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西
田
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
の
背
景
に
は
、
若
き
西
田
が
打
ち
込
ん
だ
禅
か
ら
の
深

い
浸
透

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
既
に
哲
学

の
用
語
で
あ
り
、
純
粋
経
験
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
所
謂

「禅
的
経
験
」
で
あ
る
と
は
限

ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「純
粋
経
験
」
の
本
質
的
次
元
が

「禅
的
な
る
も

の
」
に
連
な
り
、
「純
粋
経
験
」
と

い
う
哲
学
的
立
場
の

成
立
構
造
に
、
少
な
く
と
も
独
特

の

〈宗
教
性

の
次
元
〉
が
浸
透
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
簡
明
に
い
え
ば
、
純
粋
経
験
と
は
、

本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
禅
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
率
直
に
検
討
し
て
み
た

い
。
そ
し
て
こ
の

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
立
場

の
成
立
に
、
後
述
の
よ
う
な

「脱
自
と
表
現
」
と
い
う
独
特

の
否
定
即
肯
定
の
二
重
動
性
が
看
取
さ
れ
る
が
、

実
は
こ
の
相
即
的
動
性
が
、
「純
粋
経
験
」
か
ら

「自
覚
」
を
経
て

「場
所
」

へ
と

い
う
西
田
哲
学
の
転
回
の
基
礎
構
造
を

一
貫
す
る
こ

と
を
究
明
し
て
み
た
い
。
こ
の

「純
粋
経
験

・
自
覚

・
場
所
」
を

一
貫
す
る

〈脱
自
と
表
現
〉
の
相
即
動
性
は
、
そ
の
源
泉
を
ま
さ
し
く

<
禅
的
な
る
も

の
〉
に
遡
及
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
は
そ
の

「禅
」
の
具
体
例
と
し
て
、
『十
牛

図
』
か
ら

「純
粋
経
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験

・
自
覚

・
場
所
」
の
転
回
を
見
直
す
こ
と
で
、
西
田
の

〈場
所
〉
論
も
概
観
し
て
み
た

い
。

と
こ
ろ
で
西
田
自
身

の
著
作

の
中
で
は
、
禅
語
の
引
用
は
ま
れ
に
散
見
さ
れ
る
が
、
禅
や
仏
教
に
関
し
て
の
主
題
的
な
論
及
は
、
最
後

の
宗
教
論
で
も

(大
拙
の

「金
剛
経
の
禅
」
へ
の
応
答
以
外
に
は
)
意
外
と
少
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
想
定
さ
れ
が
ち
な

「禅

の
ア
ポ

ロ

た
ぐ
い

ジ

ー

(護
教
論
)」
や

「禅
の
哲
学
」
の
類

は
自
覚
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
禅
は
哲
学

の
主
題
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
禅
の
非

あ

主
題
化
と
対
照
的

に
、
「宗
教
」
は
西
田
哲
学

の
根
本
主
題
で
あ
る
。
だ
が
、
狭
義

の

「宗
教
哲
学
」
で
も
な

い
。
宗
教
は
、
西
田
に
と

っ
て

「哲
学
の
終
結
」
か

つ

「根
底
」
(『
。。)
で
あ
る
が
、
哲
学
の
対
象
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
に
は
終
始

一
貫
す

る
独
自

の

「宗
教
」

理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の

〈宗
教
の
主
題
化
と
禅

の
非
主
題
化
〉
と
い
う
微
妙
な
事
態
に
、
〈禅
と
哲
学
〉
と
い
う
問
題
の
難
し
さ
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
〈宗
教
と
禅
〉
と

い
う
問
題
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
双
方
の
概
念
的
区
別
で
は
な
く
て
、
事
実
的
な
差
異
の
問
題
で
あ
る
。

西

田
自
身
の
証
言
を
二

つ
見
て
お
こ
う
。

　

(
・-
)

西
田
の
出
立
点
を
ど
う
見
る
か
。
後
で

一
つ
の
時
点
を
想
定
し
て
み
た

い
が
、
出
発

(始
め
)
と
は
常
に
不
思
議
な
飛
躍
を
含

む

ゆ
え
に
、
そ
こ
へ
の
助
走
と
し
て
、
哲
学
以
前
の
証
言
を
先
ず
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
若
き
西
田
が
ひ
た
す
ら
打
坐
に
打
ち
込
み
、

故
郷
を
離
れ
京
都

の
専
門
僧
堂
に
参
禅
し
て
い
た
頃
の
日
記
に
記
し
た
言
葉
で
あ
る
。
「余
は
禅
を
学
の
為
に
な
す

は
誤
な
り
。
余
が
心

　

　

　

の
為
生
命

の
為
に
な
す
べ
し
。
見
性
ま
で
は
宗
教
や
哲
学
の
事
を
考

へ
ず
」
(嵩
山
嵩
強
調
筆
者
/
注
参
照
)
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
禅

の

　

　

　

　

端
的
な

「見
性
」
の
事
実
と

「哲
学
や
宗
教

の
事
」
の
思
索
と
の
恐
ろ
し
い
程
の
亀
裂
、
非
連
続
な
次
元
の
差
異
が
予
感
さ
れ
て
い
る
。

「
見
性
」
と
は
、
西
田
が
参
じ
て
い
た
臨
済
禅
で
の
初
関
、

つ
ま
り
初
め
て
の
公
案
透
過

の
こ
と
、
所
謂

「悟
り
」

の
こ
と
で
あ
る
。
臨

済

の
家
風
で
は
、
「本
覚
」
的
な
曹
洞
禅
の
ロ
ハ管
打
坐
に
対
比
し
て
、
公
案
問
答

に
よ
る

「始
覚
」
と
し
て
の
見
性

を
重
ん
じ
る
。
(本

覚

・
始
覚

・
不
覚
に
関
し
て
は
平
川
彰
編

『大
乗
起
信
論
』
大
蔵
出
版

℃
」
8
中

参
照
。)
こ
こ
に
既
に
何
ほ
ど
か
西
田
哲
学
全
体
に
お
け
る

「
純
粋
経
験
」

の
独
自

の
位
置

(出
立
点
)
と
い
う
問
題
が
現
れ
て
い
る
。
後

の
十
牛
図
で
い
え
ば
第
三
図

「見
牛
」
の
重
視
に
臨
済

の
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家
風
が
反
映
し
て
い
る
。
し
か
も
興
味
深

い
事
に
、
こ
の

「考

へ
ず
」
と
い
う
決
意
が
既
に

「見
性
」
以
前
の
西
田
自
身
に
お
い
て
、
十

　

　

　

牛

図

で

い
え

ば

第

二

図

「
見

跡

」

に

お

い
て

な

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

は

「
宗

・
教

」

の

「
真

・
実

」

問

題

、

即

ち

「
教

の
真

理

」

(
学
得

　

底
)
と

「行
の
事
実
」
(見
得
底
)
と
の
乖
離
問
題
と
し
て
本
稿
の
中
心
課
題
と
な
る
。

(
・-・-
)

二
つ
目
は
最
晩
年

の
証
言
で
あ
る
。
禅
と
哲
学
と
の
問
に
は
超
え
が
た
い
厳
し
い
断
絶
が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、

禅
な

し
に
は

「純
粋
経
験
」
と
い
う
哲
学

の
立
場
は
生
ま
れ
難

い
も
の
で
な
か

っ
た
か
。
そ
こ
で

〈西
田
哲
学

の
背
後

に
は
、
や
は
り
何

か
禅
的
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
西
谷
啓
治
の
問

い
に
対
し
て
、
最
晩
年
の
西
田
が
次

の
よ
う
に
手
紙
で
答
え
て
い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「背
後
に
禅
的
な
る
も
の
と
云
は
れ
る
の
は
全
く
さ
う
で
あ
り
ま
す

私
は
固
よ
り
禅
を
知
る
も
の
で
は
な

い
が
元
来
人
は
禅
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
ふ
も
の
を
全
く
誤
解
し
て
居
る
の
で

禅
と
い
ふ
も

の
は
真
に
現
実
把
握
を
生
命
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ひ
ま
す

私

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
こ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
何
と
か
し
て
哲
学
と
結
合
し
た
い

こ
れ
が
私
の
三
十
代
か
ら
の
念
願

で
御
座

い
ま
す

(中

略
)
哲
学
の
立
場
宗
教
の
立
場
も
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
考
え
て
行
き
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
」
(Hり歯
・。蔭
強
調
筆
者
)
と
。

こ
こ
に
当
時
七
十
三
歳
の
西
田
自
身
に
と

っ
て
す
ら
も
、
禅
と
哲
学
と

の

「結
合
」
は

「不
可
能
」
と
も
思
え
る

「念
願
」
で
あ

っ
て
、

　

「こ
れ
か
ら
」
の
課
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
深
く
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
要
と
な
る
の
は
、
「真
に
現
実
把
握
を
生
命
と
す
る
」
禅
が
、
西

田
哲
学

の
基
本
構
造
に
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
特
に
出
発
点
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
の
成
立
構
造
が
問
題
と

な
ろ
う
。
更
に

「純
粋
経
験

・
自
覚

・
場
所
」
と
い
う
転
回
の
基
礎
構
造
に
お
い
て
、
禅
の

「そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
と

い
う
浸
透
が
如
何

に

「哲
学
の
立
場

・
宗
教
の
立
場
」
の
根
本
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
西
田
自
身
を
し
て

「私
は
固
よ
り
禅
を
知
る
も
の
で
は

な
い
」
と
言
わ
し
め
る
何
か
が
禅
に
固
有
の
事
柄
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
二
つ
の
証
言
に
よ

っ
て
、
禅
と
哲
学
と
の

〈不
可
能
な
結
合
〉
と
い
う
矛
盾
的
関
係
を
率
直
に
見
据
え
て
、
西
田
哲
学
の
基
礎
構

造
に
お
け
る
禅

の
浸
透
を
主
題
に
し
て
み
よ
う
。
『善

の
研
究
』
に
お
け
る

「純
粋
経
験
」
の
成
立
構
…造
が
論
究
の
中
心
と
な
ろ
う

(第

　

　

ゐ

　

　

　

　

　

　

三
章
)。
そ
し
て

「経
験

・
自
覚

・
場
所
」
と
い
う
西
田
哲
学
の
転
回
の
基
礎
構
造
を
貫
く

<無
の
次
元
〉
を
、
「見
る
も
の
な
く
し
て
見
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る
」
(心
よ
)
と
い
う

〈脱
自
と
表
現
〉

の
相
即
連
関
と
し
て
開
明
し
た
い

(第
四
章
)。
「場
所
」

へ
の
転
回
構
造
は
、
禅
の

『十
牛
図
』

の
見
直
し
の
工
夫
に
よ
っ
て
比
較
的
に
理
解
し
易
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(第
五
章
)。
し
か
し
本
論
に
入
る
前

に
、
禅

の
浸
透
の
具

体
化

を
見
る
べ
く
、
若
き
西
田
の
参
禅
修
行

の

一
端
を
瞥
見
す
る
よ
う
な
、
ひ
と

つ
の
工
夫
と
し
て
、
鈴
木
大
拙
の
応
援
を
仰
こ
う

(第

一
・第
二
章
)
。

く

　つ

大
拙
か
ら
見
た
西
田
哲
学
i

「空
」
の
大
地
1

問
題
の
方
向
を
絞
る
工
夫
と
し
て
、
最
晩
年

の
鈴
木
大
拙
に
よ
る
西
田
哲
学

の
紹
介
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は

「
西
田
幾
多
郎

『善

の
研
究
』

へ
の
序
文
」
(鈴
木
大
拙
全
集
、
岩
波
新
版

ωα-HOα)
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
に

『善

の
研
究
』
が
初
め

て
英
訳
さ
れ
た
時
、

大
拙

が
英
語
で
書

い
た
序
文

頃
。
朝

8

即
8
似
寄
旨
崔
9
の
邦
訳

(増
谷
文
雄
訳
)
で
あ
り
、
新
版
全
集
に
集
録
さ
れ
た
比
較
的
珍
し
い
資

　

　

　

　

　

　

　

　

料
で
あ
る
が
、
直
訳
す
れ
ば
、
「西
田
を
ど
う
読
む
か
」
と
い
う

〈問
い
〉
に
な
る
。
先
ず
そ
の
冒
頭
で
、
「西
田
の
絶
対
無
の
哲
学
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

思
う

に
、
い
さ
さ
か
禅
の
体
験
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
「彼
は
禅
を
西
洋
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

自
己

の
使
命
と
考
え
た
」
(ωα-一8
)
と
断
言
す
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
九
十
歳
の
大
拙
が
何
か
自
分
自
身

の
こ
と
を
西
田
に
重
ね
て

述

べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
大
拙
な
り
の

「
私
と
汝
」
の
転
語
で
あ
り
、
「
さ
あ
、
西
田
を
ど
う
見
る
か
」
と

い
う
我
々
後
代

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
問

い
か
け
で
あ
る
。
〈東
西
対
照
〉
は
大
拙

の
戦
略
で
あ
る
が
、
西
田
に
禅
を
強
く
重
ね
て
見
て
い
る
こ
と
が
顕
著

で
あ
る
。
そ
こ
で

東
洋

に
は

「実
在
や
存
在

の
問
題
」
に
取
り
組
む

「独
自

の
方
法
」
(
"
禅
)
が
あ
り
、
「西
洋
は
知
性
に
訴
え
て
二
元
論
的
世
界
か
ら
出

　

　

　

　

発

す

る

が
、

東

洋

は

「
空

」

の
大

地

を

し

っ
か

り
踏

み

し

め

る
」

(。。
・・
-
一
8
)
と

言
う

。

く
う

　

　

　

　

　

　

こ
の

「空
の
大
地
」
と
い
う
大
拙
の
不
思
議
な
言
葉
は
、
ど
う
し
て
も
西
田
の

「無

の
場
所
」
を
喚
起
す
る
で
あ

ろ
う
。
特
に
大
拙

の

『日
本
的
霊
性
」
の
有
名
な

「大
地
性
」
の
記
述
、
例
え
ば
、
「(宗
教
は
)
天
だ
け
で
は
生
ま
れ
て
来
な

い
」
「大
地
を
通
さ
ね
ば
な
ら
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ぬ
」
、
「大
地
と
自
分
は

一
つ
の
も
の
で
あ
る
、
大
地
の
底
は
自
分

の
存
在

の
底

で
あ
る
、
大
地
は
自
分
で
あ
る
」
(。。
底
①$

等
の
記
述
を

く

につ

想
起
す
る
な
ら
ば
、
「空
の
大
地
」
は

「無
の
場
所
」
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
大
拙
は
続
け
て
、
「仏
教
者
が
好
ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

で

口

に
す

る
言

葉

に
、

「
空

は
諸

仏

、

諸

菩

薩

の
坐

し

給

う

と

こ

ろ
」

と

あ

る

。

こ

れ

は

、

西

田

の
絶
対

無

の
ト

ポ

ス

(日
。
℃
。
ω
場
)

に

ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

か
な
ら
な
い
。
仏
教
者
は
た
だ
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず

色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
と
述
べ
る
が
、
西
田
は
絶
対
無

の
自
己
限
定
に
つ
い
て

語
る
。
無
も
、
空
も
、
と
も
に
、
誤
ら
れ
や
す

い
観
念
で
あ

っ
て
、
哲
学
的
に
考
え
る
訓
練
を
受
け
た
人
々
は
、
こ
れ
ら
を
と
か
く
純
然

た
る
否
定
の
観
念
と
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る
」
(。。㎝山
O刈)
と
述
べ
る
。
し
か
し
事
実
は
否
定
が
肯
定
で
あ
る
。
「無
」

や

「空
」
の
転
換
、

即
ち
、
否
定
自
体
を
肯
定
に
転
換
す
る
働
き
に
こ
そ
西
田
の

「無
の
場
所
」
の
真
髄
が
あ
り
、
「水
を
汲
み
薪
を
運
ぶ
」
妙
用

(自
由
の
は

た
ら
き
)
の

〈場
所
〉
こ
そ
が

「空
の
大
地
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
否
定
と
肯
定
と
の
相
即
に
、
筆
者

の

「脱
自
と
表
現
」
と
い
う
問
題
関

心
も
あ
る
。

　

　

　

　

　

こ
の
大
拙
の
西
田
紹
介
は
、
大
乗
仏
教
の
形
而
上
学
的
体
系
の
頂
点
と
し
て
の
華
厳
哲
学
と
他
方

一
切
の
思
弁
的
体
系
を
突
き
抜
け
て
、

　

　

　

　

　

い
わ
ば

「空
」
の
大
地

へ
裸
で
飛
び
出
し
た
禅
と
の
関
係
を
最
晩
年
の
西
田
の
関
心
に
重
ね
て
見
直
す
よ
う
な
記
述

の
あ
と
で
、
次

の
よ

　

　

う
な
驚
く
べ
き
西
田
に
お
け
る

「哲
学
体
系
」
の
否
定
を
結
論
と
し
て
い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「詮
ず
る
と
こ
ろ
、
西
田
は
東
洋
に
属
す
る
。
彼
は
西
洋
の
哲
学
に
精
通
し
て
お

っ
た
が
、
決
し
て
そ
れ
に
満
足
し
な
か
っ
た
。

彼
は
、
西
洋

の
哲
学
者
た
ち
が
、
知
性
を
も

っ
て
生
命
と
実
在
に
い
た
る
道
に
就

い
た
こ
と
、
だ
か
ら
、
彼
ら

の
分
析
は
彼
ら
を

「究
極
」
に
導
か
な
か

っ
た
こ
と
を
知

っ
て
い
た
。
何
と
な
れ
ば
、
「究
極
」
は
、
具
体
で
あ

っ
て
同
時
に
抽
象
的
で
あ
り
、
特
殊

的
で
あ

っ
て
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
ゼ
ロ
で
あ

っ
て
同
時
に
無
限
で
あ
り
、

一
で
あ

っ
て
同
時
に
多

で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
抱
き
な
が
ら
、
し
か
も
、
い
か
な
る
内
的
不
便
も
、
不
快
も
、
不
安
も
来
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の

「究
極
」
を
体
験
し
て
、
こ
れ
に
納
得
の
ゆ
く
知
的
分
析
を
加
え
た
い
と
思

っ
た
。
か
く
て
彼
は
、
こ
の
体
験

を
、
自
分
自
身
は
勿

論
の
こ
と
、
理
屈
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
々
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
と
思
索
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
が

「西
田
哲
学
」
で
あ
る
。
彼
が
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い
わ
ゆ
る

「哲
学
体
系
」
を
も
た
な
い
所
以
は
、
主
と
し
て
、
彼
に
は
初
め
か
ら
か
か
る
哲
学
書
を
書
く
意
図
が
な
か

っ
た
か
ら
で

　

　

　

　

　

　

　

あ
る
。
彼
の
体
系
な
ら
ぬ
体
系
は
、
そ
の
内
な
る
創
造
の
生
活
こ
だ
ま
で
あ
る
。」
(ω㎝山
8
)

　

　

　

