


企画展「禅と西田幾多郎」 

は
じ
め
に 

   
禅
と
哲
学
者
―
―
そ
れ
は
、
「
言
葉
で
到
達
で
き
な
い
境
涯
」

と
「
言
葉
の
限
り
を
尽
す
者
」と
の
対
峙
と
い
え
ま
す
。 

西
田
幾
多
郎
が
、
禅
の
修
行
を
続
け
、
名
著
『善
の
研
究
』
を
執

筆
し
て
い
た
三
十
代
か
ら
、
生
涯
を
か
け
て
念
願
し
続
け
た
禅

と
哲
学
の
結
合
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

後
に
「日
本
を
代
表
す
る
哲
学
者
」と
な
る
西
田
が
、
特
に
禅

の
修
行
に
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
の
は
、
ま
だ
彼
が
金
沢
で
四
高
講

師
を
し
て
い
た
二
十
代
後
半
で
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
家
庭
的
に

は
、
西
田
家
の
没
落
・
親
族
や
両
親
の
不
和
・妻
と
の
離
縁
な
ど

が
あ
い
つ
ぎ
、
社
会
的
に
は
、
語
学
教
師
と
し
て
高
校
等
を
や
む

な
く
転
々
と
す
る
と
い
う
、
彼
に
と
っ
て
非
常
に
不
安
定
で
悩

み
多
き
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。 

  

そ
の
よ
う
に
日
常
生
活
が
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
西
田
は
家

で
毎
日
の
よ
う
に
朝
昼
晩
と
坐
禅
を
し
、
金
沢
卯
辰
山
の
洗
心

庵
や
京
都
妙
心
寺
へ
参
禅
を
続
け
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
決
し

て
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
日
常
生
活
か
ら
の
逃
避
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
彼
が
選
ん
だ
「
禅
の

修
行
」と
は
、
そ
う
し
た
現
実
を
直
視
す
る
作
業
で
し
た
。 

  

今
回
の
企
画
展
で
は
、
西
田
が
自
ら
残
し
た
禅
語
の
「
書
」
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
書
自
体
は
、
四
十
代
以
降
に
揮
毫
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
そ
の
源
泉
は
、
彼
が
若
か
り
し
頃
に
修
行
し
た

禅
体
験
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
さ
な
企
画
展
だ
け
で
「
禅
を
知

る
」
こ
と
が
で
き
る
と
は
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
が
、
西
田
幾
多
郎

を
通
し
た
禅
、
禅
を
通
し
た
西
田
幾
多
郎
、
そ
し
て
そ
こ
に
横

た
わ
る
「日
常
」
を
知
る
小
さ
な
契
機
に
な
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま

す
。 

  

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
企
画
展
の
開
催
に
際
し
、
展
示

品
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
方
、
な
ら
び
に
関
係
者
の
皆
様
に
対

し
ま
し
て
、
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。  

 

石
川
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西
田
幾
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郎
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念
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企画展「禅と西田幾多郎」 

柳
緑
花
紅 

寸
心 

 

柳
や
な
ぎ

は
緑

み
ど
り 

花は
な

は

紅
く
れ
な
い 

 

  

柳
は
緑
の
糸
を
落
と
し
、
花
は
紅
色
に

咲
い
て
い
る
。
何
の
変
わ
り
ば
え
も
な
い

春
の
情
景
で
す
が
、
そ
の
当
り
前
の
日
常

生
活
の
中
に
、
真
の
美
し
さ
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
目
の
前
の
柳
は
そ
の
ま
ま

緑
で
よ
い
し
、
花
は
そ
の
ま
ま
紅
で
よ
い
。

わ
ざ
わ
ざ
柳
と
花
を
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が

美
し
い
、
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
言
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
で

在
る
が
ま
ま
で
よ
い
。
人
間
も
同
じ
こ
と

で
す
。 

 

そ
う
は
言
っ
て
も
、
世
の
中
に
は
た
く

さ
ん
の
「区
別
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
区
別

か
ら
、
差
別
・
比
較
・優
劣
・
競
争
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
禅

で
は
、
そ
う
し
た
区
別
（
分
別

ふ
ん
べ
つ

）
を
避
け
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
そ
の
区
別
を
見
な
い
ふ
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
真
実
の
ま
ま
に
見
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
く
っ
き
り
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
や
は
り
柳
は
柳
で
あ
っ
て
、
花
は
花
で

