
四
四

年
十

二
月
刊

、
『
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
』

の
前
身
）

の
親

鸞

観

が

、
西

田

に

と

っ
て

受

け

入

れ

ら

れ

る

も

の

で

な

く

、

そ

の

こ

と

を

論

じ

ず

に
は

い
ら

れ

な

か

っ

た
と

い
う

情

況

も

あ

っ

た
。

つ

ま

り

、

縁

が

あ

っ
て

西

田

は
親

鷽

な

い
し

真

宗

を

と

り

あ

げ

る

の

だ
が

、

と

い

う

こ

と

は

、

因

そ

の

も

の
が

、
西

田

に

は
ず

う

っ
と

保

持

さ

れ

て

い

た
と

い

う

こ

と

を

物

語

っ
て

い

よ

う
。

こ

う

し

て

、

二

人

と

も

い

わ
ば

最

後

に

、

真

宗

に

出

て

く

る

の
で

あ

る

。

ロ
ー

カ

ル
な

も

の

を

深

く
汲

ん
で

広

く

世

界

に
問

う

と

い

う
と

き

、

二

人

の

ロ
ー

カ

ル
な

も

の

と

は
、

褝

よ
り

も

真

宗

で

さ

え

あ

っ
た

。

と

い

う
こ

と

は

、

二

人

の

ロ

ー

カ

ル
な

も

の

は

、
日

本

と

い
う

よ
り

、

真

宗

王

国

を

築

い
て

い

く

北

陸

の

宗

教

風

土

に
あ

っ
た
と

い

え
よ

う

。

ロ

ー

カ
ル

な

も

の

は
そ

こ

ま

で

絞

ら

れ

る
し

、

そ

れ

で

こ

そ

二
人

の
根

っ
こ

、

根

源

に

な

っ
て

い

る
。

一

方

、

グ

ロ

ー

バ
ル

に

は
ど

こ

ま
で

も

広
く

。

そ

れ

が

問

わ

れ
て

い
く

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

で
は
、
ま
ず
大
拙
に
と
っ
て
、
真
宗
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ

う

か
。

大

拙

は

『
日

本

的
霊

性

』

に
お

い
て

。

次

の

よ

う

に
言

っ
て

い

る

。

…

…

親

鸞

は

罪

業

か
ら

の
解

脱

を
説

か

ぬ
。

即

ち

因

果

の
繋

縛

か
ら

の



自
由
を
説
か
ぬ
。
そ
れ

は
こ
の
存
在
－

現
世
的
・
相
関

的
・
業
苦
的
存

在

を
そ
の
ま
ま

に
し
て
、
弥
陀
の
絶
対
的
本
願
力
の

は
た
ら
き

に
一
切

を

ま
か
せ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
こ
こ

に
弥
陀

な
る
絶
対
者
と
親

鷽
一
人
と
の
関
係
を
体
認
す
る

の
で
あ
る
。
絶
対
者

の
大
悲

は
、
善
悪
是

非
を
超
越
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
此
方

か
ら
の
小
さ
き
思
量

、
小

さ
き

善

悪

の
行
為
な
ど
で

は
、

そ
れ

に
到
達
す
べ
く
も

な
い
の
で

あ
る
。
只

こ
の

身
の
所
有
と
考
へ
ら
れ

る
あ
ら
ゆ

る
も

の
を
、
捨
て
よ

う
と
も
、
留

保
し

よ
う
と
も
思

は
ず
、
自
然
法
爾

に
し
て
大
悲
の
光
被

を
受
け

る
の
で

あ
る
。

こ
れ
が
日
本
的
霊
性
の
上

に
お
け
る
神
な
が
ら
の
自
覚

に
外

な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。

シ
ナ
の
仏
教

は
因
果
を
出
で
得
ず
、
印
度
の
仏
教

は
但
空
の
淵

に

沈

ん
だ
。
日
本
的
霊
性

の
み
が
、
因
果
を
破
壊
せ
ず
、
現
世

の
存
在

を
滅

絶
せ
ず
に
、
而

か
も
弥
陀
の
光
を
し
て
一
切
を
そ
の
ま
ま

に
包
被
せ
し

め

た
の
で

あ
る
。
こ

れ
は
日

本
的
霊
性

に
し
て

始

め
て
可

能
で

あ
っ

た
。

…
…
（
全
集
⑧
一
〇
六
頁
）

こ
の
身
こ
の
ま
ま

に
し
て
、
絶
対
無
条
件
の
弥
陀
の
大
悲

に
包
ま
れ
、
狡

わ
れ
る
と

い
う
。
こ

の
感

覚
が
、

日
本
独
自
の
霊
性
と
し
て

あ
る
と
い
う
。

確
か
に
そ
の
よ
う
な
救
い
を
説
く
浄
土
教
は
、
イ
ン
ド
に
も
中
国
に
も
見
ら

れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ

う
。

絶
対
者

に
つ

い
て

の
こ
の
よ

う
な
意
識

は
、
西
田
も
同

様
に
感
得
し
て

い

た
。
た
と
え
ば

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
言
及
し
て

、
ど

ん
な
悪

人
に
対

し
て

も
常

に
無
言
で
寄
り
添

っ
て
い

る
よ

う
な
キ
リ

ス
ト
を
描

き
、
「
新
し

い
キ

リ
ス
ト
教
的
世
界
は
、
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
も

し

れ
な
い
」

と
述
べ
る
（
全
集
⑩
四
六
二
頁
）。

さ
ら

に
そ
の
愛

を
本
質
と
す

る
絶
対
者

に
つ
い
て

、
西

田
は
次
の
よ
う
に
説
い
て

い
る
。

…
…
之

に
反

し
、
絶
対

者
は
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
包
む
も
の
で

あ
る
の
で

あ
る
。
何
処
ま
で
も
背
く
我
々
の
自
己
を
、
逃
げ
る
我

々
の
自

己

を
、
何
処
ま
で
も
追
ひ
、
之
を
包
む
も
の
で

あ
る
の
で

あ
る
。
即
ち
無

限
の
慈

悲
で

あ
る
の
で

あ
る
。
私

は
此
処
で
も
、
我
々
の
自
己
が
唯
一
的

個

的
に
、
意
志
的
自
己

と
し
て
絶
対
者
に
対
す
る
と
云

ふ
。
何
と

な
れ
ば

愛

と
云

ふ
も
の
も
、
何
処
ま
で
も
相
対
す
る
人
格
と
人
格
と
の
矛
盾
的
自

己
同
一

的
関
係
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
何
処
ま
で
も

自
己
自
身

に
反
す

る
も

の
を
包
む

の
が
絶
対

の
愛
で
あ
る
。
…
…

真
の
絶
対

者
は
悪
魔
的
な

る
も

の
に
ま
で

自
己
自
身

を
否
定
す
る
も
の
で

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
、
そ

こ

に
宗
教
的
方
便

の
意
義

が
あ
る
。
而

し
て

そ
れ
は
又
絶
対
者
が
悪

魔
的

な

る
も

の
に
於
て

も
、
自
己
自
身
を
見
る
と
云

ふ
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な

ら

な
い
。
此

に
浄
土
真
宗

の
如
き
悪

人
正
因

の
宗
教
が

あ
る
の
で
あ
る
、

絶
対
愛

の
宗
教

が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
親
鷽
一
人
の
為

な
り
け
り
と
云

ふ
、
唯

一
的
個

的
に
意
志

的
な
れ
ば
な
る
程
、
斯

く
云

は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で

あ
る
。
絶
対

者
は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
否

定
す

る
こ
と
に

よ
っ
て

真
に
人
を
し
て

人
た
ら
し

め
る
の
で
あ
る
、
真
に
人
を
狡
ふ
と
云

ふ
こ
と

が
で
き

る
の
で

あ
る
。
（
全
集
⑥
四
三
五－

三
六
頁
）

こ

の
よ

う
に
、
絶
対

の
愛
を
本
質
と
す
る
絶
対

者
は
、
西

田
に
と

っ
て
、

キ
リ

ス
ト
教
の
神

が
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
同

時
に
、
親
鸞
が
明

か
す
阿

弥
陀
仏

に
も

他
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
た
。
絶
対
者
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
の
捉