最
後
に
大
拙
は
、
「体
系
な
ら
ぬ
体
系
」
(哲
学
の
否
定
)
と
い
う
驚
く
べ
き
結
論
の
後
に
、
か
の

「究
極
」
を
直
指
す
る
た
め
な
の
か
、

西
田

の
短
歌
を
五
首
挙
げ
て
結
び
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は

「我
心
深
き
底
あ
り
喜
び
も
憂

い
の
波
も
と
ど
か
じ
と
思
う
」
と
い
う
有

名
な

一
首
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

以
上

の
、
大
拙
に
よ
る
西
田
紹
介
に
は
、
或
る
意
味
で
は
、
大
拙
自
身
の
自
己
紹
介

に
も
思
え
る
よ
う
な
融
通
無
碍
な
大
拙
的
な

「私

と
汝

」、
ま
さ
に
華
厳
の
事
事
無
碍
の
如
き
双
方
の
関
係
性
と
と
も
に
、
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
厳
し
い

「非
連
続
」

の
、
西
田
的
な

「私

と
汝
」

の
深
淵
も
何
程
か
感
得
さ
れ
る
。
そ
こ
で
大
拙

の
問

い

「西
田
を
ど
う
読
む
か
?
」
は
、
不
思
議
な

〈哲
学

の
否
定
〉
を
通
し
て

く

じ
つ

「無

の
場
所
に
し
て
空
の
大
地
を
ど
う
見
る
か
?
」
と
い
う
問

い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

大
拙
と
の
書
簡
応
答
-

出
立
点

奮
発
心
」
1

西
田
自
身
が
ど
の
よ
う
に
し
て
禅
に
出
会
い
、
禅
の
修
行
に
集
中
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
そ
の
経
歴
の
詳
細
は
別

の
機
会
に
吟
味
す
る

　

　

　

　

　

　

こ
と

に
し
て
、
本
稿

で
は
、
若
き
西
田
と
大
拙
、
こ
の
二
人
に
お
け
る
決
定
的
な

「私
と
汝
」
の
場
面

の

一
端
と
し
て
、
明
治
三
十
五

　

　

　

　

(
一
九
〇
二
)
年
の
書
簡
応
答
に
注
目
し
た
い
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、
二
人
の
生
涯
に
お
け
る
不
思
議
な
偶
然
や
同
時
性
が
看
取
さ
れ

る
。
明
治
三
十

(
一
八
九
七
)
年
、
二
人
と
も
同
じ
二
十
七
歳
の
時
、
大
拙
は
三
月
に
渡
米
し
、
西
田
は
七

・
八
月
に
京
都

の
妙
心
寺
専

　

　

　

　

　

　

　

　

門
僧
堂
に
初
め
て
参
禅
す
る
。

一
人
は
未
知
の
外
国

へ
、

一
人
は
禅
寺

の
大
摂
心

(集
中
坐
禅
)
へ
、
お
互
い
に
生
涯

の
新
た
な
出
発
が

同
時

に
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
妙
心
僧
堂
の
最
初
の
参
禅
を
筆
者
は
重
視
し
た
い
。

そ
こ
で
西
田
の
伝
記
的
状
況
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
「黒
板
に
向
か

っ
て

一
回
転
を
な
し
た
と
云
え
ば
、
そ
れ
で
私
の
伝
記
は
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尽
き

る
」
(一N山
①O)
と
後
年

の
退
官
で
簡
潔
に
言
わ
れ
た
が
、
こ
の

コ

回
転
」
に
は
西
田
の

「人
生
」
の
危
機
が
孕
ま
れ
て
い
た
。
特

に
か

の
明
治
三
十
年

の
五
月
は
、
人
間
と
し
て
の
西
田
自
身
の
生
涯
で
の
最
大

の
危
機
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
妻
寿
美
の
突
然
の
家
出

(五
月
九
日
)、
家
長
の
父
と
の
確
執

の
た
め
か
妻
と
の
離
縁

(五
月
二
+
四
日
)、
そ
の
直
後
に
第
四
高
等
学
校
の
独
語
教
諭
職
の
突
然
の

解
雇

(五
月
三
十

一
日
)、
こ
の
解
雇
前
日
に
そ
れ
と
知
ら
ず
に
自
分
の
後
任
と
な
る
知
人
の
歓
待
を
す
る
と
い
う
滑
稽
ま
で
付
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
に
も
職
場
に
も

「在
処
」
の
無

い
西
田
が
飛
び
込
ん
だ
所
こ
そ
、
妙
心
寺
専
門
道
場

の
大
摂
心
で
あ
り
、
初
め
て
虎
関

宗
補
老
師

(
一
八
四
〇
1

一
九
〇
三
)
に
参
禅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
夏
の
妙
心
僧
堂
滞
在
中
に
、
事
態
は
劇
的
に
急
転
し
、
恩
師
の
北
条

時
敬

の
配
慮
で
、
秋
か
ら
の
山
口
高
校

へ
の
就
職
の
報
せ
を
得
て
い
る
。
こ
の
年

の
夏
よ
り
、
三
年
問

(山
口
時
代
)、
毎
年
、
夏
二
ヶ
月

に
ん

と
冬

(年
末
年
始
)
の
大
摂
心
に
は
虎
関
老
師
に
参
禅
し
て
い
る
。
こ
の
妙
心
僧
堂
で
の
参
禅
修
行
こ
そ
が
西
田
の

「
人
」
及
び

「哲
学
」

の
背
景
に
し
て
基
盤
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
不
幸
な
こ
と
に
、
虎
関
老
師
の
病
と
死
に
よ

っ
て
妙
心
寺

で
の
参
禅
は
数
年
で
中
断

し
た
よ
う
で
、
そ
の
後
金
沢

の
四
校
に
再
び
北
条

の
厚
意
で
転
任
し
て
か
ら
は
、
洗
心
庵
の
雪
門
玄
松
老
師
に
参
禅

(
一
九
〇
六
年
頃
ま

で
)
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃

の
日
記
に
は
、
「午
前
打
坐
、
午
後
打
坐
、
夜
十
二
時
半
ま
で
打
坐
」
と
あ
る
よ
う

に
、
自
宅
に
て
も

坐
禅

に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
道
心
堅
固
の
凄
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
九
〇

一
年
三
月
十
七
日
に
雪
門
老
師
よ
り
居
士
号

「寸
心
」

を
授

与
さ
れ
る
が
、
し
か
し
翌
年
八
月
入
日
に
は
公
案
を

「無
字
と
隻
手
と
替
え
ら
れ
る
」
(一刈-QQ刈)
と
あ
る
よ
う

に
、
公
案
透
過
に
は

苦
渋
し
て
い
る
。
大
拙
と
の
書
簡
応
答
は
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
、
明
治
三
十
六

(
一
九
〇
三
)
年

の
夏
、
京
都
大
徳
寺

の

大
摂
心
に
投
宿
し
て
、
七
月
二
十
三
日
の
日
記
に
、
か
の
言
葉
、
「余
は
禅
を
学
の
為
に
な
す
は
誤
な
り
。
余
が
心

の
為
生
命

の
為
に
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

べ
し
。
見
性
ま
で
は
宗
教
や
哲
学
の
事
を
考

へ
ず
。
(以
下
毛
筆
に
て
)
汝
遠
く
家
を
離
れ
京
都
に
来
り
而
も
怠
慢

。

一
事
を
な
さ
ず
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て
帰

ら

ん

と

す

る

や

。
余

は
又

公

案

を

変

へ
ら

れ

た

り

、

フ
ー

フ
ー

フ
ー

フ
ー
」

(
H刈
山

一刈
)
と

記

す

。

そ

し

て
遂

に
八

月

八

日

の
独
参

に

　

　

　

　

　

　

　

　

て
広
州
宗
沢
老
師
の
許
で

「無
字
」
の
公
案
の
初
関
を
透
過
す
る
が
、
「晩
に
独
参
無
字
を
許
さ
る
。
さ
れ
ど
余
甚
喜

ば
ず
。
(中
略
)
公

案

鐘
の
音
を
止
め
よ
。」
(ミ
ーHHり)
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
無
字
の
公
案
は
、
そ
の
中
に
全
体
と
し
て
約
五
十
程
の
拶
処

(点
検
)
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を
含
む
公
案
群
か
ら
な
る
が
、
西
田
は
今
そ
の
最
初
の
関
門

(見
性
)
を
許
さ
れ
、
「鐘
の
音
を
止
め
よ
」
等
の
雑
則
公
案

の
大
海

へ
と

漕
ぎ
出
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
初
関
透
過
の
前
年
に
、
大
拙
と

の
書
簡

の
応
答
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
「隻
手
」
の
公
案

も
、
本
来
は
、
「無
字
」
の
掃
蕩
的
な
公
案
群
を
終
了
の
後
に
、
初
心
者
に
課
せ
ら
れ
る
約
五
十
の
建
立
的
な
公
案
群

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
明
治
三
十
五

(
一
九
〇
二
)
年
九
月
二
十
三
日
付
け
の
大
拙

の
手
紙

(以
下
A
と
略
す
)
と
十
月
二
十
七
日
付
け
の
西
田
の

　

　

　

　

　

　

手
紙

(B
と
略
す
)
と
を
、
ま
さ
し
く

「私
と
汝
」
の
如
く
、
あ
ら
た
め
て
出
会
わ
せ
て
み
よ
う
。
双
方

の
日
付
の
時
差
は
、
当
時

の
船

便

で
の
日
程
と
す
れ
ば
、
西
田
は
大
拙
に
即
答
し
た
の
で
は
な

い
か
。
西
田
の
日
記
を
吟
味
す
る
と
、
十
月
二
十
八
日
付
け
で

「午
後
大

　

　

拙

へ
の
手

紙

を

草

す

。
本

日

大

拙

よ
り

久

し

ぶ
り

に

て

面
白

き

手

紙

来

る

。
大

拙

へ
金

十

円

送

る

。
」

(H
刈
-
り
㎝
)
と

あ

る
。

や

は

り

西

田

　

　

　

　

　

　

　

は
間
髪
を
入
れ
ず
に
応
答
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
A
も
B
も
、
各
々
の
研
究
者
に
既
知
で
あ
る
が
、
A
と
B
の
連
関
、
A
へ
の
B
の
応
答

に
は
充
分
な
注
目
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
是
非
そ
の
応
答

の
重
要
点
を
順
に
見
て
み
よ
う
。
(i
)
先
ず
A
で
は
、
大
拙
が
ジ

ェ
イ
ム
ズ

の

『宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
を
読
ん
だ
所
感
を
語
り
、
(
　u
)
こ
の
読
書
が
引
き
金
に
な
り
大
拙

の
鎌
倉

で
の

「見
性
」
の
想
起
が
語
ら

れ
る
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
の
B
で
は
、
(
…m
)
西
田
の
哲
学

の
着
想

(心
の
経
験

・
意
志

・
直
観
)
が
言
及
さ
れ
、
(
.W
)
西
田
自
身

の
参
禅

修

行
の
辛

い
現
状
が
吐
露
さ
れ
、
大
拙

の
助
言
を
求
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
順
序
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
以
下

(
i
)
と

(
…m
)
と
の
対
応
、
(
五
)
と

(●W
)
と
の
呼
応
の
順
に
見
て
行
こ
う
。

(i
)

先
ず
A
で
は
、
大
拙
は
、
既
に
異
国
に
来
て
五
年
、
文
字
通
り
の
孤
独
の
中
で
、
仕
事

の
不
遇
や

「修
行

な
し
」
の
焦
燥
を
も

抱

き
な
が
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
著
作
に
感
銘
を
覚
え
、
「眠
ら
れ
ぬ
」
思
い
で
所
感
を
述
べ
る
。
「近
頃
ハ
ー
ヴ
ァ
ト
大
学
の
ジ

ェ
ー
ム
ス

教
授
の
講
義
せ
る

↓
冨

く
巴

Φ
け一①ω
。
{
国
Φ
一一σq
一〇
器

国
×
b
9

①
口
8

〔
『宗
教
経
験
の
諸
相
』
〕
を
読
む
、
頗
る
面
白

し
、
自
余
の
哲
学
者

　

　

　

　

　

の
如
く
無
理
に
馳
せ
ず
、
多
く
の
具
体
的
事
実
を
引
証
し
て
巻
を
成
す
、
同
教
授
の
余
程
宗
教
心
に
富
む
と
見
え

た
り
、
(中
略
)
フ
ィ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

リ

ン
グ
を
第

一
と
し
て
イ
ン
テ
レ
ッ
ク
ト
を
次
に
置
き
、
宗
教
は
哲
学
、
科
学
を
離
れ
て
別
調
の
生
涯
あ
り
、
而
し
て
此
生
涯
は
事
実
な

　り

と

説

く

、
君

も

し
閑

あ

ら
ば

一
読

し

て
見

玉

わ

ん

か
、

必

ず

君

を

益

す

る
所

あ

ら

ん
と

信

ず

、
」

(。。
①
歯
・。
N
強
調
筆
者
)
。

こ

こ

で
注

目

さ
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9

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ
る

「宗
教
心
」
の
重
視
、
「感
情
を
第

一
と
し
て
知
性
を
次
」
と
す
る
、
ま
た

「宗
教
は
哲
学
と
別
調
の
生
涯
あ
り
、
し
か
も
こ
の
生

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

涯
は
事
巽
な
り
」
と
い
う
立
場
の
紹
介
、
こ
れ
は
、
ジ

ェ
ー
ム
ズ

の
紹
介
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
後
年

の
西
田
の

「純
粋
経

　

　

　

　

　

　

　

　

験
」
を
髪
髭
と
さ
せ
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
…m
)

こ
れ
に
応
答
し
て
、
西
田
も
そ
の
ジ

ェ
ー
ム
ズ
の
本
を
是
非
読
み
た
い
と
述

べ
つ
つ
、
現
今
の
宗
教
哲
学

や
倫
理
学
の
現
状
を

批
判
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「今
の
西
洋
の
倫
理
学
と

い
ふ
者
は
全
く
知
識
的
研
究
に
し
て

議
論
は
精
密
で
あ
る
が
人
心
の

深
き

ω。巳
-Φ×
b
Φ
H一Φ
口
8

に
着
目
す
る
者

一
も
あ
る
な
し

全
く
自
己
の
脚
根
下
を
忘
却
し
去
る
」
(H。。
よ
o)
と
。

そ
し
て

「近
頃
徒
然

　

　

　

に
ダ

ン

テ
を

の
神

曲

を

よ

む

ダ

ン

テ

の
如

き

は

此

の

①
×
b
巴

Φ
昌
。
Φ
を

有

せ

る

一
人

な

ら

ん

余

常

に

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ゥ

エ

ル

の
意

志

　

　

　

　

　

　

　

を

根

本

と

な

す

説

及

其

H
9
器

〉
口
ω
9

窪

自

σq
の
説

は

へ
ー

ゲ

ル
な

ど

の

H耳
Φ
一一Φ
9

を

主

と

す

る
説

よ
り

遥

に
趣

味

あ

り

且

つ

号

Φ
b
な

　

　

　

　

　

　

　

り
と
思
ふ
が
い
か
ん
」
(一・。
よ
O)
と
問

い
返
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
他

の
哲
学
者
の
名
を
借
り
て
は
い
る
が
、
こ
の

〈意
志
と
純
粋
直
観

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
知
性
よ
り
も

島
ΦΦb
深
い
〉
と
す
る
根
本
的
着
想
に
は
、
宗
教

へ
の
専

一
的
関
心
も
含
め
て
、
既
に

「純
粋
経
験
」
の
基
本
構
造
の
萌

　芽
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
・-・-
)
以
上
の
A
と
B
と
の
応
答
は
、
西
田
哲
学
の
出
立
点
の
成
立
に
と

っ
て
、
既
に
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当

時

の
二
人
に
と

っ
て
、
も

っ
と
貴
重
で
大
切
な
こ
と
は
、
お
互

い
に
、
自
己
自
身
の
禅
的
経
験
と
し
て
の

コ

大
事

の
研
鐙
」
、
「己
事
究

明
」
と
し
て
の
参
禅
修
行
で
あ
る
。
二
人
に
共
通
の
臨
済
系
の
修
行
で
は
、
師
家
の
許
で
の
入
室
参
禅

(公
案
に
よ
る
問
答
)
が
決
定
的
位

置
を
占
め
る
が
、
大
拙
は
、
鎌
倉
円
覚
寺
を
遠
く
離
れ
て
既
に
五
年
以
上
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
焦
燥
孤
立

の
只
中

で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の

「
宗
教
的
経
験
の
諸
相
」
の
中
に
、
自
己
の

「見
性
」
を
想
起
し
て
言
う
。

「之
に
就
き
思
い
起
す
は
、
予
の
嘗
て
鎌
倉
に
在
り
し
時
、

一
夜
期
定
の
坐
禅
を
了

へ
、
禅
堂
を
下
り
、
月
明
に
乗
じ
て
樹
立

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

中
を
過
ぎ
帰
源
院
の
庵
居
に
帰
ら
ん
と
し
て
山
門
近
く
下
り
来
る
と
き
、
忽
然
と
し
て
自
ら
を
わ
す
る
、
否
、
全
く
忘
れ
た
る
に
は

あ
ら
ざ
り
し
が
如
し
、
さ
れ
ど
月
の
あ
か
き
に
樹
影
参
差
し
て
地
に
印
せ
る
の
状
、
宛
然
画
の
如
く
、
自
ら
其

画
中
の
人
と
な
り
て
、
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樹
と
吾
と
の
問
に
何
の
区
別
も
な
く
、
樹
是
吾
れ
、
吾
れ
是
れ
樹
、
本
来
の
面
目
、
歴
然
た
る
思
あ
り
き
、
や
が
て
庵
に
帰
り
て
後

も
胸
中
釈
然
と
し
て
少
し
も
凝
滞
な
く
、
何
と
な
く
歓
喜

の
情
に
充

つ
、
当
時
の
心
状
今

一
々
言
詮
し
難
し
、
頃
日
ゼ
ー
ム
ス
氏
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

書
を
読
む
に
至
り
て
、
予
の
境
涯
を
其
ま

・
に
描
か
れ
た
る
心
地
し
、
数
年
来
な
き
命

の
洗
濯
し
た
り
、
(中
略
)
こ
の
境
涯
は
哲

　

　

　

　

　

学
に
あ
ら
ず
、
道
徳
に
あ
ら
ず
、
意
識
の
上

へ
一
寸
顔
を
出
し
て
閃
電
せ
ん
が
如
く
亦
直
に
引
き
込
む
刹
那
、
悟
入
す
る
所
あ
り
て

安
心
の
語
を
得
る
な
り
、
機

一
髪
な
り
」
(。。①-認
卜。強
調
筆
者
)
と
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
明
治
二
十
八

(
一
八
九
五
)
年
、
大
拙
二
十
五
歳
、
円
覚
寺
騰
八
大
摂
心
で
の
事
で
あ
ろ
う

。
大
拙

に
も
、
二
十

歳
、
母
の
死
の
直
後
、
富
山
国
泰
寺
を
初
め
て
訪
れ
る
が
参
禅
失
敗
、
翌
年
、
円
覚
寺
に
て
今
北
洪
川
老
師
に
相
見

、
洪
川
遷
化
の
後
、

二
十
二
歳
か
ら
は
釈
宗
演
老
師
の
許
で
参
禅
に
励
ん
で
来
た
と
い
う
経
過
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
十
七
歳
か
ら
は
ま
さ
に
無
師
独
覚