す
。
無
理
に
柳
を
花
だ
と
思
う
こ
と
も
、
同
じ
モ
ノ
だ
と
思
う
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
り
、

そ
の
個
性
を
生
か
し
た
ま
ま
、
そ
こ
に
真
実
を
見
れ
ば
よ
い
の
で

す
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
優
劣
も
競
争
も
な
い
、
個
々
が
あ
る
が
ま

ま
に
生
き
て
い
る
世
界
が
ひ
ら
け
て
い
ま
す
。 

 

『
金
剛
経
川
老
註
中
』
、
『
東
坡
禅
喜
集
』 

『
西
田
幾
多
郎
遺
墨
集
』
（以
下
『
遺
墨
集
』
）
一
六
八 

No.１ 

２ 



No.２  
 

一
夜
落
花
雨 

満
城
流
水
香 

寸
心 

 
 

 
 

一い
ち

夜や 
落
花

ら

っ
か

の
雨あ

め 

満
城

ま
ん
じ
ょ
う 

流
水

り
ゅ
う
す
い 

香
か
ん
ば

し 

 

一
夜
に
し
て
花
々
を
散
ら
す
雨
が
降
り
、
街
全
体
に
清
ら
か

な
水
が
流
れ
、
空
気
に
は
そ
の
香
り
が
満
ち
て
、
澄
み
わ
た
っ
た

春
の
早
朝
に
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
だ
け
で
も
美
し
い
詩
で
す

が
、
禅
的
に
も
深
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
詩
は
、
中
国
宋
代
の
禅
僧
・
雪
竇

せ
つ
と
う

（
道
元
の
師
如
浄

に
ょ
じ
ょ
う

の
師
）

が
作
っ
た
五
言
絶
句
の
後
半
で
あ
り
、
実
は
、 

 
 

世
尊

せ

そ

ん 

有
密
語

み

つ
ご

あ

り 

迦
葉

か
し
ょ
う 

不
覆
蔵

ふ
ぞ
う

せ
ず 

と
い
う
句
が
そ
の
前
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
世
尊
（ブ
ッ
ダ
）に
は

密
語
―
真
実
の
自
己
に
関
し
て
切
れ
る
こ
と
の
な
い
親
密
な
言

葉
―
が
あ
る
。
十
大
仏
弟
子
の
一
人
・
迦
葉
（
カ
ー
シ
ャ
パ
）に

は
、
そ
れ
を
覆
い
隠
し
て
蔵
す
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
世
尊
が
霊
鷲
山

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

で
一
本
の
華
を
手
に
し
て
示
し
た

と
こ
ろ
、
皆
が
そ
の
意
味
を
わ
か
ら
ず
黙
っ
て
い
た
と
き
、
迦
葉

だ
け
が
意
味
を
理
解
し
て
微
笑
ん
だ
た
め
、
世
尊
は
迦
葉
に
仏

法
の
真
髄
（
正
法
眼
蔵
）
を
伝
え
た
と
い
い
ま
す
。
禅
宗
の
基
礎

を
な
す
不
立
文
字

ふ
り
ゅ
う
も
ん
じ

・
教
外
別
伝

き
ょ
う
げ
べ
つ
で
ん

を
示
す
伝
説
的
な
拈
華
微
笑

ね
ん
げ
み
し
ょ
う

の
故
事
で
す
が
、
こ
う
し
た
世
尊
（
師
）
と
迦
葉
（
弟
子
）
の
在
り

方
が
、
こ
の
「
一
夜
落
花
雨
…
」に
も
表
れ
て
い
ま
す
。 

 

解
釈
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
落
花
の
雨
」
と
は
師
か
ら
の
〈
法

の
教
え
〉
で
あ
り
、
「
城
」
は
弟
子
の
〈心
身
〉と
言
え
ま
す
。
花
が

「
一
夜
」で
落
ち
た
と
し
て
も
、
雨
に
よ
っ
て
散
る
ま
で
に
咲
き
ほ

こ
る
た
め
に
は
幾
度
と
な
い
「
雨
」
が
必
要
で
す
。
そ
う
し
た
「落

花
の
雨
」
が
「
城
」に
降
り
そ
そ
ぎ
、
「
城
」
は
そ
の
全
て
に
「
雨
」
の

水
を
流
し
て
、
「
香
」
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
花
・
雨
・
城
・
香
の
ど
れ