え
方

に
お
い
て
、
西
田
と
大
拙
と

は
、
こ

の
よ
う

に
通

い
合

っ
て

い
た
の
で

あ

る
。

西
田

の
宗
教
哲
学
は
、
今
の
引
用

に
も
出
、

か
つ
て
「
愚
禿
親
鸞
」
の
中

に
も
引

か
れ
て

い
た
『
歎

異
抄
』

の
一
句
、
「
…
…
ひ
と

へ
に
親
鸞

一
人
が

た
め
な
り
け
り
」

に
極
ま
る
と
思
わ
れ

る
。
と

い
う
の
も
、
そ
の
句
こ
そ
、

西
田
の
宗
教
論
の
核
心
、
「
逆
対

応
」

と

い
う
根
本
的
事

態
を
明
瞭

に
言

い

表

わ
す
言
葉
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
前

の
引

用
の
後
半

に
お

い
て

も
知
ら
れ

る
し
、
た
と
え

ば
ま
た
次
の
よ
う

に
も
あ
る
。

…
…
そ
こ
か
ら
絶
対

者
の
自
己
否
定
の
極
限
と
し
て
人
間
の
世
界
が
出

て
来
る
、
我
々
の
自
己
は
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
多
と
し
て
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
故
に
我

々
の
自
己

は
一
者

に
逆
対

応
で
あ

る
、
「
ひ

と
へ

に
親
鸞
一
人
の
為
な
り
け
り
」
と
云
ふ
、
個
な
れ
ば
な

る
程
、
斯
く
云

ふ

こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
此
故

に
我

々
の
自
己

は
、
逆
対
応
的

に
一
者

に

於
て
自
己
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
（
全
集
⑪
四

四
九
頁
）

こ
の
よ
う
に
逆
対
応
と
い
う
の

は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
、
人
と
神

や
実
存
と
絶
対
者
と
い
う
関
係
に
お
い
て
見
た
と
き
出
て
く
る
言
葉
で
あ
り

、

個
な
れ
ば
個
な
る
ほ
ど
絶
対
者
に
ふ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ふ
つ
う
我
々
は
、
自
己
を
拡
充
し
、
神

の
方
向
へ
自
己
を
高
め
向

か
う
こ

と
に
よ

っ
て
。
神
に
近

づ
く
と
考
え
る
。
し

か
し
西
田

は
、
か
え

っ
て
自
己

に
徹
し
た
と
き

、
真
の
神
に
近

づ
く
、
神

に
ふ
れ

る
と

い
う
。
自
己

に
徹
底

す

る
と
は
、
か
け
が
え
の
な
い
、
一
回
き
り

の
。
そ
れ
ゆ
え
絶
対
に
死

ぬ
べ

き
自
己

に
徹
し
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
西

田
に
お
い
て

は
、

宗
教

に
お

い
て
個
は
消
え

な
い
。
個
は
消
え

る
ど
こ
ろ
か
、
個
は
個
本
来
の

あ
り
方
と
し
て
、
何
も
の
に
も
か
け
が
え

の
な
い
存
在
と
し
て
、
成
立
し
て

く

る
。
こ
の
と
き
、
絶
対
者
は
個
を
ま
さ
に
個
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
も
の

で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
有
の
絶
対
者
で
な
く
、
無
の

絶
対
者
と

な
る
。
無
の
絶
対
者
と
は
、
自
ら
自
ら
を
絶
対
に
否
定
す
る
も
の

の
こ
と
で
あ
り
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
個
物
的
多
を
成
立
せ
し
め
て

い
る
も

の
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
西
田
が
、

絶
対
的
否
定
か
ら
個
が
成
立
す
る
と
云

ふ
所
に
、
私
の
場
所
的
論
理
と

神
秘
哲
学
と
が
逆
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
（
全
集
⑪
四
五
〇
頁
）