の

〈独
り
〉
で
あ
る
。
西
田
に
対
し
て
、
禅
の
実
地
の
修
行

で
は
、
大
拙
は

一
歩
先
輩
で
あ

っ
た
が
、
他
方
で
西
田
の
道
心
の
深
さ
に
打

　

　

　

　

た
れ
て
、
大
拙
の
方
で
も
、
修
行
も
仕
事
も
、
西
田
と

「共
に
道
に
進
む
こ
と
」
の
大
事
を
深
く
捕
捉
し
て
い
た
。

「幸
に
君
と
予
と
既

に
禅
門
に
入
れ
り
、
進
む
べ
き
途
、
修
す
べ
き
方
向
は
定
ま
れ
る
故
、
ロ
ハ不
撹
不
屈
の
精
神
を
以

っ
て
大
願
成
就
せ
ん
の
み
」
(Q。①山
認
)

と

い
う
語
も
別
に
見
ら
れ
る
。

(
V・-
)

こ
う
し
て
西
田
は
、
大
拙
の

「樹
是
吾
れ
、
吾
れ
是
れ
樹
」
と

い
う
騰
八
接
心
で
の

「見
性
」
経
験
を
初

め
て
聞
い
て
、
大
き

　

　

　

な
衝
撃
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
手
紙
A
に
呼
応
し
て
、
西
田
は
記
す
、
「君
が

目亀

αQ
δ
霧

Φ×
b
9
窪
8

の
話
始
め
て
承
り
面
自

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
感
じ
候

小
生
も
数
年
前

一
た
び
こ
の
事
に
心
を
傾
け
し
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
此
事
は

一
日
も
忘
れ
申
さ
ず
」

(目。。よ
o)
と
。
こ
こ

に
は
、
大
拙
と
西
田
と
の
不
思
議
な
互
い
の

〈自
覚
覚
他
〉
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
田
は
大
拙
に
対
し
て
何
処
ま
で
も
正
直
に
、

自

己
自
身

の
苦
修
の
現
状
を
告
白
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
雪
門
老
師
の
参
禅
に
て
公
案
を

「無
字
」
か
ら

「隻
手
」

へ
変
更
さ
れ
た
惨
状

を
訴
え
、
「余
は
独
参
し
て
も
仕
方
な
き
様

に
存
じ
候

(中
略
)

和
尚
公
案
を
許
し
た
り
と
て
自
分
に
て
不
満
足
な
れ
ば
何

の
功
も

な
し
」
(H。。よ
o)
と
公
案
修
行

へ
の
疑
問
や
愚
痴
さ
え
も
漏
ら
し
て
い
る
。
公
案
の
変
更
は
、
老
師
か
ら

の
老
婆
親
切
で
あ
ろ
う
が
、
公
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案

に

一
所
懸
命
の
参
禅
者
か
ら
す
れ
ば
自
己
の
同

一
性
を
無
く
す
よ
う
な
消
沈
絶
望
で
も
あ
ろ
う
。
西
田
は
、
そ
れ
で
も
手
紙
の
結
び
に

　

　

　

　

　

　

記
す
、
「君
の
手
紙
は
余
に
取
り
て
非
常

の
奮
発
心
を
与
ふ

何
卒
時
々
宗
教
上
の
話
を
か
き
て
く
れ
玉

へ

余
も
俗
界
に
頭
出
頭
没
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
が
ら
も
此
事
は
必
ず
成
就
せ
ず
ん
ば
死
し
て
瞑
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す

君
乞
ふ
余

の
微
衷
を
思
ひ
く
れ
ら
れ
よ
」
(ド
。。よ
一
強
調
筆
者
)
と
。

こ
こ
に
は
、
大
拙

へ
の
懇
願
を
通
し
て
西
田
自
身
の

「切
」
な
る
求
道
心
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る

「
非
常
の
奮
発
心
」
に
注
目
し
た
い
。
大
拙
も
、
他

の
手
紙
で
も
度
々
、
西
田
の
道
心

・
願
心

の
深
さ
に
驚
嘆
し
て

い
る
。
「君
が
毎
度

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
手
紙
何
ぞ
真
率
に
し
て
道
念
に
深
き
や
。
(略
)
予
は
勉
め
て
君
が
友
人
た
る
に
偲
ぢ
ざ
る
を
期
せ
ん
」
(ω①
-5
①
)
と
か
、
「君
が
道
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

志
す
の
深
き
、
仮
令
未
だ
徹
底
す
る
あ
ら
ず
と
す
る
も
、
此

一
念
だ
に
取
り
失
は
ず
ば
、
従
来

の
骨
折
り
は
早
晩
正
比
例
を
以
て
報

い
ら

る
る
と
き
あ
る
べ
し
」
(。。①
-一①N)
な
ど
と
、
西
田
の

「志
願
遠
大
」
・
「大
根
器
」
・
「発
憤
」
(ω①
山
R
)
を
深
く
敬

い
大

い
に
励
ま
し
て
い

る
。西

田
の

「奮
発
心
」
に
筆
者
が
着
目
し
た
い
の
に
は
幾

つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
(
i
)
先
ず
禅
門
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
参
禅
修
行
を

支
え
る
三
つ
の
柱
と
し
て
、
「大
信
根
」
と

「大
疑
団
」
と

「大
憤
志
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
殊
に

「大
憤

志
」
は
、
他
者

へ
の

こ
こ
ろ
ざ
し

憤
り
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身

へ
の
憤
り
で
あ
り
、
己
事
究
明

の

〈
志

〉
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
次
元
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
踏
み
出
す

一
歩
で
江
戸
ま
で
届
く
」
と
言
わ
れ
る

「発
心
」
の
問
題
に
も
な
ろ
う
。
(
・-・-
)
そ
し
て
西
田
哲
学
の
基
礎
構
造
を
見
る
上

　

　

で
も

、

こ

の

「奮

発
心

」

(
11
憤
志
)
と

し

て

の

〈
志

〉

は

、
後

述

の
よ
う

に

、

「
純

粋

経

験

」

の
、

〈
思

惟

・
意

志

・
直

観

〉

と

い
う

重

層

　

　

　

　

　

　

　

　

構
造
の
中
心
の
位
置
を
占
め
る

「意
志
」
の
問
題
と
し
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
憤
志
は
、
自
己
の
転
換
を
求
め
る

「厳

　

　

　

　

　

粛
な
る
意
志
の
要
求
」
た
る

「宗
教
的
要
求
」
(11

「宗
教
心
」
H山
§

と
し
て
、
西
田
哲
学

の
根
本
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
特

に

「
宗
教
心
」
は
、
後
述
の
如
く
、
本
稿

の
主
題
で
あ
る

〈禅
と
哲
学
〉、
或

い
は

〈宗
教
と
哲
学
〉
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
西
田
の
最

初
期
か
ら
最
後
の

『宗
教
論
』
ま
で

一
貫
す
る
根
本
問
題
と
し
て
、
即
ち

「事
実
と
説
明
」
と

の
矛
盾
乖
離
を
如
何

に
超
え
得
る
か
、
ど

う
結
合
す
る
か
と
い
う
根
本
問
題
に
関
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
(
…皿
)
最
後
に
、
何
の
た
め
の

「奮
発
心
」
か
、
何
ゆ
え

の

「参
禅
修
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行
」
か
、
ま
た
何
の
た
め
の

「哲
学
/
思
想
」
か
、
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
即
答
は
で
き
な
い
が
、
大
拙
と
西
田
と
の
書
簡
応
答
そ
の

も

の
が
既
に

一
つ
の
方
向
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
大
拙
は
、
後
年
の

『日
本
的
霊
性
』
(最
初
の
元
本
は

『金
剛
経
の
禅
』
を
含
む
)

　

　

　

　

　

　

に
お
い
て
、
法
然
と
親
鷲
と
を
重
ね
て

一
人
格
と
見
る
と
い
う
大
胆
な
解
釈
を
打
ち
だ
し
た
が
、
そ
の
手
法
を
真
似

て
、
大
拙
と
西
田
と

　

　

　

　

　

　

を

重

ね

て
見

る

と
開

明

さ

れ

る
次

元

が

、

お

互

い

の
思

索

方
向

に

あ

る

の

で
は

な

か

ろ
う

か

。

[因
み

に
、
西
田
最
後

の
宗
教
論

の
執
筆
開
始

は
、
昭
和
二
十

(
一
九
四
五
)
年

二
月

四
日
、
大
拙

の

『日
本
的
霊
性
』
が
そ

の
前

日
二
月

三
日
に
届
き
、
三
日
後

の
六
日
に
は

「読

了

大
変
面
白

い
」

(
一
り
-
。。
。。
ω
)
と

ハ
ガ
キ
で
応
答

し
て
い
る
。

二
人

の
応
答
は
生
涯
を
貫

い
て
い
る
。]

三

「純
粋
経
験
」
の
基
礎
構
造
-

脱
自
と
表
現
ー

西
田
の
著
作
や
論
文
に
は
ど
の
時
期
に
も

一
貫
し
て
、
最
も
直
接
に
し
て
具
体
的
な
立
場

へ
、
こ
こ
で
云
え
ば
、
「純
粋
経
験
」
と

い

う
限
り
な
く
単
純
な
事
実

へ
立
ち
帰

っ
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
出
立
せ
ん
と
す
る
思
索
の
勇
気
の
よ
う
な
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。
初
心
を

重

ん
じ
る
臨
済

の
家
風
の
如
く
、
ど
の
時
期
の
ど

の
立
場
も
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
「純
粋
経
験
」
(後
に
こ
の
言
葉
が
消
え
る
に
し
て
も
)

に
通
底
し
、
「
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
と
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
田
哲
学
の
根
本
動
向

(帰
向
と
展
開
)
を

《
脱
自
と
表
現
》
の
相

即
動
性
と
し
て
先
ず

『善
の
研
究
』
に
お
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。

　

　

　

　

先
ず
注
目
す
べ
き
は
、

『善
の
研
究
』
全
体

の
構
成
か
ら
看
取
さ
れ
る

「純
粋
経
験
」
の
多
層
構
造
で
あ
る
。
『善

の
研
究
』
は
、
周
知

の
よ
う
に
、
第

一
編

「純
粋
経
験
」
、
第
二
編

「実
在
」
、
第
三
編

「善
」
、
第
四
編

「宗
教
」
と
い
う
四
部
構
成
に
な

っ
て
お
り
、
序
に

よ
れ
ば
各

々
が

「余

の
思
想
」
の

「根
底
」
、
「骨
子
」
、
「中
心
」
、
「終
結
」
(ギ
ω)
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
成
立
の
順
序
と

し

て
も
先
ず
第
二
編
と
第
三
編
が
書
か
れ
、
次
に
第

一
編
と
第
四
編
が
書
か
れ
た
。
そ
し
て
第

一
編

「純
粋
経
験
」
が
、
こ
れ
ま
た

「純

粋
経
験
」
、
「思
惟
」
、
「意
志
」、
「知
的
直
観
」
の
四
つ
の
章
に
内
的
に
分
節
さ
れ
た
四
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
種
の
四
部
構
成
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の
問
に
は
或
る
対
応
関
連
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
こ
で
著
作
全
体
の
構
成
を
再
び
概
観

(図
-
参
照
)
す
る
と
、
「純
粋
経
験
」

の
位

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

相
が
、
ま
さ
に

《
著
作
全
体

・
第

一
編

・
第

一
章
》
と

い
う
入
れ
子
構
造
の
重
な
り
を
な
し
、
こ
の
重
な
り
の
位
置
を
要
に
し
て
、
同
時

に

「余
の
思
想
の
根
底
」
と
さ
れ
る
第

一
編

「純
粋
経
験
」
の
内
的
分
節

《
思
惟

・
意
志

・
知
的
直
観
》
に
、
第
二

.
第
三

.
第
四
編

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

《
実
在

・
善

・
宗
教
》
が
対
応
連
関
す
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
即
ち

「純
粋
経
験
」
の
三
重
の
位
相

(・
婁

入
れ
子
)
と
同
時
に
、
《
思

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

惟
と
実
在

・
意
志
と
善

・
知
的
直
観
と
宗
教
》
と
い
う
三
種
、
否
、
三
層
の
連
関
対
応
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
西
田

の
処
女
作
が
単
に
所

謂

〈認
識
論

・
存
在
論

・
倫
理
学

・
宗
教
論
〉
等

の
哲
学
的
体
系
の
種
々
を
含
む
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後

の
西
田
哲
学

の
独

自

な
展
開
全
体
に
関
わ
る
重
大
な
意
味
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
三
種

の
対
応
連
関
は
、
第
二

・
三

・
四
編
の
順
序
、
〈学
問

(哲
学
)
.
道

徳

(行
為
)
・
宗
教

(表
現
)〉

の
順
序
枠
組
み
と
し
て
後
期
ま
で

一
貫
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
そ
の
後

の

「
純
粋
経
験

・
自
覚

・

場
所
」
と

い
う
転
回
も
、
更
に
場
所
の
体
系
内

の

「判
断
的

・
自
覚
的

・
叡
智
的

一
般
者
」
の
分
節
も
、
そ
の
基
礎
構
造
は
、
こ
の
三
層

の
連
関
の
う
ち
に
萌
芽
的
に
先
駆
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

か
な
め

先
ず
決
定
的
な

〈
要

〉
と
な
る
の
は
、
「純
粋
経
験
」
の
三
重
の
位
相
が
ま
さ
に
重
な
る
位
置
で
あ
る
。
三
重
を
開
く
な
ら
ば
、
(
i
)

『善

の
研
究
』
全
体
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
(哲
学
)、
(h
)
「思
想
の
根
底
」
(第

一
編
)
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
(根
底
)、
(…m
)
第

一
編
第

一
章
冒
頭
の

「純
粋
経
験
」
(事
実
の
頂
点
)
と
な
る
が
、
こ
の
三
重
が
入
れ
子
的
に
重
な

っ
て

〈要
〉
と
な
る
の
は

(…m
)
の
冒

　

　

　

　

　

　

　

　

　

頭

の

「純
粋
経
験
」
(事
実
)
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の

〈要
〉
の
位
置
を
始
点
A
と
し
て
、
「根
底
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
内
的
分
節

　

　

　

　

　

　

《
思
惟

・
意
志

・
直
観
》
に
、
長
い
準
備
期
の
研
究
ノ
ー
ト

『純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
』
以
来
の

《
知

・
意

・
情
》
の
統
合

モ
チ
ー
フ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(知

に
対
す

る
情
意

の
根

源
的
優

位
)
を

重

ね

合

わ

せ

る

と

、

〈
図

2
>

の

よ
う

な

「
純

粋

経

験

」

の
重

層

構

造

《
思

惟

・
意

志

・
直

観

》

(知

・
意

・
情
)

が
看

取

さ

れ

る

で
あ

ろ
う

。

上

述

の

(
i
)

(
h
)

(
…m
)

を
各

々
、

「
純

粋

経

験

γ
、

β

、

α
」

と

命

名

す

れ
ば

、

こ

の

〈
α
、

β

、

γ
〉

に
上

田
先

生

の
A

B

C
連

関

は

ほ

ぼ
対

応

す

る

だ

ろ
う

。

(
拙
論

『純
粋

経
験

の
世
界
』
京
都
産
業
大
学
世
界
問
題
研
究
所
紀

要
第
十

一
巻

一
九
九

一
年
参
照
。
)
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第一編
「純粋経験 」

第二編 第三編 第四編
「実在」 「善」 「宗教」

AAA

第一章
「純粋経験」

●

●

●

・

第二章 《
「思惟」

第三章
「意志」

第 四章
「知的直観」

」

'

1純 粋 経験

(直覚)

H思 惟

→ 皿 意志

ト>IV知 的直観

(直覚)

〈図1>

(直覚)

A

知

Y意

情 ▼

〈図2>

1とIVと の特別 の連絡が予想 され る。

情及びIVの 点線 は或 る無基底性 と無限

定性 と を示 す。1とHと の間 に 「知

覚」、Hと 皿 との間に 「想像」、 皿とIV

との 問 に 「感情」 が入 るが、「善 の研

究」では詳述 されていない。

で
は
、
こ
の

『善
の
研
究
』
と
い
う
著
作
の
意
図
は
何
処
に
あ
る

か
。
ま
さ
に

〈要
〉
と
な
る
冒
頭

(
…m
)
の

「純
粋
経
験
」
の
端
的

(始
点
A
)
の
提
示
に
あ
る
。
「経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
儘
に

知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て

知

る
の
で
あ
る
。
(中
略
)
例
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、

…
…
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
」
(聚
り)。
こ

の
提
示
は
こ
れ
だ
け

で
も
決
定
的
で
あ
る
が
、
未
だ
発
端
に
す
ぎ
な

い
。
哲
学

の
仕
事
と

し
て
の
思
索

の
努
力
は
、
こ
の
提
示
直
後
の
論

証
で
あ
る
。
即
ち
、

こ
の

「色
を
見
、
音
を
聞
く
」
と
い
う
極
め
て
単
純
な
純
粋
経
験
が
、

単
な
る

「見
聞
覚
知
」
(図
で
い
う
と
ー
の
直
覚

・
感
覚

・
知
覚
)
に
尽

き
る
こ
と
な
く
、
「実
在
」
そ
の
も
の
に
し
て
か

つ
そ
の
根
底
と
し

て

(第
二
編
)、
ま
た

「善
」
(善
く
生
き
る
行
為
)
の
根
底

と
し
て

(第
三
編
)、
更
に
自
己

の
根
源
に
徹
す
る

「宗

教
的
覚
悟
」
(第
四

編
).ま
で
通
底
し
、
か
つ
重

々
無
尽
に
展
開
す

る
こ
と
を
論
証
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
展
開
は
始
点
A
か
ら
の
動
性
で
あ
り
、
そ
の
論

証
も
西
田
の
思
索
が
勝
手
に
捏
造
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
く

ま
で

「純
粋
経
験
」
の

「自
発
自
展
」
(bO-一N
)
に
よ
る
自
証

(睡
表

現
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
課
題
が
次

の
よ
う
に
宣
言
さ
れ

る
。
「如
何
な
る
精
神
現
象
が
純
粋
経
験
の
事
実
で
あ
る
か
。
感
覚
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や
知
覚
が
之
に
属
す
る
こ
と
は
誰
も
異
論
は
あ
る
ま
い
。
併
し
余
は
凡
て
の
精
神
現
象
が
こ
の
形
に
於
て
現
は
れ
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ

　

　

　

　

る

」

(
一
-
Ho
強

調
筆

者
)
と

。

こ

の
よ

う

に

「
凡

て

の
精

神

現

象

」
、

特

に

ま

ず

「
思
惟

」

と

「意

志

」

が

、

「
こ

の
形

」

(
11

「直
覚
」
と

し

　

　

　

　

　

　

　

　

て
の

「純
粋
経
験
」
)
に
お
い
て
、
「現
は
れ
る
」
(肺
表
現
!
)
と

い
う
こ
と
の
論
証
こ
そ
が
、
哲
学
作
品
と
し
て
の

『善

の
研
究
』

の
根
本

　

　

　

　

　

　

課

題

に
他

な

ら

な

い
。

し

か

も

注

目

す

べ
き

は

、

こ

の
論

証

に
際

し

て
は

、
常

に

「無

意

識
」

(
].1
].刈
"bOO
》oQ
O
)
と

い
う

不
思

議

な
知

の
否

　