も
が
切
り
離
さ
れ
な
い
「
密
」
と
な
り
ま
す
。 

『
正
法
眼
蔵
』
「第
四
十
五 

密
語
」、
『
遺
墨
集
』
一
一
三 
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企画展「禅と西田幾多郎」 

 
 

廓
然

か
く
ね
ん 

無
聖

む
し
ょ
う 

寸
心 

 

（
画
は
達
磨

ダ

ル

マ

の
横
顔
） 

 

仏
教
を
熱
心
に
信
奉
し
て
い
た
梁
の
武
帝
は
、
達
磨
禅
師
が
イ

ン
ド
か
ら
中
国
に
や
っ
て
き
た
と
聞
い
て
、
達
磨
を
宮
中
に
招
い

て
質
問
を
し
ま
し
た
。 

 

武
帝
は
、
ま
ず
「私
は
、
寺
を
建
立
し
、
多
く
の
僧
を
供
養
し

た
が
、
ど
の
よ
う
な
功
徳

く

ど

く

が
あ
る
の
か
」
と
達
磨
に
尋
ね
、
自
分

の
功
徳
の
大
き
さ
を
確
認
し
よ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
達
磨

は
「功
徳
な
ど
無
い
（
無
功
徳
）
」と
む
げ
に
否
定
し
ま
す
。
さ
ら

に
武
帝
は
「
で
は
、
仏
が
教
え
た
と
い
う
聖
な
る
真
理
（
聖
諦
）
の

中
で
も
、
最
も
大
事
な
意
義
（
第
一
義
）
と
は
何
か
」
と
尋
ね
ま

す
が
、
達
磨
は
「廓
然
無
聖
」と
喝
破
し
た
と
い
い
ま
す
。 

 

「廓
」と
は
、
一
応
は
枠
で
囲
わ
れ
た
そ
の
中
に
何
も
無
く
か

No.３ 

ら
っ
ぽ
で
広
々
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
「廓
然
」と
は
、
雲
一
つ

な
い
快
晴
の
空
の
よ
う
に
カ
ラ
ッ
と
し
て
何
も
な
い
様
子
を
表
し

ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
言
う
「
無
聖
」
と
は
、
宗
教
的
な
価
値
で

あ
る
「
聖
な
る
真
理
」
さ
え
も
無
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
自
分
の

功
徳
や
聖
な
る
真
理
に
対
し
て
武
帝
が
持
っ
て
い
る
執
着
を
見

事
に
退
け
な
が
ら
、
大
乗
仏
教
の
特
徴
で
あ
り
根
本
で
あ
る

「
空
」
が
現
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
廓
然
無
聖
」
に
は
、
世
間
的
な
価
値
（
俗
）に
執
着
す
る
こ
と

が
否
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
な
価
値
（
聖
）
へ
の
執
着

さ
え
も
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
聖
と
俗
と
い
う
二
元

的
な
対
立
を
超
え
な
が
ら
も
、
絶
望
的
な
虚
無
に
陥
る
こ
と
な

く
、
そ
こ
に
は
ど
こ
か
カ
ラ
リ
と
晴
れ
晴
れ
し
た
肯
定
が
う
か
が

え
、
ま
さ
に
禅
の
特
色
を
表
す
言
葉
と
い
え
ま
す
。 

 

『
碧
巌
録
』
一
、
『
遺
墨
集
』
二
〇
八 

４ 
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乾
坤
無
地
卓
孤 

 

且
喜
人
空
法
亦
空 

 
 

珍
重
大
元
三
尺
剣
電
光
影
裏
斬
春
風 

  
 

 

乾
坤

け
ん
こ
ん 

孤
□

こ
き
ゅ
う

を
卓た

つ

る
に
地ち

な
し 

 

 
 

 

且
喜

し

ょ
き

す
ら
く
は
人ひ

と 
空く

う 
法ほ

う

も
亦ま

た

空
な
り 

 
 

 

珍
重

ち
ん
ち
ょ
う

す
大
元

た
い
げ
ん

三
尺

さ
ん
じ
ゃ
く

の
剣け

ん 
 

 
 

 