と
言

っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
も
は

っ
き
り
示

さ
れ
て

い
る
。
こ
の
句
は
、
西
田

の
宗

教
哲
学
が
神
秘
主
義
と

は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
と
し
て

、

大
変

、
重
要

な
一
句
で
あ
る
。
西
田
は
、
決
し
て
神
秘
主
義
を
賞
で
て

い
た

わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
禅

に
生
き

た
大

拙
も
ま

た
、
『
日
本
的
霊
性
』

に
お
い
て
し

ば
し

ば
「
個
即
超
個
、
超

個
即

個
」
の
消
息

を
語
り
、
一
例
に
、
「
所
謂
法
界
縁

起
で

、
万
差

の
個
多
が
そ
の
ま
ま
に
個
個
自
主
的

に
円
融
無
碍
な
の
で

あ
る
。

周
辺

の
な
い
円
環
が
自
ら
を
限
定
し
て
。
ど
こ

に
で
も
中
心
を
お
く
。
そ
こ

に
親
鸞

の
一
人
が
現
前
し
て
、
無
碍
の
大
道
が
坦
然
と
し
て

長
安
に
通
ず
る

の
で
あ
る
」
と
説

い
て
い
る
（
全
集
⑧
二

二

頁
）。
個
と
臨
済

の
人
と
親
鸞



の
一
人

と
が
、
西

田
と
大

拙
の
間
で
、
同

じ
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
同
じ

論
理
構

造
の
中
で

見
ら

れ
て

い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ

の
個
は
、
西

田
に
お
い
て

、
創
造
的
世
界

の
創
造
的
要
素
と
語
ら
れ
た

り
す

る
も
の
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
歴
史

的
世
界

に

か
か
お
る
主
体
で
あ
る
。

個

（
個
物
）
と
い
う
も
の
は
、
何
よ
り

も
自
ら
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の

で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で

な
け

れ
ば
か
け
が
え
の
な
い
個
と
は
い
え

な
い
。
自
己
を
限
定
す
る
と
は
、
自
己

を
他
と
の

い
か
な
る
関
係
に
結
ぶ
か

と

い
う
こ
と
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
関
係
の
中
で

自
己
を
規
定
す
る
こ
と
で

あ

る
。
そ
れ
は
他
に
対
し
て

自
己

を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

ま

た
、
他
を
規
定
す
る
こ
と
で
も

あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
世
界

を
規

定
す

る
も
の
で

あ
り
、
創
造
的

な
主
体

な
の
で

あ
る
。

こ
の
方
面
を
西

田
は
、
平
常
底

と
い
う
言
葉
で

語

っ
た
。
西

田
の
い
う
平

常

底
と
は
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

絶
対
否
定
即
肯
定
的
に
、
か
ゝ
る
逆
対
応
的
立
場
に
於
て
、
何
処
ま
で

も
無
基
底
的

に
、
我
々
の
自
己
に
平

常
底
と

い
ふ
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
而
し
て
そ
れ
が
絶
対

現
在
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
の
立
場
と
し
て
、

絶
対
自
由
の
立
場
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
一
々
の
点
が
ア
ル