　

　

　

　

　

　

定

性

(脱
自
)
の
次
元
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
経
験
と
い
う

「こ
の
形
」
は
、
知
と
情
意

の
重
層
性
の
み
な
ら
ず
否
定
即
肯

定

の
不
思
議
な
二
重

の
相
即
動
性
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
禅
か
ら
浸
透
し
た
と
思
わ
れ
る

《
脱
自
と
表
現
》
の
相
即
に
他
な
ら

な

い
。

例
え
ば
、
序
の
有
名
な
言
葉
、
「個
人
あ

っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、
経
験
あ

っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」
(Hよ
)
と

い
う

〈純
粋
経

　

　

　

　

験

の
宣
言
テ
ー
ゼ
〉
と
も

い
う
べ
き
こ
の
言
葉
に
も
、
こ
の
相
即
は
出
て
い
る
。
こ
の
文

の
前
半

の
否
定
が

〈脱
自
〉、
後
半

の
表
裏
す

　

　

　

　

　

る
肯
定
が

〈表
現
〉
に
対
応
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
元
々

『純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
』

の

「実
在

の
真
景
」
と
い
う
断
片
で
は
、
「人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

り

て
情
意

あ

る

に
あ

ら
ず

、

情

意

あ

り

て
人

が

あ

る

の

で
あ

る

。

情
意

の
事

実

は
永

久

に
新

た
な

る
実

在

で
あ

る
」

(一
①
1
ω
①
蔭
oh
・].ー
①
N
)

　

　

　

　

と
言
わ
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
底
ぬ
け
の
喜
び
や
悲
し
み
、
天
地

一
杯
の
情
意
に
お
い
て
、
通
常
の

「我
」
の
枠
を
破

っ
た
よ
う
な
脱
自
的

な
経
験
を
す
る
。
狭

い
意
味
で
の
自
分
が
抜
け
落
ち
て
、
何
か
生
ま
れ
て
初
め
て
の
よ
う
に
、
新
し
い
世
界
、
新
し

い
自
分
に
出
会
う
。

ま
さ
し
く

「自
己
が
破
ら
れ
て
世
界
が
新
し
く
な
る
、
そ
れ
が
経
験
で
あ
る
」
(上
田
閑
照
)
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
記
の

〈図
2
>

で
言
え
ば
、
A
の
始
点
か
ら
下
の
深
み

へ
帰
る
方
向
が

〈脱
自
〉
、
深
み
か
ら
上

へ
の
展
開
の
方
向
が

〈表
現
〉
に
な
ろ
う
。
既
に
書
簡

応
答
で
見
た
よ
う
に
、
知
に
対
す
る
情
意
の
根
源
的
優
位
は
、
哲
学
以
前

の
西
田
の
基
調
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
〈脱
自
〉
と
は
固

定

さ
れ
た
知
の
枠
を
破

っ
て
そ
の
底
の
情
意
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
〈表
現
〉
と
は
、
知

の
根
底
の
深
み

(情
意
)
か
ら
の
実
在

の
表

現
と
し
て

「経
験
あ

っ
て
個
人
あ
る
」
の
発
見
で
あ
ろ
う
。
〈脱
自
〉
と

〈表
現
〉
は
表
裏
相
即
す
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な

《
知

・
意

・
情
》
の
重
層
性

や
、
知
に
対
す
る
情
意
の
根
源
的
優
位
を
認
め
る
な
ら
ば
、
か
の
冒
頭

の
言
葉
、
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「
経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
儘
に
知
る
」
(H-O)
こ
と
の

「知
る
」
は
、
ま
さ
に
謎
と
矛
盾
を
孕
ん
で
来
る
。
こ
の

「知
る
」
に
は
、

不
思
議
な
何
か
未
知
の
次
元
、
垂
直
性
の
次
元
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に

〈自
覚
〉

の
問
題
も
あ

る
。
第
三
編

「善
」

　

　

　

　

　

　

　

の
結
論
、
「実
地
上
の
善
と
は
唯

一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
、
即
ち
真
の
自
己
を
知
る
と

い
ふ
に
尽
き
て
居
る
」
(H-ド雪

強
調
筆
者
)
と
い
う

自
覚

の

「知
る
」
に
も
、
通
常
の
知
性
の
対
象
化
を
破
る

〈高
次
の
無
知
〉
と
い
う
か

〈非
知
〉
の
脱
自
性

の
次
元

が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。

こ

の
次
元
は
、
お
そ
ら
く
、
か
の

「色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
(H-O)
の
単
純
極
ま
る
経
験

の
端
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
刹
那
は

何

か
無
限
の
拡
が
り
と
無
限
の
深
ま
り
を
含
ん
だ
経
験
全
体
に
ま
で
開
か
れ
る
。
こ
の
次
元
は
、
内
外
を
超
え
た

「直
覚
」
の
両
極
性

(
〈図
2
>
で
の
ー
と
w
と
の
呼
応
性
)
・
無
基
底
性

・
無
限
定
性

の
た
め
に
、
知
そ
れ
自
体
の
不
思
議
な
否
定
性

(脱
自
性
)
を
喚
起
す
る
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
次
元
は

〈純
粋
経
験
〉
の
根
本
定
義

〈純
粋
の
所
以
〉
に
直
結
す
る
。
「純
粋
経
験
の
直
接
に
し
て
純
粋
な

る
所
以
は
、
…
…
具

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

体
的
意
識
の
厳
密
な
統

一
に
あ
る
」
(緊
邑

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
意
識
の

「真

の
統

一
作
用
其
者
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

つ
も
無
意
識
で
あ
る
」
(一あ
O)
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
の

〈無
意
識
〉
が
問
題
の
要
と
な
る
。
こ
の

「無
意
識
と
意
識
と
の
関
係
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
、
「意
識
統

一
と
意
識
内
容
と

の
関
係
」

で
あ
り
、
こ
の
関
係
が
、
『善
の
研
究
』
全
体
を

一
貫
す
る
根
本
着
想

で
あ
り
、
実
在
編
の

　

　

　

　

　

　

　

　

「
精
神
と
自
然
」
や
更
に
宗
教
編

の

「神
と
世
界
と
の
関
係
」
(H山
。。り)
に
ま
で
徹
底
的
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
を

「純
粋
経
験

　

　

の
事
実
」
に
ま
で
引
き
戻
し
て
捉
え
直
す
と
こ
ろ
に
、
西
田
の
思
索
の
徹
底
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「要
す
る
に
神
と
世
界
と
の
関
係
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

意

識

統

一
と

そ

の

内

容

と

の

関

係

で

あ

る
」

(
一
-
一
り
H
)
と

明

言

さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て

世

界

、
或

い

は

「
宇

宙

は

神

の

表

現

(ζ
9
巳
{Φ
ωけ讐

。
u
)
」

と

冒一口
わ

れ

る

。
他

方

、

こ

の

〈意

識
統

一
と

し

て

の
神

〉

は

、

絶
対

の
非

対

象

化

と

し

て

「
真

の
無

」

(
H
山
8
)

や

「
無

底

」

(d
印
σq
毎
巳

)

と
も

言

わ

れ
、

後

の

「
絶

対

自

由

の
意

志

」

(自
覚
)

や

「
無

の
場

所

」

の
問

題

へ
ま

で
通

底

一
貫

す

る

。

こ

こ

に

　

　

　

　

　

　

も
、
「神
」
や

「絶
対
」

の
説
明
を
許
さ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
直
に

「統

一
」
に
集
中
す
る
よ
う
な
経
験
の
重
視
に
は
、

「無
字
」
の
公
案
な

　

　

　

　

　

ど

で
没
地
味
的
な
意
味
以
前

の
事
実
を
直
指
す
る
禅
の
浸
透
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
純
粋
経
験
は

「事
実
の
直
覚
」
(一-邑

で
あ
り
、
こ
の
直
覚
の

「外
に
出
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
(H山
Φ
)
と
か
、
「意
識
現

象
が
唯

一
の
実
在
で
あ
る
」
と
す
る

『善

の
研
究
』
の
立
場
に
と

っ
て
、
や
は
り
、
こ
の

「無
意
識
」

の
と
こ
ろ
は
、
決
定
的
な
要
だ
と

思
わ
れ
る
。
〈意
識

の
統

一
そ
の
も
の
は
無
意
識
で
あ
る
〉。
直
に
意
識
す
る
働
き
そ
れ
自
身
は
、
意
識

の
対
象
と
は
な
り
え
な

い
、
対
象

化
さ
れ
る
の
は
意
識
内
容
で
あ

っ
て
、
意
識
す
る
統

一
作
用
で
は
な

い
。
こ
の
作
用
性
す
ら
も
後

の

「場
所
」

の
立
場

で
は
問

い
直
さ
れ

　

　

　

　

る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り

「意
識
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は

「意
識
し
た
意
識
」
に
す
ぎ
な
い
。
「意
識
す
る
意
識
」

　

　

　

　

　

(
11

「絶
対
無

の
場
所
」
旨
山
α
)
は

「
取

り

残

さ

れ

た

問

題

」
と

な

る

。

そ

れ

は
少

な

く

と
も

〈
意

識

的

〉

で

は

〈
な

い
〉
。
意

識

の
直

接

性

　

　

　

は

〈意
識

の
緬
〉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
命
題
的
に
い
え
ば
、
「意
識
は
無
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
逆
説

(評
H巴
・
×)
に
も
な
る
が
、
こ
こ

に
は
明
ら
か
に
・
禅
門
か
ら
の

「陰

撃

象

」
と
か
・
後
の
西
田
の

「ゑ

募

葱

い
で
雰

」
(癖よ
)
と
い
・つ
憲

総

慰

が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
の

「無
意
識
」
と
は
、
〈意
識
の
無
〉
と
し
て
の

〈意
識
の
生
け
る
直
接
性
〉

の
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
後

に

「意
識

の
背
後
に
は
何
物
を
も
考

へ
ら
れ
な
い
、
何
物
か
の
上
に
立

つ
な
ら
ば
意
識
で
は
な

い
。
意
識
は
何
処
ま
で
も
直
接

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(蔭-ω目ω)
と

い
わ
れ
る
よ
う
な

「意
識
11
絶
対
の
無
」
と
い
う

「無
の
場
所
」

へ
の
入
り
口
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

〈脱
自
〉
は
、
主
客

の
知

(分
別
)
に
対
し
て
、
主
客
を

「打
破

・
没

・
忘
」
じ
た
高
次

の
無
知

(無
分
別
)
を
示
唆
す
る

で
あ

ろ
う
。
〈脱
自
〉
モ
チ
ー
フ
は

『善
の
研
究
』
全
体
で
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
こ
れ
が

〈表
現
〉
モ
チ
ー
フ
と
相
即
す
る
典
型
的
な

箇
所
と
し
て
は
、
宗
教
編

の
最
後

の

「知
と
愛
」
に
次
の
よ
う
な
深
甚
な
る
文
が
あ
る
。
「例

へ
ば
我
々
が
自
己

の
好

む
所
に
熱
中
す
る

時
は
殆
蕪

土羅

で
あ
る
・
営

憲

か
・
唯
自
己
躰
卦
案

融

議
か
が
独
り
堂
々
と
し
て
働
い
て
居
る
。
此
時
が
恵

葱

容
暴

6

、

真

の
主

客

合

一
で
あ

る
。

此

時

が

知

即

愛

、

愛

即

知

で
あ

る
」

(
ド
山
り
oQ
)
と

あ

る

。

こ

こ

に

〈脱

自

と
表

現

〉

と

の
相

即

が
、

ま

さ

に

〈
知

と
愛

〉

と

し

て
見

事

に
出

て

い
る

。

「
人

間

一
生

の
仕

事

が

知

と

愛

と

の
外

な

い
と

す

れ

ば

(我

々
は
日

々
に
他
力
信
心

の
上

に
働

い

て

い
る
)
」

(
=

り
り
)
、
我

々

は

日

々
、

こ

の

「
自

己

以

上

」

の
次

元

と

し

て

の

〈
表

現
〉

に
触

れ

て

い
る

の

で
は

な

か

ろ
う

か

。

〈表

現

〉

　

　

　

と
は
、
本
質
的
に

〈宗
教
的
次
元
〉
の
根
源
的
肯
定
性
を
示
す
。
〈脱
自
と
表
現
〉
は
、
禅
門
で
は

「上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
と
し
て
、
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ま

さ
し
く
根
源
的
に

〈智
慧
と
慈
悲
〉
に
他
な
ら
な

い
。

　

　

　

　

　

　

　

と
こ
ろ
で
西
田
独
自

の

「宗
教
」
理
解
と
し
て
は
、
最
初
期
か
ら

「宗
教
は
事
実
な
り
、
智
の
説
明
あ
り
て
事
実
あ
る
に
あ
ら
ず
」

(
一G。-誤
)
と
か

「打

テ
ト
モ
引
ケ
ト
モ
動
カ
ザ
ル
精
神
上
ノ
事
実
」
(一。。
-㎝①)
な
ど
端
的
な
事
実
性

(直
接
性
)
の
重
視
が
あ

っ
た
。
こ
れ

　

　

は
、
最
後
期
の
宗
教
論
の
冒
頭
に
、
「宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系

の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な

　

　

　

　

　

い
。
哲
学
者
は
、
こ
の
心
霊
上

の
事
実
を
説
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
先
ず
自
己
に
、
或
程
度
に
ま

で
宗
教
心
と
云
う
も

　

　

　

　

　

　

　

　

の
を

理

解

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」

(H
H
I
ω
㌍
)
と

あ

る

よ

う

に
徹

底

し

て

い
る

。

こ

こ

に

は
、

「事

実

」

(宗
教
)
と

「
説

明

」

(哲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

学
)
と
の
鋭
い
緊
張
乖
離
と
、
こ
の
断
絶
を
か
ろ
う
じ
て
埋
め
る
方
向
で
の

「宗
教
心
」
(表
現
)
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
の

背
後
に
も
西
田
の
苦
修
し
た
禅

の
伝
統
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
禅
の
室
内

(問
答
)
で
は

〈説
明
〉
は
絶
対

に
許
さ
れ
な

い
。
ま

さ

に

「言
語
道
断
」
に
し
て

「不
立
文
字

・
教
外
別
伝
」
で
あ
る
。
禅
は
事
実
以
外
を
許
さ
な
い
、
自
己
の
端
的
、
事
実

の
恐
る
べ
き
直

じ
き
げ

接
性
こ
そ
が
禅

の
生
命
で
あ
ろ
う
。
「直

下

無
心
、
本
体
自
現
」
(伝
心
法
要
)。
説
明
の
言
葉

一
切
が
奪
わ
れ
、
自

己
の
事
実
性
は
深
淵

す
み

や
か

い

的

と

な

る

。

し

か

も

「
有

語
す

る

こ
と

を

得

ず

、

無

語

す

る

こ
と

を

得

ず

、

速

に
道

え

、
速

に
道

え

」

(首
山
竹
箆
)
と

迫

ら

れ

る
。

自

己

(事

実
)
は

、

主

観

で
も

な

く

、

客

観

で
も

な

く

、

無

の
深

淵

(脱
自

)
を

く

ぐ

っ
て
、

た

だ

《
表

現

》

と

な

る
。

こ

れ

は
言

葉

と

は

い
ち
に
ん

か
ぎ
ら
な

い
。
指

一
本
挙
げ
て
も
、
天
地

一
杯

の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「宇
宙
双
日
無
く
、
乾
坤
只

一
人
」
(無
門
関
第
三
則

倶
砥
堅
指
の
語
)。
こ
の
よ
う
な
参
禅
修
行
が
、
西
田
の

「純
粋
経
験
」
の
背
後
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「禅
と
哲
学
」
(事
実
と
説
明
)
の
問
題
を
極
め
て
深
く
大
胆
に
問

い
直
し
、

い
わ
ば

「純
粋
経
験
」
の
再
発
見
に
よ

っ
て
西
田
研

究

の
地
盤
を
新
た
に
し
た
の
は
、
上
田
先
生
に
よ
る
有
名
な

「A
/
B
/
C
連
関
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
序
」
の

「純
粋
経
験

を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た

い
」
(∵
心)
と
い
う
言
葉
に
着
眼
し
て
、
そ
こ
か
ら

「純
粋
経
験
」
を
三
重

の
独
自
な

　
づ
　
　

次

元
に
分
節
し
、
そ
れ
ら
三

つ
の
次
元
の
間
の
相
互
の
根
源
的
動
性
を
究
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
重
の

「純
粋
経
験
」
、
即
ち
A
の

「
覚
」
と
B
の

「自
覚
」
と
C
の

「哲
学
」
は
、
拙
稿
で
の

「純
粋
経
験

α
β
γ
」
や
重
層
性

の

〈直
観

・
意
志

・
思
惟
〉
に
ほ
ぼ
相
応
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す
る
で
あ
ろ
う
。
上
田
先
生
の
特
色
は
、
双
方
向
的
に
、

一
方
A
↓
B
↓
C
と
い
う
禅
か
ら
の
展
開
の
方
向
で
は
B
と

C
と
の
間
に
、
他

　

　

　

　

　

　

　

方
C
↓
B
↓
A
と
い
う
哲
学
か
ら
の
遡
源

の
方
向
で
は
B
と
A
と
の
間
に
、
「異
質
の
断
絶
」
を
二
重
に
看
取
し
な
が
ら
も
、
「結
合
」
の

可
能
性
を
中
間
B
の

「自
覚
」
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
筆
者
の
主
題
の

〈脱
自
と
表
現
〉
は
、
こ
こ
で
の

〈遡
源
と
展
開
〉
に
相
応

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す
る
が
、
筆
者

の
場
合
は
、
そ
の
相
即
の
要
た
る

「自
覚
」
に

「意
志
」
を
重
ね
て
看
取
す
る
点
で
、
「自
覚
」

の
理
解
が
や
や
異
な
っ

て
来

る
。

[拙
論

「経
験
と
自
覚
と
場
所

上
田
先
生
の
西
田
解
釈
」
京
都
宗
教
哲
学
会
編

『宗
教
哲
学
研
究
』
第

二

一
号
二
〇
〇
四

年
参
照
]

こ

の

〈自
覚
〉
と
は
実
に

「善
」

の
別
名
に
し
て
別
調
に
他
な
ら
な
い
。
『善
の
研
究
』
の
中
心
部

の
決
定
的
結
論
と
し
て
、
学
問
的

　

　

　

　

　

　

　

　

説
明

と
峻
別
の
上
、
「実
地
上
真

の
善
と
は
唯

一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
、
即
ち
真
の
自
己
を
知

る
と

い
ふ
に
尽
き
て
居
る
」
(一山
①刈)
と

言
わ
れ
て
い
た
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
上
田
先
生
が
着
目
さ
れ
た
序
文
と
類
似
の
文
が
、
最
初
期

の
論
文

『自
覚
主
義
』
(
一
九
〇
六
)
に

と
お
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

見
え

る
。
「我
々
人
間
に
於
て
は
自
己
よ
り

尚

い
も

の
は
な
い
。
自
己
が
唯

一
の
実
在
で
あ
る
。
知
識
に
疑
は
し
い
こ
と
が
あ
れ
ば
自
己

か
え
っ

に

反

て
く

る

。
宗

教

道

徳

に
於

て
不

満

の

こ
と

が

あ

れ

ば

又

自

己

に
反

て
く

る

」

(
一ω
-曾
強
調
筆
者
)
。

こ

の
自

己

帰

向

(「
反
自
己
主
義
」
)