電
光
影
裏

で
ん
こ
う
え
い
り 

春
風

し
ゅ
ん
ぷ
う

を
斬き

る 
  

中
国
南
宋
の
末
期
の
禅
僧
・
無
学

む

が

く

祖
元

そ

げ

ん

の
言
葉
で
す
。
モ
ン
ゴ

ル
（元
）
の
軍
勢
が
南
宋
の
温
州
を
襲
っ
た
と
き
能
仁
寺
に
滞
在

し
て
い
た
祖
元
は
、
寺
の
雲
水
達
が
皆
逃
げ
去
っ
た
後
も
、
ひ
と

り
悠
々
と
坐
禅
し
て
い
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
寺
に
も
元
軍
が
乱
入

し
、
元
兵
が
白
刃
を
祖
元
の
首
に
当
て
た
と
き
、
祖
元
は
少
し

も
動
ぜ
ず
に
、
こ
の
偈
を
述
べ
た
と
い
い
ま
す
。 

No.４ 

 

乾
坤
（
天
地
）に
は
一
本
の
杖
を
立
て
る
所
も
な
い
。
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
、
人
（
主
観
）
は
空
で
あ
り
、
法
（客
観
）
も
ま

た
空
で
あ
る
。
い
っ
さ
い
は
空
な
の
だ
か
ら
、
元
兵
の
三
尺
も

の
剣
で
斬
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
も
の
は
、
電
光
の
一
閃
が
春
風
を
斬
る
よ
う
な
も
の

だ
。
空
を
斬
っ
て
も
手
ご
た
え
は
あ
る
ま
い 

  

元
兵
は
祖
元
の
説
法
に
聞
き
入
り
、
そ
の
命
を
と
ら
ず
に
去
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
に
祖
元
は
、
北
条
時
宗

と
き
む
ね

の
招
き
で

日
本
に
渡
り
、
時
宗
の
禅
師
と
な
り
、
元
の
日
本
襲
来
を
防
ぐ

時
宗
の
精
神
的
支
え
と
な
り
ま
し
た
。
鎌
倉
円
覚
寺
の
開
山
と

な
り
、
時
宗
の
没
後
二
年
で
世
を
去
り
、
仏
光
国
師
の

諡
お
く
り
な

を

受
け
ま
し
た
。 

『
仏
光
録
』
、
『
遺
墨
集
』
一
八
八 

５ 

電
光
影
裏
斬
春
風 

寸
心 
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道
不
属
知
不
知 

寸
心 

 
 

 

道
は
、
知
に
も
不
知
に
も
属
さ
ず 

  

唐
代
の
禅
僧
の
南
泉

な
ん
せ
ん

と
趙

州

じ
ょ
う
し
ゅ
う

の
師
弟
の
問
答
に
由
来
し
ま

す
。
弟
子
・
趙
州
が
「道
」
に
つ
い
て
師
に
尋
ね
ま
す
。 

 

趙
州 

「
道
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
」 

南
泉 

「
日
常
の
心
が
道
で
あ
る
（
平
常
心
是
道
）」 

趙
州 

「
で
は
、
努
力
し
て
そ
れ
に
向
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
」 

南
泉 

「
い
や
、
そ
れ
に
向
お
う
と
す
る
と
逆
に
逸
れ
て
し
ま
う
」 

趙
州 

「
し
か
し
、
向
お
う
と
も
し
な
い
で
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
道

だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」 

南
泉 

「道
と
は
、
知
る
と
か
知
ら
な
い
と
か
い
う
「
知
」に
属
す

No.５ 

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
（
道
不
属
知
不
知
）
。
道
を
知

る
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
妄
想
に
す
ぎ
な
い
し
、
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
る
ま

い
。
し
か
し
、
も
し
本
当
に
疑
い
の
な
い
道
に
達
し
て
生

き
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
大
空
の
よ
う
に
カ
ラ
リ
と

す
る
（
廓
然
）
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
詮

索
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」 

  

禅
語
と
し
て
は
、
元
は
南
泉
の
師
・
馬
祖

ば

そ

の
言
葉
で
あ
り
、
端

的
に
道
の
日
常
性
を
述
べ
る
「
平
常
心
是
道

び
ょ
う
じ
ょ
う
し
ん
こ
れ
ど
う

」
の
方
が
有
名
で

す
。
こ
の
道
の
日
常
性
は
、
禅
だ
け
で
な
く
、
剣
の
道
に
も
通
じ

ま
す
。
柳
生
宗
矩

む
ね
の
り

は
、
『
兵
法
家
伝
書
』
の
中
で
「
道
と
は
何
た
る

事
を
云
ふ
ぞ
と
と
へ
ば
、
常
の
心
を
道
と
云
ふ
也
と
こ
た
へ
ら
れ

た
り
。
実
の
至
極
の
事
也
」
と
右
の
問
答
を
解
説
し
、
ま
た
「此

平
常
心
を
も
つ
て
一
切
の
事
を
な
す
人
、
是
を
名
人
と
云
ふ

也
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
名
人
は
、
命
に
か
か
わ
る
危
機
で
も
、