キ

メ
デ
ス
の
プ

ー
・

ス
ト
ゥ
と
し
て

、
立
処
皆
真
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る

の
で

あ
る
。
我

々
の
自
己
が
個

な
れ
ば
個

な

る
程
、

絶
対
自

由
的

に
、

か
ゝ
る
平
常
底
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
全
集
⑪
四

五
〇
頁
）

つ

ま
り

、

平

常

底

と

は

、

無

基

底

ゆ

え

の

絶
対

自

由

の

立

場

を

言

う

の
で

あ

る
。

こ

の
絶

対

自

由

の

個

は

、

絶

対

自

由

で

あ

る
が

ゆ

え

に

、

過

去

に
縛

ら

れ

ず

、

現

在

に
三

世

（
過

去

・
未

来

・
現

在
）

を
映

し

て

現

在

を

規

定
す

る
。

そ

の
歴

史

創

造

の
主

体

と

し

て

成

立

す

る

こ
と

を

平

常

底

の

語

は

語

っ

て

い

る
。
「
自

己

の
底

に
自

己

を

限

定

す

る
何

物

も

な

い
。

…

…

何

処

ま
で

も

無

基

底

的

で

あ

る
。

…

…

併

し

自

己

が

自

己

の
底

に
自

己

を

越

え

る

と
云

ふ

こ

と

は
、

単

に

自

己

が

無

と

な

る

と

云

ふ

こ

と
で

は
な

い
。

自

己

が

世
界

の
自

己

表

現

点
と

な

る
こ

と

で

あ

る

。

真

の

個
と

な

る
こ

と

で

あ

る

、

真

の

自

己

と

な

る

こ

と

で

あ

る
」
（
全
集
⑩
四
四

九
頁
）
。

あ

る

い

は
、
「
故

に
我

々

の

自

己

は

、

自

己

否

定

に

於

て

自
己

を

有

つ

。

我

々

は
何

処

ま

で

も

宗

教
的

で

あ

る
。

而

し

て

又

此

故

に

我

々

の

行

動

の

一

々
が

歴

史

的

で

あ
り

。

絶
対

現

在

の

自

己

限

定

と

し

て

終

末

論

的

（
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

と

云

ふ

こ

と

が

で

き

る
の

で

あ

る

」
（
全
集
⑨
四
四
八
頁
）
。

真

の

個

と

な

る

こ
と

は
、

即

今

・

此

処

に
お

い
て

歴

史

を

形

成

す

る

（
世
界

を

創
造

す

る
）

主

体

と

な

る

こ
と

に

他

な

ら

な

い
。

さ

ら

に
西

田
は

、

神

の

愛

に

包

ま

れ

る

と

い

う

こ
と

か

ら

、

当

為

が

出
て

く

る
と

論

じ

て

い

る
。

単

に
超

越

的

な

る
神

は

真

の

神

で

は

な

い
。
神

は
愛

の
神

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

キ
リ

ス

ト
教

で

も

、

神

は

愛

か
ら

世
界

を

創

造

し

た

と

考

へ

ら

れ

る
が

、

そ

れ

は

絶

対

者

の

自

己

否

定

と

云

ふ

こ
と

で

あ

り

、

即

ち
神

の
愛

と

云

ふ
こ

と

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

之

に
反

し

、

我

々

の

自

己

が

絶

対

愛

に
包

ま

れ

る
と

云

ふ

こ

と

か

ら

。

真

に

我

々

の
自

己

の

心

の

底

か



ら
当
為

と
云

ふ
も
の
が
出
て

来
る
の
で

あ
る
。
…
…
仏
教
的

に
仏
の
悲
願

の
世
界

か
ら

、
我
々
の
自
己

の
真
の
当
為
が
出
て
来

る
と
考
へ
る
も
の
で

あ
る
。
絶
対
愛

の
世
界

は
互

に
鞫
く
世
界
で

は
な
い
。
互

に
相
敬
愛
し
。

自
他
一
と
な
っ
て

創
造
す
る
世
界
で

あ
る
。
こ
の
立
場

に
於
て

は
、
す
べ

て
の
価
値
は
創
造
的
立
場
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
創
造
は
い
つ
も