の

「自

己

」

は
、

知

識

で

な

く
意

志

で
あ

り

、

「意

思

の
自

覚

主

義

」

と

い
わ

れ

る

。

ま

さ

に

〈意

志

〉

の
本

質

は

、

こ

の

「
自

己

に

反

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

る
」
遡
源

の
動
性
に
こ
そ
あ
る
。
「自
己
を
知
る
」
〈自
覚
〉
と
は
、
「自
己
に
反
る
」
〈意
志
〉
に
他
な
ら
な
い
。

こ

の
自
覚

の
動
性
、
即
ち
自
己
を
唯

一
の
実
在
に
し
て
自
己
に
反

っ
て
く
る
自
己
帰
向
を

《
C
↓
B
↓
A
》
連
関
に
即
し
て
簡
略
化
す

れ
ば
、
《
脱
自
》
と
は
自
己

(ω
Φ芽

け
の
S
で
略
す
と
)
の

《
S
2
↓
S
1
↓
S
O
》
の
遡
源
究
明
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
《
S
2
↓
S
l
》

に
は
哲
学
の

「汝
自
身
を
知
れ
」
が
あ
り
、
《
S
1
↓
S
O
》
に
は
禅
の

「己
事
究
明
」
(大
燈
国
師
遺
誠
)
や

「父
母
未
生
以
前
本
来
面

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

目
」

(六
祖
慧
能
)
等
の
不
惜
身
命
の
修
行
が
あ
る
。
自
己
帰
向
は
自
己
の
転
換
を
、
脱
自
は
表
現
を
要
求
す
る

(十
牛
図
参
照
)。

19
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四

「無

の
場
所
」

へ
の
転
回
-

「働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
ー

西
田
の

「場
所
」
の
思
想
は
、
『善

の
研
究
』
(
一
九

一
一
)
の

「純
粋
経
験
」
か
ら
発
し
て
、

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
(
一
九

一

七
)
の

「絶
対
自
由
意
志
」
を
経

て
、
主
著

『働
く
も

の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
(
一
九
二
七
)
の
後
編
の
論
文

「場
所
」

に
お
い
て
公
表
さ

れ
た
。
そ
の
間
に

『意
識
の
問
題
』
(
一
九
二
〇
)
と

『芸
術
と
道
徳
』
(
一
九
二
三
)
が
あ
る
。
そ
の
主
著
の
序
に

「形
相
を
有
と
な
し
形　

成
を
善
と
な
す
」
西
洋
文
化
か
ら
大

い
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
「幾
千
年
来
我
等
の
祖
先
を
孚
み
来

つ
た
東
洋
文
化

の
根
底
に
は
、
形

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
と
云

つ
た
様
な
も
の
が
潜
ん
で
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
我

々
の
心
は
此

の
如
き
も

　

　

の
を
求
め
て
已
ま
な
い
、
私
は
か
か
る
要
求
に
哲
学
的
根
拠
を
与
え
て
見
た
い
」
(幽よ
強
調
筆
者
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「要
求
」
は
、

　

　

　

「無
字
」
の
道
心
や

「隻
手
音
声
」
の
願
心
に
も
な
る
。
「哲
学
」
の
立
場
と
し
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
の

「形
相
」
に
対
し
て
は

「イ
デ
ア

を
受
け
取
る
場
所

(9
0
鑓
)」
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「主
語
と
な
る
が
述
語
に
な
ら
ぬ
実
体

(ξ
b。パ
①§
魯
8
)」

に
対
し
て
は
逆
に

　

　

　

「述
語
と
な
る
が
主
語
に
な
ら
ぬ
場
所
」
を
、
新
た
に
哲
学
の
根
本
原
理
に
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
或
る
も

の
は
あ
る
限
り
、
何

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
に
於
い
て
あ
る
。
西
洋
哲
学
は

「於

い
て
あ
る
も
の
」
(存
在
)
を
終
始
追
究
し
た
の
に
対
し
て
、
西
田
は

「於
い
て
あ
る
場
所
」
(無
)

に
着

目
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「場
所
」
論
自
体
の
詳
細
な
究
明
は
他
日
を
期
す
し
か
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
「純
粋
経
験
」
か
ら

「自

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

覚
」
を
経
て

「場
所
」
の
発
端
が
開
か
れ
る
ま
で
の

《
経
験

・
自
覚

・
場
所
》
と
い
う
転
回
の
道
程
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
ま
さ
に
主
著

　
　
　
　

　

　

　

　

　

の
標

題

が

「
働

く

も

の
か

ら

見

る

も

の

へ
」

と

い
う

転

回

(囚
Φ
年
Φ
)

と

な

っ
て

い
る
。

　

　

　

　

　

　

先
ず

「事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
」
と
い
う

「純
粋
経
験
」
か
ら

「場
所
」
の
立
場

へ
と
直
結
す
る

一
直
線
の
次
元
は
、
「知
る
」
自
体

　

　

　

の
徹
底
に
あ
る
。
先
述
の

「無
意
識
」
に
お
い
て

「意
識
統

一
の
作
用
性
」
が
、
脱
自
的
な
超
越
性
を
含
み
な
が
ら
も
、
概
念
的
に
は
ま

だ

ま
だ

〈対
象
化
〉
の
残
津
を
払
拭
し
き
れ
な

い
こ
と
の
自
覚
か
ら
、
「意
識
す
る
意
識
」
の
究
明
が
、
主
語
的
な
対
象
性
を
越
え
た
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「超
越
的
述
語
面
」
(心
-・。§

と
し
て
の

「場
所
」
の
着
想
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
同
時
代

の
認
識
論
的
枠
組
み
を
破

っ
て
、

例
え

ば
新
カ
ン
ト
派
や
現
象
学
の

〈主
観
作
用
性
〉
を
破

っ
て
、
「知
る
」
自
体
を
徹
底
化
す
る
方
法
論
的
な
工
夫
を
探
求
す
る
と
い
う

狙

い
が
あ

っ
た
と
共
に
、
他
方
同
時
に
、
か
の
東
洋
的
伝
統
で
の

「形
な
き
も
の
の
形
」
を
見
る
時
の
不
思
議
な

〈
生
け
る
直
接
性
の
次

元
〉
を
概
念
的
に
も
捕
捉
し
た
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈知

る
〉
と
は
、
〈意
識
〉
と
い
う

「場
所
が
真
の
無
と
な
る
と
云
う

こ

と
」

(蒔-bQbQω)
で
あ
る
。
「真
に
思
慮
分
別
を
絶
し
た
、
真
に
直
接
な
る
心
」
(や
ωH。。)
こ
そ
が

「真

の
無

の
場
所
」
で
あ
る
と
い
う
。

た
し
か
に
西
田
の

「場
所
」

へ
の
思
索
は
、
同
時
代

の
世
界
的
な
思
想
の
諸
潮
流
と
の
対
決
と
い
う
意
味
合

い
も
あ

っ
た
が
、
実
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

《
経
験

・
自
覚

・
場
所
》
と
い
う
転
回
に
は
、
既
述
の

「純
粋
経
験
」
の
重
層
構
造

《
思
惟

・
意
志

・
直
観
》
に
於
け
る
内
発
的
な
相
即

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

動
性

の
展
開
が
重
な
り
、
ま
た
そ
の
動
性
の
反
復
反
響
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

　

　

　

(
i
)
先
ず

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
は
、
『善

の
研
究
』
で
の

〈直
観
と
し
て
の
純
粋
経
験
〉
の
立
場

の
哲
学
的
反
省

の
不

十
分

さ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
「思
惟
体
系
」
か
ら

「経
験
体
系
」

へ
の
壮
大
な
移
行
を

「自
覚
」
に
お
い
て
試
み
た
作
品
で
あ
る
。
こ

　

　

　

　

の

〈思
惟
か
ら
経
験

へ
〉
或
い
は

〈反
省
か
ら
直
観

へ
〉

の
運
動
は
、
ま
さ
に
純
粋
経
験
の

〈思
惟

・
意
志

・
直
観
〉
と
い
う
重
層
性
を
、

上

か
ら
下
へ
と
脱
自
的
方
向

に
深
ま
る
と
い
う
か
、
そ
の
最
深
層
た
る

「直
観
」

へ
帰

っ
て
行
く
動
向
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ
の
際
に
、
重
層
性
の
中
心
の
位
置
に
あ
る

〈意
志
〉
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
り
、
思
索
の
試
み
と
し
て
は
悪
戦
苦
闘
を
極
め
、
直
観

(場

　

　

　

　

　

所
)

へ
と
到
る
直
前
の
立
場
が

「絶
対
自
由
意
志

の
立
場
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で

「場
所
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て

「論
文
」

の
表
題
と
な
る
の
は
、
『自
覚

に
於
け
る
直
観
と
反
省
』

(
一
九

一
七
)
の
次
に

　

　

出
た

『意
識
の
問
題
』
(
一
九
二
〇
)
と

い
う
著
作
の
中
の

「意
志
実
現
の
場
所
」
(
一
九

一
九
)
と

い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

〈意

志
実
現
の
場
所
〉
は
、
ま
さ
に
こ
の

「実
在

の
世
界
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
現
の

「行
き
先
は
、
自
己
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く

　

　

　

　

　

　

　

し
て
、
自
己
の
深
き
根
底

に
あ
る
」
(。。山
㎝N)
と
さ
れ
る
。
ま
た

「意
志
」
と
は

「具
体
的
経
験
」

の
構
造
で
あ
り
、
「抽
象
的
な
る
も

の
、
部
分
的
な
る
も
の
が
、
具
体
的
全
体
に
還
る
所
に
、
意
志
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(中
略
)
意
志
は
実
在

の
極
限
で
あ
り
、
そ
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の
具
体
的
根
元
で
あ
る
」
(ω山
㎝①
)
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

〈意
志
の
本
質
は
、
抽
象
か
ら
具
体

へ
還
る
所
〉
に
あ
り
、
ま
さ
に
意
志
こ

　

そ
が
、
か
の
脱
自
的
な
深
化
の
動
向
の
要
に
な
る
。
情
意
は
知
の

「深
底
属
亀
。
凸

(ωよ
o)
で
あ
り
、
存
在
の
無
限

の
背
景
を
な
す
。
自

　

　

　

己

の

「現
実
」
(知
)
即

「無
底
」
(無
知
)
に

「絶
対
自
由
の
意
志
」
(甲
N認
)
が
あ
る
。
こ
の
実
在
の
根
源
と
し

て
の
意
志
は
、
既

に

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
結
論
部
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

「直
接
の
経
験
」
の
奥
に
見
ら
れ
て
い
た
。

「
(
・-
)
昔
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ュ
ー
ス
や
エ
リ

ュ
ー
ゲ
ナ
な
ど
が
神
は

一
切
で
あ
る
と
共
に

一
切
で
な

い
と
か
、
神
は
総
て
の
範
疇

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を
超
越
す
る
と
か

い
っ
た
所
か
ら
、
応
無
所
住
而
生
某

心
と

い
っ
た
様
に
忽
然
と
し
て
生
じ
現
れ
来
る
直
接
の
経
験
と
は
如
何
な
る

　

　

　

　

　

　

　

も

の
で
あ
ろ
か
。
(
一11
)
勿
論
そ
の
全
貌
は
思
慮
分
別
を
絶
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
余
は
こ
れ
を
絶
対
自
由

の
意
志
と
見
る
の
が

最
も
そ
の
真
に
近

い
と
思
う
、
即
ち
真
に
具
体
的
な
る
直
接
の
経
験
は
絶
対
自
由
の
意
志
に
髪
髭
た
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
(
…m
)

　

　

ち

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

真

実

在

は
無

限

な

る
発

展

Φ
αq
お
ω
讐

ω
で
あ

る
と

共

に
無

限

な

る
復

帰

お
σq
お
ω
ω
器

で
あ

る

、

一
方

か

ら
見

れ
ば

当

為

即

事

実

と

い
う

　

　

　

　

様
に
無
限
の
進
行
で
あ
る
と
共
に
、

一
方
に
於
い
て
は
自
由
に
そ
の
元
に
返
り
得
る

「永
久

の
今
」
で
あ
る
」

(㌣
b。。。蔭
強
調
及
分
節

筆
者
)。

こ
の

(
i
)
に
引
用
さ
れ
た
禅
語

「応
無
所
住
而
生
其
心
」
は
、
「応
に
住
す
る
所
無
く
し
て
而
も
そ
の
心
を
生
ず
」
と
い
う
金
剛
経

の
句

で
、
文
盲

の
六
祖
慧
能
が
こ
れ
を
聞
い
て
開
悟
し
た
と
い
う
有
名
な
古
則
で
あ
る
。
筆
者
の
西
田
解
釈
に
と
っ
て
、
こ
の
句
は
重
大

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
決
め
手
と
な
る
、
即
ち
そ
の
前
半

「応
無
所
住
」
が

〈脱
自
〉、
後
半

の

「而
生
其
心
」
が

〈表
現
〉
に
他
な
ら
な
い
。
大
拙
は
、
前

に
ん

半

を

「
絶

対
無

」
、

後

半

を

「
人

」

と

解
釈

し

て

い

る

(
α
虞
O
・。
)
。

一
見

し

た
だ

け

で

は

、
禅

語

と

ζ
遂

叶貯

と

の
混

合

の
よ

う

に
見

え

る

が

、

こ

の

「
無

住

」

(脱
自
)

が
、

エ
リ

ュ
ー

ゲ

ナ

の
有

名

な
句

〈器

。
臼
$

$

昌
Φ
。
臼
Φ
き

。。
〉

と

響

き
合

う

、
即

ち
、

創

造

的

な

神

の
根

　

　

　

　

　

　

源

に

「創
造
も
さ
れ
な
い
し
、
創
造
も
し
な

い
」
と

い
う
不
思
議
な
否
定
性

の
次
元
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
偶
然
か
、
「脱

自

(雰

ω霧

Φ)」
を
主
題
に
し
た
シ

ェ
リ
ン
グ
が
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
講
義

の
中
で
、
「風

(旨
Φ§

p)
の
よ
う
に
自
由
」
な
精
神
の
行
為
を

問

い
つ
つ

〈学
と
し
て
の
哲
学

の
原
理
〉
と
し
て
、
=

切
を
貫
き
行
き
な
が
ら
何
処
に
も
止
ま
ら
な
い
/
無
で
あ

る
」
(u
qh鼻

』
⑦ω
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曾
8
凝

Φ
冨
・
自

畠
巳
。
募

げ
一①
一げ
Φ
　
/

巳
。
ゲ
冴
ω
Φ着

㊤
-・。
・。
。。
)
と

い
う

「
永

遠

の
自

由

」

を

探

求

し

て

い
る

。

こ

の
禅

語

は

、

「
無

住

の
心

」

(
無

分
別

の
分
別
)
と

し

て
ま

さ

に

〈脱

自

と
表

現

の
相

即

〉

を

現

す

こ

と

で
、

(
h
)

の
根

源

的

な

「
絶

対

自

由

の
意

志

」

を

喚

起

す

る
。

し

　

　

　

か
も
こ
の
意
志
は

(…m
)
の

「発
展
」
と

「復
帰
」
の
双
方
と
相
即
を
孕
ん
で
い
る
。
刻
々
に
動

い
て
行
く
そ
の
只
中
に
同
時
に
動
か
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
も
の
、
こ
れ
が

「永
久
の
今
」
で
あ
り
、
「場
所
」
に
な

っ
て
ゆ
く
。

こ
の

〈絶
対
の
動
即
静
、
静
即
動
〉
は
、
〈動
即
静
〉
の

〈脱
自
〉
と

〈静
即
動
〉
の

〈表
現
〉
と
の
相
即
で
も
あ
る
。
特
に
重
要
な

　

　

　

　

　

　

　

点

は
、
こ
の

〈絶
対
の
静
〉
が
、
我
々
を
離
れ
て
遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
我
々
の

〈行
為
〉
の
只
中
に
見
ら
れ
る
と
い

う
点

で
あ
る
。
禅
門
に

「仕
事
す
る
な
坐
禅
し
ろ
」
と
い
う
奇
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

〈仕
事
を
や
っ
て
や
っ
て
や
り
抜
い
て
、
し
か
も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

や

っ
た
と
も
思
わ
ぬ
〉
と
い
う

〈動
中
の
工
夫
〉
の
こ
と
ら
し
い
。
ま
さ
に

「見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
と
い
う

〈見
る
〉
行
為

へ
の

集

中
と
し
て
の

〈脱
自
的
表
現
〉
に
他
な
ら
な

い
。
「行
為
的
直
観
」
は
後
期
の
立
場
で
あ
る
が
、
実
は
既
に

『芸
術
と
道
徳
」
(
一
九
二

　

　

　

三
)
の
中
の

「行
為
的
主
観
」
(
一
九
二
二
)
と
い
う
重
要
な
論
文
に
次

の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「若
し
人
生
に
真

に
神
秘
な
る
も

の
が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

る
と
す
れ
ば
、
現
在
に
於
け
る
自
己

の
行
為
よ
り
神
秘
な
る
も
の
は
な
い
。
行
か
ん
と
す
れ
ば
行
き
、
坐
せ
ん
と
要
す
れ
ば
坐
す
」

　

　

　

　

　

　

　

　

(Q。
-
ホ
ω
)
。

こ

の

〈
現

在

に
於

け

る
自

己

の
行

為

〉

の

〈
只

中

〉

と

は

、

ま

さ

に

〈
現

在

〉

と

し

て

の

〈場

所

〉

に

な

る

の

で

は

な

い
か

。

ま

さ

に

「色

を

見

、

音

を

聞

く

刹

那

」

の

〈
刹

那

〉

が
、

先

の
引

用

の

「
永

久

の
今

」
、

〈
絶

対

の
静

〉

に
連

な

り

、

〈
場

所

〉

へ
と

通

底

す

る

の

で
あ

る
。

以

上

は

自

覚

か

ら

場

所

へ
の

〈脱

自

〉

モ
チ

ー

フ
で
あ

る
。　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
。-・-
)

最

後

に
、

以

上

と
表

裏

す

る

〈
表

現

〉

モ
チ

ー

フ

に
関

し

て
、

「
場

所

」

と

い
う

用

語

の
初

出

を

主

著

の

「
前

編

」

に
吟

味

す

る

こ

と

で
確

か

め

て
お

き

た

い
。

先

ず

初

出

と

し

て
は

二

つ
考

え

ら

れ

る
。

そ

の

一
つ
は

、

「
表

現

作

用

」

(
一
九

二
五
)
と

い
う

論

文

(主
著
前

編

の
最
終
論
考
)

に

お

い

て
、

初

め

て

カ

ッ

コ

(引
用
符
)

つ
き

の

「
於

い

て
あ

る
場

所
」

と

い
う

用

語

が
出

て
来

る
。

し

か
も

次

の

よ
う

に

〈空

間

〉

で

は

な

く

<時

間

〉

の
只

中

の

「
止

ま

れ

る
現

在

」

と

し

て
出

て
来

る
。

即

ち

、

「
時

に
於

い

て
物

が

変

ず

る
と

　