６ 
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変
わ
る
こ
と
な
く
平
常
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
日
常
稽
古
の
時
の
心
が
そ
の
ま
ま
危
機
に
お
け
る
心

と
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
変
わ
ら
ぬ
平
常
心
が
つ
く
ら
れ
る
日

常
そ
の
も
の
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
に
な
り
ま
す
。
茶
の
道

で
は
、
千
利
休
は
「
茶
の
湯
と
は
た
だ
湯
を
わ
か
し
茶
を
点
て
て

飲
む
ば
か
り
な
る
も
の
と
こ
そ
知
れ
」
と
言
い
ま
し
た
。 

 

一
方
、
西
田
幾
多
郎
に
は
「我
々
の
最
も
平
凡
な
日
常
の
生

活
が
何
で
あ
る
か
を
最
も
深
く
掴
む
こ
と
に
依
っ
て
最
も
深
い

哲
学
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
真
理

は
日
常
の
奥
底
に
あ
り
、
単
な
る
研
究
対
象
と
し
て
向
う
よ
う

な
「知
識
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『善
の
研
究
』
（第
三
篇
第
十
章
）

に
も
「
古
人
も
道
は
知
、
不
知
に
属
せ
ず
」
の
引
用
が
見
ら
れ
ま

す
。
西
田
に
と
っ
て
、
趙
州
の
道
は
、
哲
学
の
真
理
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

『
馬
祖
語
録
』
、
『
趙
州
録
』
、
『
無
門
関
』
十
九 

『
遺
墨
集
』
二
一
三 

７ 

寸
心

す
ん
し
ん

の
法
号
授
書 

 

  

金
沢
四
高
教
授
で
あ
っ
た
西
田
幾
多
郎

は
、
時
を
見
つ
け
て
は
、
金
沢
卯
辰
山

う

た
つ
や

ま

の
麓

に
あ
る
洗
心
庵

せ
ん
し
ん
あ
ん

の
雪
門

せ
つ
も
ん

禅
師
に
参
禅
を

続
け
ま
し
た
。
明
治
三
十
四
年
三
月
、
雪

門
は
、
そ
う
し
た
西
田
の
修
行
の
落
ち
着

き
を
見
て
、
戒
を
施
し
、
居
士
（禅
の
在
家

修
行
者
）と
し
て
「寸
心
」と
い
う
号
を
与

え
、
正
式
な
弟
子
と
し
ま
し
た
。 

 

西
田
は
、
自
分
の
書
の
ほ
ぼ
全
て
に
こ
の

「
寸
心
」
と
い
う
号
を
用
い
て
い
ま
す
。 

（
図
録
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』
よ
り
） 

禅
に
関
す
る
常
設
展
示
① 

 

 
 

 

法
号 

授 

 
 

寸
心 

居
士 

与 明
治
三
十
四
年
三
月 

 
 

通
玄
廬 

 

 
 

 
 

 

雪
門 



企画展「禅と西田幾多郎」 

難
問
に
、
論
理
的
に
説
明
せ
ず
に
、
次
の
杜
甫
の
詩
の
一
節
で

見
事
に
応
じ
ま
す
。 

  

「長
憶
江
南
三
月
裏 

鷓
鴣
啼
處
百
花
香
」 

 
 

長
と
こ
し
な

え
に
憶
う
江
南
三
月
の
裏う

ち

、
鷓
鴣

し

ゃ

こ

啼
く
処

と
こ
ろ

百
花
香

ひ
ゃ
っ
か
か
ん
ば

し 

  

江
南
は
中
国
で
最
も
風
光
明
媚
な
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
陰
暦