愛
か
ら
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
愛
な
く
し
て

創
造

と
云

ふ
も
の
は
な
い

の
で

あ
る
。

念
仏
の
行

者
は
非
行
非
善
的
で

あ
る
、
ひ
と
へ
に
他
力
に
し

て

自
力

を
離

れ
た
る
故
に
と
云
ふ
。
自
然
法
爾
と
云

ふ
こ
と
は
、
創
造
的

で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
我
々
の
自
己
が
創
造
的
世
界

の
創
造
的
要

素
と

し
て

、
絶
対
現

在
の
自
己

限
定
と
し
て

働
く
と
云

ふ
こ

と
で

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教

的
に
云

へ
ぱ
、
神
の
決
断
即

ち
人
間

の
決
断
的
に
、

終
末

論
的
と
云

ふ
こ
と
で

あ
る
。
無
難
禅
師
は
生
き

な
が
ら
死

人
と
な
り

て
な
り
果
て
て
心
の
ま
ま
に
す
る
業
ぞ
よ
き
と
云
ふ
。
か
ゝ
る
立
場
に
於

て
、
我

々
の
自
己
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て

、
真
に
歴
史
的
世
界

創
造
的
で

あ
る
の
で

あ
る
。
（
全
集
⑨
四
三
六
－

三
七
頁
）

こ
う
し
て

、
西

田
は
神
の
愛
あ
る
い
は
仏
の
悲
願
か
ら
本
当
の
意
味
で
の

創
造
と
い
う
こ

と
が
成
就
し
て
く
る
基
盤
と
し
て
の
真
の
当
為
が
出
て
く
る

と
説
く
の
で

あ
り
、
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
む
し
ろ
創
造
的
な
活

動
と
見
る
の
で

あ
っ
た
。

実
は
こ
れ
と
同

じ
こ
と
を
、
大
拙
も
説
い
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
大
拙

は
、

絶
対

無
縁
の
大

悲
を
謳
い
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま
救
わ
れ
る
子
細
を
指
摘
し
て

い
た
。
し
か
し
大

拙
の
思
想
は
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は

な
か
っ
た
。

そ
こ
に
お
い
て

か
え

っ
て
「
人
」
が

成
立
す

る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
。
さ
ら
に
大
拙
は
常
々
、
次
の
よ
う
に
説
い

て

い
た
の
で

あ
る
。

極
楽

と
い
う
と
こ
ろ
は
久
し
く
と
ど
ま
る
べ
き
で

は
な

い
。
と
ど
ま

っ

て

も
し

よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
だ
。
お
り
が
た
い
か
し
ら

ん
け
れ
ど
も
、
あ

り
が
た
い
だ
け

で
は
何
の
た
め
に
も
な
り

や
し
な
い
。

た
だ
自
己
満
足
と

い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
だ
か
ら

、
ど
う
し
て

も
極
楽

を
見
た
ら

た
だ
ち

に
戻

っ
て

こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
還
相
の
世
界

へ
は
い
ら
に
ゃ
な
ら
ん
。

（
加
藤
辨
三
郎
「
最
後
の
法
語
」
『
鈴
木
大
拙
―
―
人
と
思
想
』
）

真
宗
で

は
還
相
の
こ
と

を
あ
ま
り
語
ろ
う
と
し
な
い
が

、
大
拙

は
憚
か
る

こ
と
な
く
還

相
に
つ
い
て
強
調
す
る
。
そ
れ
は
決
し
て
死
後

の
こ
と
で
な
く
、

弥
陀
の
救
済
を
自
覚
し
た
ら
こ
の
世
で
働

い
て
働
い
て

働
き

ぬ
く
と

い
う
こ

と
で
あ
り
、
浄
土
よ
り
も
こ
の
世

の
歴
史

に
か
か
わ

っ
て

い
く
こ
と
で
あ

っ

た
。こ

の
よ
う
な
大
拙
独
特
の
真
宗
理
解
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
禅
の
修
証

が
あ
る
。
森
本
省
念
は
、
浄
土
に
出
会
っ
て
大
拙
の
禅
が
深
ま
っ
た
と
言

っ

た
が
、
確

か
に
そ

の
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
逆

に

大
拙
の
禅

に
出
会

っ
て
真
宗
が
深
ま
っ
た
と

い
う
事
情
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ

う

か
。
大
拙
が
見

た
禅
の
生
命
は
、
何
の
跡
も
残
さ
ず
に
働
き
ぬ
く
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
真
空
妙
用
・
無
功
用
・
無
所
住
、
そ
れ
が
大
拙
の
禅
で

あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
悟
り
を
消
し
て
こ

の
世
の
日
常
に
入
っ
て

く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
宗
的
に
表
現
す
れ
ば
、
還
相
と
い
う
こ
と