　

　

　

　

　

　

し
て
も
、
尚
そ
の
物
が

「於
い
て
あ
る
場
所
」
と

い
う
も
の
が
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
直
線
的
な
る
時
に
し
て
も

、
前
の
瞬
間
が
去

っ
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て
次

の
瞬
間
に
移
る
に
は
、
そ
の
前
後
を
含
ん
で
止
ま
る
或
物
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
動
き
行
く
現
在
の
背
後
に
、
何
処
ま
で
も
止
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ

る

現

在

が

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
」

(幽
-
H
①
癖
)
と

い
う

。

こ

の

〈
止

ま

れ

る

現

在

〉

(
窪
琴

ω
§

ω
)
こ

そ

が

「場

所

」

と

い
う

根

本

思

想

の

　

　

源

泉

な

の

で
あ

る

。

こ

れ

は

、
何

か

プ

ラ
ト

ン

の

「
忽

然

」

(①
医
鉱
嘗
口
Φ
。・)

や

キ

ル
ケ

ゴ

ー

ル

の

「
瞬

間

」

(p
8
℃
。
口
・無
場

所
)
、

エ

ッ
ク

ハ

ル
ト

の

「
永

遠

の
今

　
巨

。

器

梓Φ
旨

β
目
」

(①
山
o◎
N
)
を

思

わ

せ

る
が

、

後

の

『無

の
自

覚

的

限

定

」

の

「
現

在

の
底

は
絶

対

の
無

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」

(o
-
に
N
)

と

い
う

「
絶

対

現

在

の
自

己

限

定

」

の
定

式

に

連

な

る

よ
う

な

、

〈
時

間

の
只

中

で

の
無

の

場

所

〉

を

髪

髭

と

さ

せ

る

。

も

う

一
つ
の
初

出

は
、

場

所

に

カ

ッ

コ

(引
用
符

)

の
強

調

は

な

い
が

、
自

覚

と

の
連

関

で
重

要

で

あ

る

。

そ

れ

は

論

文

「内

部

知

覚

　

　

に

つ
い

て
」

(
一
九

二
四
)

の
中

で
、

「知

る

我

と

、

知

ら

れ

る
我

と

、

我

が

我

を

知

る

場

所

と

が

一
つ
で
あ

る

こ

と

が
自

覚

で
あ

る
」

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

れ

、

さ

ら

に

「
我

を

超

越

し

た

も

の
、

我

を

包

む

も

の

が
我

自

身

で
あ

る

と

い
う

こ
と

」

(
蔭
-
H
bQ
刈
)
が

〈自

覚

の
本

質

〉

だ

と

も

言

わ

　

　

　

　

　

　

　

れ

る
。
大
切
な
の
は
、
〈我
が
我
を
知
る
場
所
〉
の
超
越
性
で
あ
る
。
後

の
定
式
な
ら

「場
所
が
場
所
の
底
に
超
越
す
る
」
(や
隠
㎝)
と

　

　

　

　

言
わ
れ
る
。
確
か
に
自
覚
と
は
、
「自
己
が
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」
し
か
も

「自
己
の
内
容
を
映
す
鏡
は
亦
自
己
自
身

で
」
(軽
-H留
)

あ

る
か
ら
、
鏡
と
鏡

の
無
限
の
写
し
合

い
や
、
か
の

「英
国
に
居
て
完
全
な
る
英
国
の
地
図
を
写
す
」
(N山
①)
場
合

の
よ
う
に
、
何
か

自
己
言
及
の
無
限
性
が
表
象
さ
れ
や
す

い
。
し
か
し

「現
在

の
中
に
無
限
を
蔵
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
在

の
中
に
無
限
に
進
み
行
く
行

　

　

　

　

　

　

　

先
が
含
ま
れ
て
居
り
、
達
す
べ
か
ら
ざ
る
極
限
が
含
ま
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
点
か
ら
し
て
動
く
も
の
の
根
底

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
動
か
ざ
る
も

の
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
動

い
て
而
も
動
か
ざ
る
も

の
が
あ
る
」
(蔭
山
NOQ)
と
言
う
。

こ
の

「動
か
ざ
る
も

の
」
こ
そ
が
、
脱
自
的
な

「無

の
場
所
」
と
な
り
、
意
識
的
自
己
の
閉
鎖
性

(自
己
に
於
い
て
)
を
打
ち
破

る
の
で
あ
る
。
現
在

の
直
下

　

　

の
深

み

は

「
無

限

」

に

し

て

「
無

底

」

で
あ

る

(o
h
。N
-
N
刈
蒔
)
。

現

在

の
深

み

が

現

在

へ
溢

れ
出

る

こ

と
、

云

わ

ば

〈
実

在

の
無

底

〉

が

　

　

　

　

〈
無

底

の
実

在

〉

へ
翻

る

転
換

に

「自

覚

」

(
11
知
る
)
が

、

「
意

志

」

(
11
働

く
)

が

「
行

為

」

と

し

て

現

成

す

る
。

こ
れ

が

〈
表

現

〉

で

あ

る
。

特

に

「表

現

」

と

「
場

所

」

の
併

行

は

注

目

す

べ

く

、

つ
ま

り

、

〈
場

所

〉

が

〈
表

現

〉

モ
チ

ー

フ
と

同

時

に

出

る

の

で
あ

る
。
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先

の

『表
現
作
用
』
と
い
う
論
文
で
の

「止
ま
れ
る
現
在
」
の
す
ぐ
後
に
、
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「私
は
或
物
が
変
ず
る
、
或
物
が
働
く
と
い
う
こ
と
と
、
或
物
が
意
味
を
表
現
す
る
、
意
味
の
表
現
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
の
区

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

別
を
、
働
き
と
そ
の
場
所
と
の
関
係
に
於

い
て
考

へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
う
。
基
体
な
き
働
き
と

い
う

の
は
尚
精
神
作
用
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

如
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
真
に
作
用
を
超
越
し
て
実
在
を
自
己
の
表
現
と
な
す
も

の
は
、
作
用
を
自
己
の
中
に
成
立
せ
し
め
て
、
而

も
自
己
自
身
に
於
い
て
止
蓉

激

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
作
用
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
文

自
己
自
身

の
中

に
自
己
の
作
用
を
見

　

　

　

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(潜
lH①蒔)。

こ
の
文
は
難
解
で
あ
る
が
、
『善
の
研
究
』
の

「意
識
の
統

一
作
用
」
に
潜
む

〈主
観
性
11
対
象
性
〉
を
打
破
し
、

「百
尺
竿
頭
更
に

一

歩
を
進
め
」
(や
5
①)
る
た
め
に
、
こ
の

(統

一
)
「作
用
を
超
越
し
て
実
在
を
自
己
の
表
現
と
な
す
も
の
」
と
し
て
の

〈場
所
〉

へ
の
転

回
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に

〈働
き
と
場
所
と
の
関
係
〉
が
、
〈働
き
と
そ
の
意
味

の
表
現
〉
の
区
別
を
発
端

に
出
さ
れ
て
い
る
。

即
ち

〈表
現
〉
が

〈場
所
〉
の
前
景
を
な
す
。
こ
の

「止
ま
る
も
の
」
「見
る
も
の
」
こ
そ
、
「見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
、
無
に
し
て
見

る
」
超
越
的
場
所
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

「見
る
も
の
な
く
し
て
」
(脱
自
性
)
と

「見
る
」
(表
現
性
)
と
の
矛
盾
相
即
を
、
筆
者
な
り
に

定
式
化
す
れ
ば
、

〈自
己
が
無
の
場
所
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が

〈脱
自
〉
と
な
り
、

〈無

の
場
所
が
自
己
に
な
る
〉
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
が

〈表
現
〉
と
な
る
、
と
い
え
よ
う
。

'

　

　

　

　

　

　

　

　

し
か
し
西
田
の

「表
現
」
は
、
通
常

の

〈表
現
〉
の
方
向

(内
か
ら
外
へ
)
を
翻
し
た
よ
う
な
不
思
義
な
内
外
を
超
え
た
次
元
か
ら
、

即
ち

〈行
為
的
自
己
〉
の
超
越
的
次
元
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
「表
現
作
用
と
は
自
覚
自
身
を
も
否
定
す
る
自
覚

の
深
き
根
底

に
於
い
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

現

れ

来

る
作

用

」

(
蔭
l
H
㎝
QQ
)
と

し

て
、

か

の

〈
思
惟

・
意

志

・
直

観

〉

の
重

層

性

の
終

局

の
次

元

(
直
観

H
場
所
)
か

ら

の

〈
振

り

返

り

〉

　

　

　

と

い
う
か

〈見
直
し
〉
の
よ
う
な
趣
を
も
つ
。
例
え
ば
、
「此
立
場
か
ら
し
て
は
、
実
在
界
は
意
志
実
現

の
場
所
と
考
え
ら
れ
る
、
知
識

　

　

　

　

　

　

　

　

　

我

に
対
し
て
は
、
反
省

の
場
所
で
あ

っ
た
も

の
が
、
意
志
我
に
対
し
て
は
実
現
の
場
所
と
な
る
、
即
ち
此
世
界
は
意
志
と
知
識
と
の
両
方
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向

の
交
叉
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
此
の
如
き
両
方
向
を
超
越
し
意
志
自
身
を
内
に
含
む
立
場
、
即
ち
直
観

の
立
場
か
ら
し
て
は
、
此

　

　

　

　

　

世

界

は

表

現

の
世

界

と

な

る
」

(亭
一
①
。。
)
と

言

わ

れ

、

「
動

き

行

く

も

の
を

、

場

所

其

者

の
立

場

か

ら
見

た

時

、

働

く

も

の

は
表

現

と

な

る

の

で
あ

る
」

(幽
-
一①
刈
)
と

も

言

わ

れ

る
。

　

　

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

〈表
現
の
世
界
〉
或
い
は

〈表
現
と
し
て
の
実
在
〉
の
世
界
の
深
い
具
体
性
を
、
西
田
は
次

の
よ
う
に

「我
々

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
身
体
」
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「我
々
の
身
体
は
叡
智
的
性
格
を
宿
す

一
種

の
表
現
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
す
べ

　

　

　

　

　

て
の
理
想
的
な
る
も

の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
の
交
叉
点
と
も
い
う
べ
き
身
体
に
於

い
て
、
表
現
の
内
容
、
作
用
、
表
現
其
者
が

一
で
あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

る
。
身
体
其
者
を
表
現
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
べ
て
の
実
在
を
表
現
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の
表
現
作
用
は
肉
体
の
運
動

を
通
じ
て
可
能

で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
と
は
我
々
の
身
体
を
表
現
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
全
実
在
を
表
現
化
す
る
課
程
で
な
け
れ
ば
な

　

　

　

　

　

ら
ぬ
。
宗
教
的
立
場
に
於

い
て
は
、
全
実
在
も
亦
唯

一
種
の
表
現
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(や
一Φ㊤)。

こ
こ
で
の

〈身
体
〉

へ
の
思
索
の
凝
集
に
、
西
田
の

〈実
在
〉
把
握

の
一
端
が
よ
く
出
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
特
に

〈理
想
と
実
在

の
交

叉
〉
と
し
て
の

〈身
体
の
表
現
化
〉
と
は
、
ま
さ
に

〈行
為
〉
で
あ
り
、
〈行
為
的
自
己

の
自
己
表
現
〉
に
し
て
同
時
に

〈実
在
σ
表
現

化
〉
(
ー
世
界
の
自
己
表
現
)
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
こ
の

〈身
体

・
実
在
の
表
現
化
〉
に
、
ま
さ
し
く

<坐
禅
〉
に
打
ち
込
ん
だ
西
田
の

宗
教
的
な

「願
心
」
と
い
う
か
、
広

い
意
味
で
の

「行
」
と
い
う
こ
と
の

〈誓
願
〉
の
趣
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

西
田
に
と

っ
て
、
「真

の
実
在
は
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(や
嵩
O)
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

〈実
在
の
自

己
表
現
〉
を
感
得
し
得
る
立
場
は
、
や
は
り

〈思
惟

・
意
志

・
直
観
〉
の
重
層
性

の
究
極

の

「直
観

の
立
場
」
と

し
て
の

「宗
教
の
立

場
」
に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て

「色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
の
純
粋
経
験
も
、
「色

の
経
験
自
身
、
音
の
経
験
自
身
の
自
発
自
展
」
と

　

　

し
て
、
或
い
は

「唯
色
が
色
自
身
を
、
音
が
音
自
身
を
見
る
」
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
が

「場
所
」
に
よ
る

〈論
理
化
〉
を
経
る
と
、
色
や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

音
が

「自
己
自
身
に
つ
い
て
述
語
す
る
」
(や
嵩
o)
と

い
う

〈実
在

の
自
己
表
現
〉
思
想
と
し
て
の

「場
所
的
論
理
」
に
到
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。



西
田
の

〈表
現
〉
思
想
が
本
格
的
に
深
め
ら
れ
る
の
は
、
『無
の
自
覚
的
限
定
』

の
第

一
論
文

「表
現
的
自
己
の
自
己
限
定
」
以
降
で

　

　

　

　

　

あ
り
、
こ
の
論
考
の
充
分
な
吟
味
は
他
日
を
期
す
他
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
重
要
な
定
式
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「我

々
が
行
為
的
自
己
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

自
覚

の
底
に
自
己
自
身
を
没
し
て
、
無
に
し
て
見
る
自
己
の
立
場
に
立

つ
時
、
す

べ
て
有
る
も
の
は
自
己
自
身
を
自
覚
し
自
己
自
身
を
表

　

　

　

現
す
る
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
」
(①
-一α)
こ
こ
に
後
述
の

「十
牛
図
」
で
い
え
ば
、
第
入
図
の
空
円
相
か
ら
見
た
す
べ
て
の
円
相
世
界

の
新
た
な
現
成
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五

「十
牛
図
」

の

〈見
直
し
〉
か
ら
見
た

「
場
所
」
論
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西
田
哲
学
の
基
礎
構
造
と
し
て
、
「純
粋
経
験
」
か
ら

「自
覚
」
を
経

て

「場
所
」
ま
で
の
転
回
の

一
端
を

〈脱
自
と
表
現
〉
と
の
相

即
を
通
し
て
瞥
見
し
て
き
た
。
そ
の
後
の

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
(
一
九
三
〇
)
や

『無

の
自
覚
的
限
定
』
(
一
九
三
二
)
の

〈場
所
の

体
系
〉、
ま
た

『哲
学
の
根
本
問
題

・
正

・
続
』
(
一
九
三
一二⊥

二
四
)
の

「弁
証
法
的
世
界
」、
更
に

『哲
学
論
文
集
』
以
降

(
一
九
三
五
-

四
五
)
の

「行
為
的
直
観
」
や

「矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
立
場
な
ど
、
後
期
西
田
哲
学
と
禅
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
他

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

い
。
た
だ
、
こ
の
拙
稿
の
結
び
に
代
え

て
、
「場
所
」

へ
の
工
夫
と
し
て
、
禅

の
手
引
書

『十
牛
図
』
の
或
る
見
直
し
と
そ
こ
か
ら
見

た
西
田
の

「場
所
」
論
を
少
々
概
観
的
に
再
考
し
て
み
た
い
。
西
田
と
十
牛
図
に
直
接

の
関
係
は
な

い
。
最
後
の
宗
教
論
を
執
筆
の
頃
、

「
十
牛
の
図
が
あ

っ
た
ら

一
寸
貸
し
て
下
さ
い
ま
せ
ぬ
か
」
(δ
-。。り・。)
と
大
拙

へ
の
照
会
は
あ
る
が
、
論
文
等
で
の
言
及
は
な

い
。
こ
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

で
の
十
牛
図
は
、
あ
く
ま
で
禅
の
具
体
化
の
鏡
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
西
田
を
映
す
に
は

〈見
直
し
〉
が
要
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
〈禅
の
何
が
西
田
の
何
処
に
深
く
浸
透
し
た
の
か
〉
を
問
題
に
し
て
き
た
。
か
の

「奮
発
心
」
や

〈己
事
究
明
〉
の
勇
気

(意

志
)
な
ど
重
層
性
が
あ
る
が
、
〈純
粋
経
験

の
事
実
〉
が

一
つ
の
焦
点
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
禅
か
ら
見
る
と
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。
禅

　

　

　

　

　

　

　

　

の
立
場
の
特
色
と
し
て
、
「不
立
文
字

・
教
外
別
伝
」
と
共
に

「直
指
人
心

・
見
性
成
仏
」
と
い
う
標
語
が
併
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
言
語
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や
教
説
に
束
縛
さ
れ
え
ぬ

〈非
言
語
性
〉
と
、
人
間
の
現
実
を
離
れ
ぬ

〈宗
教
的
経
験
の
端
的
な
直
接
性
〉
と
の
次

元
が
指
摘
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
周
知
の
よ
う
に
、
禅
は
、
大
乗
仏
教

の
中
か
ら
淵
源
し
、
中
観

・
唯
識

・
天
台

・
華
厳

な
ど

の
高
度
な
思
想

体
系
を
背
景
に
、
そ
れ
ら
の
思
弁
的
な
理
論
展
開
を
尽
く
し
果
て
た
後
に
、
も
は
や
教
説
で
は
届
か
な
い
宗
教
的
生
命
を
直
接
的
に
捕
捉

せ

ん
と
す
る
最
後

の
試
み
と
し
て
、
修
行
者
の
各
々
が
、

い
わ
ば
釈
尊

の

「覚
」
(開
悟
)
の
経
験
を
自
己
自
身
に
直
に
反
復
経
験
せ
ん

　

　

と
す
る
大
胆
な
立
場
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
特
に

「見
性
成
仏
」
の

〈見
性
〉
が
、
西
田
の
参
じ
た
臨
済
禅
で
は

　

　

　

　

喧

し

い
。
し
か
し
西
田
自
身
の
初
関

(無
字
)
透
過
に
お
い
て
は
、
「余
甚
喜
ば
ず
」
(ド甲
H§

と
記
さ
れ
た
よ
う

に
、
そ
の
見
性
は
実

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
徹
底
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
初
関
透
過
の
二
日
後
に

「前
の
公
案
を
と
ら
る
」
(嵩
山
一り)
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

雑
則

の
公
案

「鐘
の
音
を
止
め
よ
」
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
ま
さ
に
こ
の
西
田
の

〈蹟
き
〉
こ
そ
が
、
か
え

っ
て
逆
に

「純
粋
経
験
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
思
索
を
深
め
、
「場
所
」

へ
の
新
た
な
回
転
を
喚
起
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
挫
折
に
見
え
る
西
田
の
修
行
の
真
の
凄
さ
が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
り
、
参
禅
修
行
の
実
地

の

〈苦
渋
〉
を
、
敢
え
て

『十
牛
図
』

の

〈見
直
し
〉
と
し
て
問
う
理
由
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「悪
戦
苦
闘
の

　

　

　

　

　

　

　

ド

ッ
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
言
わ
れ
た

『自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
改
版
の
序

(
一
九
四

一
)
の
結
び
に
、
「為
君
幾
下
蒼
龍
窟

の
感
な

か
つ

き
を
得
な
い
」
(N山
ω
)
と
さ
り
げ
な
く
吐
露
さ
れ
た
禅
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「二
十
年
来
、
曾
て
苦
辛
す
、
君
が
為
幾
た
び
か
蒼
龍
の