三
月
と
も
な
る
と
、
姿
は
見
え
な
い
が
鷓
鴣
が
美
し
い
声
色
で

鳴
き
、
桃
・
杏
な
ど
百
の
花
々
が
香
し
く
咲
き
乱
れ
ま
す
。
そ

う
し
た
春
景
色
を
憶
い
慕
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
詩
で

す
。
こ
の
返
答
は
、
美
し
い
現
象
世
界
に
意
識
を
向
け
な
が
ら

も
、
そ
こ
に
は
同
時
に
内
的
な
沈
潜
が
あ
り
、
互
い
に
打
ち
消

し
合
っ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
意
図
で
し
ょ
う
か
。
姿
の
見
え
な
い

鷓
鴣
は
、
内
へ
の
沈
潜
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
す
。 

 

西
田
幾
多
郎
は
、
論
理
的
な
（
そ
し
て
難
解
な
）
説
明
を
長
々

と
す
る
「哲
学
者
」
で
す
が
、
詩
を
詠
み
、
書
を
揮
毫
す
る
と
き

に
は
、
要
点
を
捉
え
な
が
ら
も
さ
ら
り
と
し
た
「
百
花
香
」
の
よ

う
な
句
を
好
み
ま
し
た
。  

『
無
門
関
』
二
十
四
、
『
遺
墨
集
』
六
二 

百
花

ひ
ゃ
っ
か

香か
ん
ば
し 

寸
心 

 

中
国
唐
代
末
の
禅
僧
・
風
穴

ふ
う
け
つ

に
、
あ
る

僧
が
次
の
よ
う
な
難
問
を
出
し
ま
し
た
。 

「
黙
っ
て
い
れ
ば
、
意
識
は
内
へ
と
向

か
っ
て
沈
み
こ
み
、
外
界
か
ら
離
れ
て

平
等
・絶
対
の
境
地
に
入
り
ま
す
。

一
方
、
言
葉
を
発
す
れ
ば
、
意
識
が

外
の
様
々
な
現
象
に
向
か
っ
て
い
き
、

区
別
・相
対
の
世
界
に
入
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
黙
す
れ
ば
、
相
対
的
な
日

常
世
界
か
ら
隔
絶
し
て
し
ま
い
、
言

葉
を
発
す
れ
ば
、
絶
対
的
な
境
地
に

は
入
れ
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
、
そ
の
ど

ち
ら
を
も
犯
さ
ず
に
す
む
の
で
し
ょ

う
か
。
」 

 

そ
こ
で
風
穴
は
、
こ
う
し
た
理
屈
っ
ぽ
い

No.６ 

８ 
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し
、
そ
の
訪
問
は
西
田
の
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
、
彼
は
、
翌
年
に
ま
た
滴
水
に
教
え
を
乞
う
手
紙
を
送
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
手
紙
に
対
す
る
滴
水
の
峻
烈
な
返
事
が
こ
れ
で

す
。 

  

「
我
に
語
句
無
く
、
一
法
の
人
に
与
え
る
も
の
無
し
」
は
、
も
と

は
中
国
の
禅
僧
・
徳
山

と
く
ざ
ん

の
語
で
す
。
中
央
に
大
き
く
書
か
れ
た

「
無
」
は
、
「
与
え
る
も
の
無
し
」と
い
う
語
の
本
来
の
内
容
を
ず

ば
り
と
呈
示
し
て
い
ま
す
。
「
無
」以
外
に
私
に
は
何
も
教
示
す

る
こ
と
は
な
い
、
今
後
筆
談
は
御
免
だ
と
い
う
言
葉
は
、
禅
的
に

は
い
ち
ば
ん
親
切
な
教
え
で
も
あ
り
ま
す
。
後
に
そ
の
意
を
理

解
し
た
に
ち
が
い
な
い
西
田
は
、
こ
の
手
紙
を
大
切
に
保
管
し
て

掛
軸
に
し
ま
し
た
。 

（
図
録
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』
よ
り
） 

西
田
幾
多
郎
宛
の
滴
水

て
き
す
い

禅
師
書
簡 

  

洗
心
庵
に
通
い
始
め
て
間
も
な
く
、
本
格
的
な
禅
の
修
行
に

触
れ
た
い
思
い
か
ら
、
西
田
は
滴
水
禅
師
を
隠
居
先
に
訪
ね

ま
し
た
。
滴
水
は
、
幕
末
の
剣
聖
・
山
岡
鉄
舟

や
ま
お
か
て
っ
し
ゅ
う

の
師
で
、
天
隆

寺
の
元
管
長
の
禅
傑
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か

古
徳
日 

我
無
語
句
一
法 

無
与
人 

 
 