な



の
で

あ
る
。

そ
う
い
う
禅

的
な
立
場

を
味

い
つ
つ
も
、
や
は
り
そ
の
根
底
に
は
、
絶
対

無
縁

の
大
悲
の
自
覚
は
あ

っ
た
の
だ
と

思
う
。
だ

か
ら
こ
そ
大
拙

は
、
『
教

行

信
証
』

を
翻

訳
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
使
命
感
に
か
ら
れ
た
の
で
あ

ろ

う
。

そ
れ
は
西
田
も
同
じ
で
あ
り
、
た
と
え
ば
元
来
、
自
力
的
宗
教
は
あ
り
え

な
い
（
全
集
⑩
四
一
一
頁
）、
す

べ
て

は
神

ま

た
は
仏
の
呼
び
声

に
よ
る

と
い

う
（
全
集
⑩
四
〇
九
頁
）。
絶
対

者
の
呼

び
声

を
、
西

田
は
心
霊
上

の
事

実
と

し
て
聞

い
て

い
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら

育
っ
た
風
土

に
お

い
て

。
心
の
底

に
つ
ち

か
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
に
見
て
く

る
と

、
二
人

の
思
想
は
、
と
も

に
絶
対

の
大
悲

を

被
力
つ

つ
、
一
転
し
て
、
個
と
し
て

の
主
体
そ
の
も
の
と
し
て
、

い
か
に
現

実
世
界

に
あ
っ
て

働
く

か
、
新

た
な
歴

史
を
創
っ
て

い
く
か
、
と

い
う
も
の

で

あ
っ
た
。
換
言

す
る
と
、
自
己

を
超
え

た
も
の
に
お
い
て
自
己

を
も

つ
、

そ
の
自
己
は
実
は
「
個

は
個
に
対

し
て

個
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
個
で

あ

る
、
お
の
ず
か
ら
歴
史

を
創
る
主
体
と
し
て

の
個
で
あ
る
、
そ
う
い
う
個
を

自

覚
し
生
き
抜
く
こ
と
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
例
証
す

る
西

田
の
、
大
拙
へ
の
有
名
な
手

紙
が

あ
る
。

ち
ょ

う
ど
終
戦
前
の
、
切
迫
し

た
時
代
に
送
ら
れ
た
手
紙
（
一
九
四
五
年
三
月
十
一

日
付
書
簡
）
で

あ
る
。

私

は
今
宗
教
の
こ

と
を
か
い
て

ゐ
ま
す
。
大
体
従
来
の
対
象

論
理

の
見

方
で

は
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
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
云
ふ
こ
と
を
明

に
し
た
い

と
思
ふ
の
で
す
　

私
は
即
非
の
般
若
的
立
場

か
ら
人
と
い
ふ
も
の
即
ち
人

格
を
出
し
た
い
と
お
も
ふ
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
ふ
の
で
す
　
（
全
集
⑩
三
九
九
頁
）

私
は
、
こ
の
意
図
は
大
変
、
重
要
だ
と
思
う
。
自
己
の
あ
り
方
と
い
う
も

の
を
深
く
把
握
し
て
、
こ
の
現
実
世

界
に
働
く
、
こ
の
こ
と
は
大
変
重
要
で

あ
る
と
思
う
の
で

あ
る
。

現
代
、
特
に
昨
今
は
、
日
本
の
社
会
構
造
の
す
べ
て
が
激
的
に
変
化
し
て

い
る
。
そ
の
流
れ
に
安
易
に
押
し
流
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
自
己

の
根
源

に

あ
る
も
の
を
つ
か
ん
で

、
し
か
も
そ
れ
を
現
実
世
界
に
つ
な
げ
て

考
え
て

い

く
こ
と
は
本
当
に
大
切

だ
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
、
二
人

の
思
想

を
学
び
直

す
こ
と
は
重
要

な
こ

と
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
た
け

む
ら

・
ま
き

お
、
大
乗
仏
教
思
想
、
筑

波
大
学

教
授
）
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