窟

に
下
る
」
(碧
眼
録

第
三
則

馬
大
師
不
安

・
日
面
佛
、
月
面
佛
)
の
後
半
の
句
で
あ
る
。
こ
の

「君
」
は
、

一
休
禅
師
が

「本
来

の
面
目

坊

が
立
ち
姿
ひ
と
目
見
し
よ
り
恋
と
こ
そ
な
れ
」
と
詠

っ
た
よ
う
に
、
「本
来
の
自
己
」
に
し
て

『十
牛
図
』
の

「
心
牛
」
に
他
な
ら
な

ひ

と

い
。
こ
の

「君
」
に
恋
焦
が
れ
て
幾
た
び
か
恐
ろ
し
い
老
師

(蒼
龍
)
の
室
内

へ
飛
び
込
ん
で
き
た
か
、
他
人
に
は
言
え
な

い

〈身
を
ば

碁

石
に
血

の
涙
〉
で
あ
る
。
西
田
の
こ
の
語
に
は
、
思
索
の
苦
闘

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
参
禅
修
行
の
辛
苦
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
【
因
み
に
大
拙
は
、
西
田
の
境
涯
が

「本
当
に
徹
底
し
た
」
の
は
、
晩
年

(五
十
三
歳
)
の
西
田
が
家
族
の
死
や
病
に
よ
り
悲
惨
を
極
め
て
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
頃

で
は
な

い
か
と
言

い
、
生
死
透
脱

の
証
拠

と
し
て
か
の

「我
心
深
き
底
あ
り
喜
び
も
憂

い
の
波
も
と
ど
か
じ
と
思
ふ
」

(
ミ
ーω
㊤
。。
)
と

い
う
和
歌
を
挙

ま

ぬ

ら

げ

て

い
る
。
こ
の
本

歌
は
、
禅

門

で
は
有

名
な
摩
摯
羅
尊
者

の
伝
法
偶

「心
随
万
境
転

転
処
実
能
幽

随
流

認
得

性

無
喜

亦
無
憂

(
心
は
万
境

に
随
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つ

て
転
ず
、
転
ず
る
処
実

に
能

く
幽

な
り
、
流

れ
に
随

っ
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
喜
び
も
無

く
亦
憂

い
も
無

し
)」

で
あ

ろ
う
が
、

「深
き
底
」

(
11
無

の
場

所
)
は

〈幽
〉
と
呼
応

す
る
。
そ
の

一
端

を
十
牛
図

で
も
吟
味
し

て
み
よ
う
。
】

さ

て
、

こ

こ

で
論

究

す

る
十

牛

図

は
、

中

国

北
宋

(+

二
世
紀
)

の
廓

庵

禅

師

の
作

品

で
あ

る
。

人

間

が

本

来

も

っ
て

い
る

仏

性

を

、

身

近

な

牛

に
喩

え

、

そ

の
仏
性

を
求

め

る
修

行

過

程

が
、

牧

童

と

野

生

の
牛

と

の
関

わ

り

に
な

ぞ

ら
え

て
、
十

枚

の
絵

と

漢

詩

で
描

か

れ

て

い
る
。

(原
画
は
不
明

で
あ

る
が
、
漢
詩

に
基

づ
く
絵

が
後
世
様

々
に
描
か
れ
た
。
本
稿

で
は
現
代

の
版
画
家

の
徳

力
富

吉
郎

の
作
品
を
借
り

た
。
拙

論

『現
代
世
界
ヱ
お
け
る
十
牛
図
の
可
能
性
』
京
都
産
業
大
学
世
界
問
題
研
究
所
紀
要
第
十
七
巻

一
九
九
九
年

.
『禅
仏
教
と
京
都
学
派
ー

十
牛
図
か
ら

見
た
京
都
学
派
の
場
所
論
』
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
第
七

・
八
合
併
号
二
〇
〇
三
年
参
照
。)
以
下
、
要
点

の
み
瞥
見
す
る
。

(
1
)

先
ず
十
牛
図
を
全
体
と
し
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
①
山
中
に
若
者
が
何
か
を
探
し
て
不
安
げ
に
半
ば
振
り
返
る
よ
う
に
立
ち
尽

く

し
て
い
る
姿
か
ら
始
ま
り
、
②
足
跡
を
見
て
駆
け
出
し
、
③
牛
の
尻
尾
を
見

つ
け
、
④
牛
を
捕
ま
え
、
⑤
牛
と
共
に
歩
み
、
⑥
牛
に
逆

さ
ま
に
乗
り
、
⑦
家
に
帰

っ
て
牛
は
消
え
人
の
み
、
⑧
ま

っ
た
く
の
空
白
、
⑨
川
に
花
の
咲
く
木
、
⑩
路
上
に
老
人
と
若
者

の
姿
、
以
上

が
絵
か
ら
の

一
瞥
で
あ
る
。
各
図
の
表
題
を
見
れ
ば
、
①
尋
牛
、
②
見
跡
、
③
見
牛
、
④
得
牛
、
⑤
牧
牛
、
⑥
騎
牛
帰
家
、
⑦
忘
牛
存
人
、

に
っ
て
ん

⑧

人
牛
倶
忘
、
⑨
返
本
還
源
、
⑩
入
邸
垂
手
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
絵

(図
)
と
表
題
の
み
を

一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
様
々
な
問

い
が
生

ま
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
牛
が
途
中
で
消
え
る
の
か
。
牛

の
姿
が
見
え
る
の
は
、
③
か
ら
⑥
ま
で
の
四

つ
の
図

の
み
で
あ
る
の
に
、

な
ぜ

「十

の
牛

の
図
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
奇
妙
な
こ
と
は
、
⑧
の
空
白
、
そ
も
そ
も

「図
」
と
い
え

る
か
。
①
か
ら
⑥
ま

ど

　

　

で
、
か
ろ
う
じ
て
⑦
ま
で
に
は
、
「牛
と
人
」
と
の
動
的
関
係
が
予
想
さ
れ
る
が
、
第
八
の

「空
白
」
で

一
切
が
消
さ
れ
切
断
さ
れ
て
し

ま
う
。
⑧
⑨
⑩

の
最
後

の
三

つ
は
何
か
別
の
次
元
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
2
)

そ
れ
で
は
西
田
と
の
連
関
で
先
ず
幾

つ
か
の
問
題
点
を
吟
味
し
て
お
こ
う
。

第

一

「尋
牛
」
は
、
見
失
わ
れ
た
牛
を
探
し
求
め
て
行
く
と

い
う
十
牛
図
の
出
発
点
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト

(序
)
の
冒
頭
は
、
「従

来
失
せ
ず
、
何
ぞ
追
尋
を
用

い
ん
」
と

い
う
不
思
議
な
句
か
ら
始
ま
る
。
〈開
始
〉
は
謎
を
孕
む
。
「尋
牛
」
と
は
、
自
己
の
自
己

へ
の
問
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い
で
あ
り
、
現
実
の
自
己
が

「真
の
自
己
」
を

「牛
」
と
し
て
探
求
す
る

「己
事
究
明
」
の
道
で
あ
る
が
、
頒
に

「力
尽
き
神
疲
れ
て
覚

　

　

　

　

　

　

む

る
に
処
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど

「自
己
」
自
身
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
ま
さ
し
く
西
田
が
最
後
の
宗
教
論
で

　

　

　

　

　

　

　

　

言
う

「自
己
の
在
処
に
迷
う
」
(目
直
O『)
境
位
で
あ
る
。

第
二

「見
跡
」
は
、
序
に

「教
え
を
閲
し
て
跡
を
知
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、
〈伝
統
〉
の
教
説
に
触
れ
て
、
牛
自
体

で
は
な
い
が
、
牛

の
足
跡
、
即
ち

〈教
え
〉
と
し
て
探
求
の
方
向

の
見
当
が
知
的
に
理
解
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
。
そ
の
教
説
内
容
は
、
序
の

「万
物
の
自
己

た

る
こ
と
」
と

い
う

「不
二
の
法
門
」
で
あ
る
。
だ
が
注
意
す
べ
き
は
、
「不
立
文
字
」
の
禅

の
伝
統

で
は
、
大
胆
に
も
、

一
切
の
経
典

や
語
録
は

「真
の
自
己
」
の

「跡
」
(注
釈
)
と
見
な
さ
れ
、
教
説

の
知
的
理
解

の
み
で
は
ま
だ
禅

の
門
外
漢
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し

　

　

　

　

　

　

　

　

「
跡
」
に
す
ぎ
な
い
が
、
他
な
ら
ぬ

〈自
己
自
身

の
跡
〉
と
し
て
は
決
定
的
次
元
を
孕
む
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
図
②
は
、
①
か
ら
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

展
開
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
な
ぜ
牛
を
求
め
る
の
か
」
と
い
う
修
行
の

「発
心
」
の
根
源
性
を
最
小
限
で
も
理
解
し
て
お
く
べ
き
と
い
う

　

　

　

　

　

　

意

味

で
、

①

の
発

端

と

根

拠

を

照

ら

し

返

す

。

西

田

が
強

調

し

た

如

く

、

己

れ
独

り

の

「
安

心

」

を

求

め

る

の
は

「
利

己

心

の
変

形

」

(
H
-
蜀
O
)

で
あ

っ
て
、

真

の

「
宗

教
心

」

で
は

な

い
。

四
弘

誓

願

の

「
衆

生

無

辺

誓

願

度

」

の
重

み

が

こ

こ

に
あ

る
。

こ

こ

に
は

「宗

・

教
」

(園
Φ
一一αQ
δ
口
)
に

お

け

る

「
教

」

(真
)
と

「
宗

」

(
実
)
と

の
緊

張

性

(真

・
実
)

が
鮮

や
か

に
出

て

い
る

。

　

第
三

「見
牛
」
は
、
②
の

「教
」
(真
)
の
間
接
的
な
知
解
で
は
な
く
、
「宗
」
と
し
て
の
牛
自
体
を
こ
の
眼
で
見
た
と

い
う

「実
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(事
実
)
と
し
て
の
直
接
経
験
で
あ
る
。
「見
跡
」
の
学
得
底
に
対
し
て
、
自
分
自
身

で
身
体
的
に

「行
じ
て
見
た
」
と

い
う

「行
為
的

　

　

　

　

　

　

　

直
観
」
の
見
得
底
で
あ
り
、
西
田
の

「純
粋
経
験
」
に
他
な
ら
な
い
。
序
に

「声
よ
り
得
入
し
見
る
処
に
源
に
逢
う
」
と
い
う
よ
う
に
、

　

　

　

も

は
や
足
跡
で
は
な
く

「声
」
の
直
接
性
に
触
れ
る
と
同
時
に
自
己
も
そ
の

「声
」
に
な
る

〈行
〉
と
し
て
、
「見
る
処
」
そ
こ
が

「源
」

　

　

　

　

　

　

　

　

(
ー
牛
)

で
あ

る
。

こ

の

〈
見

〉

は

〈
現

〉

で
あ

る
。

牛

(自

己
)
を

対

象

的

に

〈
見

る
〉

の

で
は

な

く

、

非

対

象

的

な
牛

(自
己
)

の
方

　

か
ら

〈現
れ
る
〉
実
在
の
自
己
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
③
図
は
、
古
来

「見
性
」
(初
関
)
と
さ
れ
る
が
、
「見
性
成
仏
」

の

「見
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

、

本

来

〈
仏

な

る
性

〉

(11
自
性
即
ち
無
性
)

が
現

れ

る

と

い
う

意

味

で

の

〈
現

〉

と

し

て

の

〈
見

〉

と
解

釈

可

能

で
は

な

か

ろ
う

か

。
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〈見

11
現
〉
と
す
れ
ば
、
こ
の
③
以
降
⑥
ま
で
の

〈見

・
得

・
牧

・
騎
〉
と
い
う

〈行
〉
の
持
続
向
上
も
理
解
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

西
田

の
出
発
点

「純
粋
経
験
」
に
は
、
後
期
の

「世
界
の
自
己
表
現
」
ま
で
連
な
る

〈表
現
〉
モ
チ
ー
フ
が
潜
ん
で

い
よ
う
。

こ
の
③
見
牛
か
ら
④
得
牛
と
⑤
牧
牛
を
経
て
⑥
騎
牛
帰
家
ま
で
の

「人
と
牛

の
動
的
関
係
」
は
、
「身
学
道
」
と
し
て
の
坐
禅
修
行
の

要
で
あ
り
、
普
明

の

『牧
牛
図
』
が
示
す
よ
う
に
、
〈頓
〉
な
ら
ぬ

〈漸
〉
な
る
精
進
工
夫

の
過
程
で
あ
る
。
④
得
牛

に
は
、
人
と
牛
と

　

　

　

　

　

　

の
格
闘
が
綱

の
緊
張
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
自
己
の

(願
心
と
煩
悩
と
の
)
葛
藤
の
事
実
自
体
が
絆

の
証
明
に
し
て
法

(心
牛
)
の

　

　

　

　

表
現

に
な

っ
て
い
る
。
坐
禅
と
い
う
身
体

の
あ
り
方
、
人
間
が
手
足
を
収
め
て
結
珈
鉄
坐
す
る
不
動

の

〈行
〉
と
し
て
の
何
も
為
さ
ぬ
坐

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

禅
は
、

一
切

の
行
為

の
深
淵
で
あ
り
、
身
体
に
よ
る
身
体

の
沈
黙
で
あ
ろ
う
。
実
地
の
坐
禅
で
は
、
「調
身

・
調
息

・
調
心
」
の
工
夫
、

特
に

〈身
〉
と

〈心
〉
と
を
貫
く

<息
〉
の
工
夫
が

「数
息
観
」
(肚
の
底
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
息
を

一
か
ら
十
ま
で
数
え
る
)
な
ど
で

〈実
行
〉

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ
れ
る
。
「呼
吸
す
る
も

一
の
快
楽
な
り
」
(日ω直
ω
り)
と
い
う
西
田
の
言
葉
は
、
こ
の

「身
学
道
」
の
証
で
あ
る
。
こ

の
息
の
集
中
の
内

で
、
集
中
さ
れ
た
自
己
の
全
体
が
、
大
き
な
深
い
静
寂

(沈
黙
)
の
拡
が
り
の
中

へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
。
身
心

一
如
の
禅
定
が
現
前
す
る
。

こ
の
禅
定

(集
中
)
が
、
日
常

の
行
住
坐
臥

の

一
切
に
お
い
て
、
「正
念
相
続
」
や

「動
中
の
工
夫
」
や

「せ
ぬ
時
の
坐
禅
」
と
し
て
行

　

　

　

　

じ
ら
れ
て
ゆ
く
。
修
行
の

「行
」
は
、
日
常

一
切
の
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
「行
道
」
と
し
て

「道
」
を

「行
く
」

こ
と
で
あ
り
、
「歩

歩
是
道
場
」
と
し
て

一
歩

一
歩

「本
分
の
家
郷
」
を
目
指
す
。

い
ち
に
ん

第

七

「忘
牛
存
人
」
は

「到
家
忘
牛
」
と
も
言
わ
れ
、
牛
が
消
え
た

一
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
序
に

「法
に
二
法
無
し
、
牛
を
且
く
宗

と
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「牛
」
を

「真

の
自
己
」
と
見
立

て
て
己
事
究
明
の
道
を
歩
み
尽
く
し
、
今
や
自
己
が
真

に
自
己
自
身
に
な

っ
た
以
上
、
も
は
や
牛
の
姿
と
い
う

「自
己
」

の

〈像
〉
に
用
は
な
い
。
〈人
と
牛
〉
、
〈真
と
実
〉
と

の
分
裂
乖
離
の
二
元
性
は
克
服
さ

れ
、
己
事
究
明
の
道
が
完
ゴ閃

に
到
達
し
た
か

の
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
、
こ
こ
は
未
だ
第
七
の
段
階
で
あ
る
。
ひ

伽
謬
ひ
を
が
廓
庵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

『十
牛
図
』

の
核
心
を
な
す
。

第
八

「人
牛
倶
忘
」
で
は
、
人
も
牛
も
双
方
と
も
消
さ
れ
、
〈図
〉
と
も
言
え
ぬ
空
な
る
円
相
の
み
で
あ
る
。
序
に

「凡
情
脱
落
し
、
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聖
意
皆
空
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
牛
、
迷
悟
、
有
無
な
ど
の

一
切
の
二
元
性
を
打
破
し
た

「廓
然
無
聖
」
、
格
外
超
脱

の
境
位
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
臨
済
の
四
料
簡
な
ら
ば

「人
境
倶
奪
」

の
絶
対
否
定
、
特
に
⑦
の
自
己
完
成
に
対
し
て
は
そ
の
聖
位
を
も
奪
う
絶
対
の
鉄
壁
否

定

で
あ
る
。
実
地
で
い
え
ば
、
禅
定

の
底
、
「無
字
三
昧
」
の
頂
点
、
「
ム
ー

ッ
」
の
拮
堤
の
只
中
で
そ
の

「無
」
を
も
忘
れ
る

「大
死

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

番
」

の
処
で
あ
る
。
ま
さ
に

〈真
空
無
相
〉
、
西
田
の

「絶
対
無
」

の
場
所
で
あ
る
。

第
九

「返
本
還
源
」
の
図
で
は
、
〈川
の
流
れ
と
岸
辺
に
花
咲
く
木
〉
の
み
で
あ
る
。
序
に
は

「本
来
清
浄
に
し
て

一
塵
を
受
け
ず
」
、

　

　

　

　

頒

に
は

「水
は
自
ら
荘
々
、
花
は
自
ら
紅
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
⑧

「大
死

一
番
」

の
絶
対
無
か
ら

「絶
後
に
蘇

っ
た
」
境
位
で
あ
り
、

こ
の
⑨
図
に

「人
か
い
」
と
い
う
こ
と
が
絶
対
否
定
か
ら
端
的
な
肯
定

へ
の
転
換
を
経
た

「自
己
」
の
無
我
性
を

「
お解
か
ら
」
証
明
す
る

　

　

　

と
と
も
に
、
そ
の
無
我
性

の
自
己
表
現
は
極
め
て
単
純
な

「自
-
然
」
と
な
る
。

第
十

「入
邸
垂
手
」
に
は
、
老
若
の
出
会

い
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
街
に
入
り
人
々
へ
手
を
差
し
伸
べ
る

「衆
生
済
度
」
で
あ

る
が
、
あ
く
ま
で
も
済
度
の
意
図
性
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
ふ
か

い
。
序
に

「自
己

の
風
光
を
埋
め
て
、
前
賢

の
途
轍
に
負

く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
己
れ
の
個
性
的
輝
き
で
他
を
圧
倒
す
る
こ
と
も
な
く
、
何
か
信
心
深
い

〈宗
教
的
伝
統
〉
に
固
執
す
る
こ
と
も
な

な

あ
ぎ
と

　

　

　

　

い
。
頒
に

「土
を
抹
で
灰
を
塗
り
、
笑
い
臆

に
満

つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
〈宗
教
的
言
語
〉
を

一
切
口
に
せ
ず
、
た
だ
笑

い
顔
と
そ
の
存

　在
だ
け
で
、
周
囲
の
人
々
の
心
を
明
る
く
晴
朗
に
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
伝
統
を
超
え
た

〈非
宗
教
〉
の
次
元
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
不

　

　

　

　

思
議
な
人
か
ら

「お
前
は
何
処
か
ら
来
た
の
か
」
と
問
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
平
常
の
挨
拶

で
あ
る
ま
ま

に
同
時
に
別
次
元

へ

　

　

　

の
自

覚
を
促
が
す
問
い
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
〈人
か
ら
人

へ
の
伝
燈
〉
と
し
て
、
こ
の
⑩
は
①

へ
の
新
た
な
連
な
り
を
示
唆
す
る
で

あ
ろ
う
。

(
3
)

以
上
に
見
て
き
た
十
牛
図
の
全
体
を

一
括
す
る
よ
う
な
転
語
を
、
禅
の
伝
統

の
内
か
ら
借
り
る
と
す
れ
ば
、
道
元
の

『正
法
眼

蔵
』

の

「現
成
公
案
」
の
有
名
な
以
下
の
句
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(こ
の
廓
庵
の
+
牛
図
は
臨
済
宗
楊
岐
派
に
属
し
、
お
そ
ら
く
曹
洞

　

　

　

　

　

宗

の
道
元

に
は
未
知
無
縁

で
あ
る
ゆ
え
に
、
道

元
の
転
語

は
、
偶
然

の

一
致
よ
り
も
事

柄

の

一
致

と
し
て

一
層
興
味
深

い
と
思
わ
れ
る
。
)



「
(
i
)

仏

道

を

な

ら

ふ
と

い
ふ

は

、
自

己

を

な

ら

ふ
也

。

(
H

)
自

己

を

な

ら

ふ
と

い
ふ

は

、
自

己

を

わ

す

る

る
也

。

(
…m
)
自

己

を

わ

す

る

る
と

い

ふ

は
、

万

法

に
証

せ

ら

る

る
也

。

(
V・-
)

万

法

に
証

せ
ら

る

る

と

い
ふ

は

、
自

己

の
身

心

お

よ

び

他

己

の
身

心

を

し

て
脱

落

せ

し
む

る
也

」
。

(分
節

は
筆
者

に
よ
る
。
)

十

牛

図

の
全

体

は

、

「
仏

道

を

な

ら

ふ
」

た

め

の
案

内

で
あ

る

が
、

こ

れ

が

そ

の
ま

ま

「自

己

を

な

ら

ふ
」

と

同

視

さ

れ

る
点

に
、

己

事

究

明

の
端

的

な

〈
主

体

性

〉

を

重

視

す

る

禅

の
特

性

が

示

さ

れ

て

い
る

。

し

か
も

十

牛

図

で
は

、

こ

の

「自

己

」

が

「牛

」

と

し

て
設

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

定

さ

れ

、
第

一

「
尋

牛

」
①

か

ら

第

七

「
到

家

忘

牛

」

⑦

ま

で

の
修

行

過

程

が

、

ま

さ

に
、

こ

の

「
(
・・
)
仏

道

を

な

ら

ふ
と

い
ふ

は

、

　

　

　

　

　

　

　

自

己
を
な
ら
ふ
也
」
と

い
う

一
連
の

「行
」
の
持
続
と
し
て
、
牛
と
人
と
の
動
的
関
係
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
た
。
人
と
牛
が

一
体
化
し

②

て
牛
が
消
え
た
⑦
は
修
行
の
完
成

で
あ
る
か
に
見
え

禅と西田哲学33

③④

⑤

⑨⑧

〈図3>

 

⑩

た
が
、
同
時
に
修
行
の
危
険

の
頂
点

で
も
あ

っ
た
。

こ
の
第
七

「到
家
忘
牛
」
⑦

か
ら
第
八

「人
牛
倶

　

　

　

　

　

忘
」
⑧

へ
の
決
定
的
飛
躍
は
、
鮮

や
か
に
、
こ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
(
・-・-
)

自

己

を

な

ら

ふ
と

い

ふ

は
、

自

己

を

わ

す

　

　

　

る
る
也
」
に
よ

っ
て
転
語
で
き

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

第
八

「人
牛
倶
忘
」
⑧
か
ら
第
九

「返
本
還
源
」
⑨

　

　

　

　

　

　

　

へ

の
翻

り

は

、
単

純

に

、
次

の

「
(
…m
)
自

己

を

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証

せ
ら
る
る
也
」
に
よ

っ
て
転
語
で
き
る
。
さ
ら
に
第
九

「返
本
還
源
」
⑨

　

　

か
ら
第
十

「
入
邸
垂
手
」
⑩

へ
の
展
開
、
あ
る
い
は

　

　

精
確
に
言
え
ば
、
実
は
⑧
か
ら
⑩

へ
の
展
開
と
も
解



禅と西田哲学 34

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

　

　

　

　

　

す

べ
き

で
あ

ろ
う

が

、

こ

の
⑩

へ
の
展

開

は
、

「
(
V・-
)

万

法

に
証

せ

ら

る

る

と

い
ふ

は
、

自

己

の
身

心

お

よ

び

他

己

の
身

心

を

し

て
脱

落

　

　

　

　

　

せ
し
む
る
也
」
に
よ

っ
て
転
語
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
転
語
か
ら
見
て
も
、
十
牛
図
の
核
心
は
、
①
か
ら
⑦
ま
で
の
過
程
連
関
と
⑧
⑨
⑩
連
関
と
の
次
元
の
差
異
、
特
に
⑦
か
ら

⑧

へ
の
飛
躍

昏非
連
続
)
に
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

〈非
連
続
〉
を
逆
に
⑧
か
ら
、
或

い
は
⑧
⑨
⑩
連
関
か
ら
応
画
か
耶
龍
性
も
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
4
)

そ
こ
で

〈⑧
⑨
⑩
〉
を
別
次
元
と
し
て
こ
れ
と

〈①
か
ら
⑦
ま
で
の
連
関
〉
と

の
関
係
を
再
考
す
る
た
め
に
、

一
つ
の
工
夫
と

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
図
の
全
体
を
置
き
直
す

「内
容
図
」
の
試
み
を
し
て
み
よ
う
。
[3
図
参
照
。]
こ
れ
の
特
徴
は
、
十
牛
図
を
①
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら
⑩

へ
の

一
直
線
の
階
梯
と
見
る
の
で
は
な
く
、
先
ず
①
と
⑦
と
を
点
線

に
て
円
環
状
に
結
ん
で
見
る
所
に
あ
る
。
し
か
も

〈⑧
⑨
⑩
〉

　

　

を
、

一
体
と
し
て
も
は
や
階
梯

や
順
序
を
問
わ
ず
、
⑦
と
⑧
と
の
連
関
が
際
立

つ
よ
う
に
、
〈①
か
ら
⑦
の
円
環
〉

の
根
底
に
措

い
て
見

(
1
)

る
の
で
あ
る
。

こ
の

「内
容
図
」
か
ら
は
、
実
地
の
修
行
の

〈真

・
実
〉
の
再
考
が
鋭
く
容
易
に
な
る
。
か
の
円
環
に
は
、
現
実

の
修
行
の

〈理
〉
と

〈
事
〉
を
柔
軟
に
見
る
実
地
の
工
夫
が
あ
る
。
〈理
〉
と
し
て
は
、
①
か
ら
⑦

へ
の
段
階
的
な
向
上
を
想
定

で
き
る
が
、
〈事
〉
と
し
て
は

　

　

　

ど
う
か
。
①
か
ら
⑦

へ
の
向
上
の

〈理
〉
は
、
⑦
か
ら
①

へ
の
転
落

の

〈事
〉
と
表
裏
す
る
。
〈今

一
歩
向
上
か
、
転
落
か
〉
は
そ
の
都

　

　

　

　

度
、
問
わ
れ
る
。
実
に
①
か
ら
⑦

の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
前
後
裁
断
し
て
後
先
を
見
な
い

「行
」
の
集
中
こ
そ
が
要
で
あ
り
、
そ
の
都

　

　

　

度

の

〈忘
牛
〉
、
そ
の
都
度

の

〈段
階

の
忘
却
〉
こ
そ
が

「行
」

の
相
続

で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
⑦

の

「到
家
忘

牛
」
の

〈真
〉
に
最

　

　

　

　

大

の
危
険

(停
滞
)
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
「到
家
」
し
た
の
だ
と
、
〈段
階
〉
を
意
識
し
た
瞬
間
に
既
に
転
落

・
逆
転

の
始
ま
り
が
あ
り
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

或

い
は
①
の

「尋
牛
」
(11
発
心
)
へ
の
新
た
な

〈出
直
し
〉
と
な
り
、
修
行

の

〈や
り
直
し
〉
が
不
可
欠
と
な
る
。
「理
は
頓
に
悟
る
も
、

事

は
漸
を
以

っ
て
修
む
」
と
い
う

〈事

・
理
の
表
裏
反
復
〉
が

「行
」
の
具
体
性
を
な
す
。

　

　

因
み
に
、
⑦
の

「到
家
忘
牛
」
は
、
自
得
禅
師
の

『六
牛
図
』
で
は
、
「①
起
心
、
②
初
入
、
③
未
純
、
④
真
心
、
⑤
双
忘
、
⑥
遊
戯
」
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の
う

ち

の
第

四

「
真

心

」

に
対

応

し
、

そ

の
序

に

は

「更

に

妄

念

な

く

唯

一
真

心

な

り

」

と

あ

る

。

こ

の

〈
唯

一

・
真

心

〉

と

は

、

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

行

三
昧
」

の
事
上
練
磨
を
重
ね
て
、
人
牛

一
体
、
心
身

一
如

の
禅
定
の
ロ
ハ中
か
ら
の

「清
浄
湛
然

・
通
身
明
白
」
な
る

「乾
坤
只

一
人
」

　

　

　

　

の

〈真
性
〉

の
現
成
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
為
す

「行
」
と
し
て
、
こ
れ
以
上
の

〈高
み
〉
は
も
う
無
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〈真
性
〉
と

〈
一
性
〉
を
打
破
す
る
所
に
こ
そ
、
禅
の
生
命
が
あ
る
。
な
ぜ

〈真
〉
を
打
破
し

〈
一
〉
ま
で
を
没
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
、
〈真
〉
の
架
空
性

・
表
象
性

・
観
念
性
を
破
る
徹
底
し
た

〈現
実
〉
把
握

の
た
め
で
あ
り
、
同
時
に

〈
一
〉

の
完
結
性

・
閉

鎖
性

・
自
縛
性
を
脱
す
る
徹
底
し
た

〈人
〉
の

〈自
由
〉
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
決
定
的
に
は
、
〈智
慧
〉
を
尽
く
し
て

〈慈
悲
〉

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ
出
る
禅

の
根
源
的
宗
教
性
の
次
元
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

　

最
後
に
、
⑧
⑨
⑩
連
関
か
ら
逆
に
全
体
の
位
置
を

一
瞥
し
よ
う
。
上
記
の

「内
容
図
」
で
⑧
を
見
る
と
、
⑧
は
、

〈空
円
相
〉
で
あ
り
、

　

　

①

か
ら
⑦
ま
で
の
円
還
全
体

の

〈根
底
〉
に
し
て

〈場
所
〉
に
置
か
れ
て
い
る
と
共
に
、
各
図
の
そ
の
都
度
の
舞
台

に
し
て
、
文
字
通
り　

の

〈
円

窓

〉

の
形

を

な
す

こ
と

に
気

づ

か

さ

れ

る
。

ド

イ

ツ
語

で

「
牛

の
眼

」

(
ゆ
巳

窪
σq
Φ
)
と

は
船

の

「
丸

窓

」

の

こ
と

で
あ

る
が

、
⑧

　

　

　

　

　

　

　

の
円
相
は
、
ま
さ
に
丸
窓
で
あ
り
、
牛
に
な

っ
た
人
自
身
を
も
空
じ
た

「見
る
者
な
く
し
て
見
る
眼
」
(人
牛
不
見
の
眼
)
に
他
な
ら
な
い
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
切
を
映
す
心

の
鏡
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
絶
対
に
映
さ
れ
え
な
い
眼
で
あ
る
故
に
、
⑧
の
円
相
も

一
時
の

〈図

・
形
〉
に
す
ぎ
な
い
。

　

　

眼
は
眼
を
見
な
い
。
⑧

の
み
は
、
他

の

一
切
の
階
梯
の
如
き
独
立
の
自
存
性
を
絶
対
に
持
ち
得
な
い

「空
」
(無
相
)、
「無

い
も
の
」
に

　

　

　

　

　

他
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
仏
教

の
根
本
、
「色
即
是
空

・
空
即
是
色
」
の

「空
」
の

〈場
所
性
〉
が
理
解
さ
れ
る
。
〈
空
〉
は
、
我
々
が
そ　

れ

に
対
象
的
に
向
か
い
得

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

一
切
の
現
実
の
、
①
か
ら
⑦

の
我
々
の

「行
」
の
活
動
全
体
の

「絶
対
的
な
此

　

　

　

　

　

　

　

岸

」

(西
谷
啓
治

)

で
あ

り

、

そ

の

「
行

」

(
11

「
見

る
も

の
な
く

し
て
見

る
」
)

の

「
無

の
場

所

」

(
西
田
幾
多

郎
)

で
あ

ろ
う

。

し

か

し

、

こ

　

　

の

「
場

所

」

や

「
此

岸

」

は
、

決

し

て
何

か

〈
空

間

〉

の
よ

う

な

も

の

で

は

な

く

、

時

空

(内

外
)
を

絶

し

た

、

「
自

己

」

以

前

、

一
切

　

　

　

　

　

の

「行
」
(11
活
動
)
以
前

の
次
元
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
次
元

へ
の
飛
躍

・
翻
入
は
、
正
統
的
に
は
⑦
か
ら
⑧

へ
の

「向
上
の

一
路
」
に

存
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
人
①
か
ら
⑦
〉
の
ど
こ
か
ら
で
も
そ
の
都
度

コ

超
直
入
」
に

「退
歩
」
↑

「廻
光
返
照
の
退
歩
」)
す
る
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こ
と
に
よ

っ
て
、
即
ち
、
脱
自
的
に
自
己
よ
り
近
い
、
自
己
以
前

の

〈根
底
即
無
底
〉
に
立
ち
返
る
仕
方
で
、
遂
行

さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。結

局
、
廓
庵

『十
牛
図
』
は
、
「牛
」
の
出
現
は
途
中
の
③
④
⑤
⑥
の
四
図
に
限
定
さ
れ
る
が
、
実
は

「円
相
」
と
い
う

〈隠
し
テ
ー

マ
〉
が
眼
前
に
事
実
と
し
て
終
始
①
か
ら
⑩
ま
で
表
現
さ
れ
て
い
る

「十
円
相
図
」
に
他
な
ら
な
い
。
テ
キ
ス
ト
冒
頭
、
第

一

「尋
牛
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
序
に

「従
来
失
せ
ず
、
何
ぞ
追
尋
を
用
い
ん
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ

っ
た
。
⑧
か
ら
見
直
す
こ
と
で
、

一
切
の
全
体
が

一
変

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す
る
。
①
は
、
単
に
①
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
⑧
の
①

(①
/
⑧
)
に
他
な
ら
な
い
。
①
か
ら
⑦
、
ま
た
⑦
か
ら
①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
円
環
す
べ
て
が
各
々

「⑧
に
於

い
て
」
と

い
う

〈場
所
性
〉
を
含
ん
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈①
か
ら
⑦

の
円
環
〉
を
修
行
の

〈
修
〉
と
し
、
〈⑧
⑨
⑩
〉
を

〈証
〉
と
す
る
な
ら
ば
、
廓
庵
は
大
胆
に
も

〈証
〉
を

〈修
〉
に
含
め
る
こ
と
で

〈修
〉
の

一
切
を

〈証
〉

と
化
し
、
〈証
〉
の

一
切
を
現
実
の
世
界
と
し
た
の
で
あ
る

(柳
田
聖
山
)。
こ
の

〈証
の
修
〉
と

〈修
の
証
〉
と
の
相
互
浸
透
に
禅
の
生

命
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
の

「修
証

一
等
」
に
禅
の
生
き
た
宗
教
性
が
あ
る
。

　

　

　

　

　

か
く
し
て
西
田
の

〈場
所
〉
論
の
着
想
は
、
『十
牛
図
』
か
ら
見
直
す
と
理
解
し
や
す
く
な
る
。
①
か
ら
③
、
特

に
③
の

「見
牛
」
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「純
粋
経
験
」
を
、
④
か
ら
⑦

へ
の
展
開
に

〈行
為
的
自
己
〉

の

「自
覚
」
の
深
ま
り
を
、
そ
し
て
⑧

の

〈空
円
相
〉
に

「無
の
場
所
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を
看
取
で
き
よ
う
。
③
の

「純
粋
経
験
」
は
、
本
来
的
に

〈③
/
⑧
〉
と
し
て
⑧
の

「場
所
」
ま
で
の
展
開
を
孕
ま
ざ
る
を
え
な
い
故
に
、

後

の

「行
為
的
直
観
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
後
期
西
田
の

「表
現
」
思
想
と
は
、
「自
己
の
根
源
に
徹
し
て
」
⑧
を
抜
け
て
、
〈⑧
の
円
窓

か
ら
見
た

一
切
〉
と
し
て
の

「万
法

の
証
」
(ー

「世
界
の
自
己
表
現
」
)
で
あ
ろ
う
。
「形
な
き
も
の
の
形
、
声
な
き
も

の
の
声
」
は
、
⑧

の

「見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
場
所
性

の

「自
己
」
表
現
で
も
あ
る
。
こ
の
⑧
か
ら
の
新
た
な
眼
こ
そ
が
、
「自
己
か
ら
世
界
を
見
る
」

(刈
ーNOω)
立
場
を
破
り
、
「世
界
か
ら
自
己
を
見
直
す
」
よ
う
な

「世
界

の
自
己
表
現
」
思
想
を
生
み
出
す
の
で
あ

る
。
最
後

の
⑧
⑨
⑩

　

　

　

　

　

　

　

　

は

「
神

.
世

界

・
人

間

」

(上

田
閑

照
)
と

し

て

の

み
な

ら

ず

、

《
仏

・
法

・
僧

》

の

一
体

三
宝

と

し

て
新

た

な

理

解

を

喚

起

す

る

で
あ

ろ

う

(拙
論
参
照
)
。



註(
1
)

こ
の

「内
容
図
」

に
よ
る
見
直
し
は
、
静
岡
臨
済
寺
僧
堂
師
家

阿
部
宗
徹

(無
底
窟
)
老
師

の
御
教
示
に
基

づ
く
筆
者

の
比
較
的

自
由
な
解
釈

で
あ

る
。
筆
者

の
力
量
不
足

の
故

の
曲
解

の
少
な
き

を
希
う
。

附

記
西

田
幾
多
郎
全
集

(岩
波

一
九
八
〇
年
)
及
び
鈴
木

大
拙
全
集

(
増

補
新
版

岩
波
)
か
ら

の
引
用
は
、
巻

数
と
頁
数

と
を

ハ
イ

フ
ン
で
繋

ぎ

ア
ラ
ビ

ア
数
字

で
示
し
た
。
引
用
文
内

の
強
調
や
分
節

は
断

り

の
な

い
限
り
、
す

べ
て
筆

者
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
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