無無無無 
 

老
僧
此
外
更
に
教

示
な
し 

巳
来
は
筆
談
御
免 

二
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 

滴
水 

 

西
田
雅
生 

禅
に
関
す
る
常
設
展
示
② 

 

９ 
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無
事
於
心 

こ
こ
ろ
に
お
い
て
ぶ
じ 

無
心
於
事

こ
と
に
お
い
て
む
し
ん 

 

物も
の

と
な
っ
て
考

か
ん
が

へ 

物も
の

と
な
っ
て
行

お
こ
な

ふ 
 

西
田
幾
多
郎
書 

  

昭
和
十
五
年
、
長
野
県
南
安
曇
野

あ

ず

み

の

高
家

た

き

べ

豊
科
町
か
ら
記
念

碑
建
立
の
た
め
の
書
を
依
頼
さ
れ
た
西
田
幾
多
郎
は
、
そ
の
頃

執
筆
し
て
い
た
哲
学
論
文
の
中
か
ら
こ
の
二
句
を
選
ん
で
揮
毫

し
ま
し
た
。
前
半
の
漢
文
は
中
国
唐
代
の
禅
僧
・
徳
山

と
く
ざ
ん

の
言
葉
、

後
半
は
西
田
幾
多
郎
自
身
の
言
葉
で
す
。 

No.７ 

 

徳
山
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。 

 
 

於
己
無
事
即
勿
妄
求 

妄
求
而
得
非
得 

 
 

汝
但
無
事
於
心
無
心
於
事 

即
虚
而
靈 

寂
而
妙 

 
 

 

己
に
お
い
て
無
事
な
れ
ば
即
ち
妄み

だ

り
に
求
む
る
こ
と
勿
れ 

 
 

 

妄み
だ

り
に
求
め
て
得
る
と
も
得
る
に
あ
ら
ず 

 

 
 

 

汝
な
ん
じ 

但た
だ 

心
に
お
い
て
無
事 

事
に
お
い
て
無
心
な
れ
ば 

 
 

 

即
ち
虚き

ょ

に
し
て
靈れ

い 

寂
じ
ゃ
く

に
し
て
妙

み
ょ
う

…
（『
景
徳
伝
燈
録
』） 

  

例
え
ば
、
私
達
は
日
常
生
活
で
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
に
出
会
い

ま
す
。
そ
う
し
た
何
か
の
事
柄
の
真
相
を
つ
か
む
に
は
、
自
分
の

心
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
己
を
空
し
く
し
て
、
そ
の
事
柄
そ
の
も
の

の
真
実
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（無
事
於
心
）
。
で
す

が
、
そ
の
出
来
事
に
従
う
と
い
っ
て
も
、
自
分
で
何
も
考
え
ず

に
、
た
だ
妥
協
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

そ
の
事
柄
に
徹
し
て
真
実
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
逆
に
、
自
ら
の

心
の
深
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
尽
さ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
（無
心
於
心
）
。
い
わ
ゆ
る
「無
心
」
と
い
っ
て
も
、
自
己

１０ 
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が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
己
は
自
己
の
ま
ま

で
す
。
「
無
事
」
と
い
っ
て
も
、
事
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
出
来
事
は
、
出
来
事
と
し
て
現
実
に
あ
る
わ
け
で
す
。 

 

昭
和
十
五
年
頃
の
西
田
の
論
文
か
ら
、
読
み
や
す
い
よ
う
に

少
し
文
字
を
変
更
・
省
略
し
て
次
に
引
用
し
ま
す
。 

 

親
鸞
の
自
然
法
爾

じ

ね

ん

ほ

う

に

の
自
然
と
い
う
の
は
、
人
間
そ
の
も
の

の
底
に
人
間
を
否
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
事
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
心
脱
落 

脱
落

身
心
の
立
場
、
更
に
徳
山
の
無
事
於
心 

無
心
於
事
の
立
場

で
あ
る
。 

 

東
洋
文
化
は
直
観
的
と
考
え
ら
れ
る
。
…
真
の
直
観
と

は
、
…
見
る
こ
と
が
働
く
こ
と
で
あ
り
、
働
く
こ
と
が
見
る

こ
と
で
あ
り
、
見
る
と
い
う
こ
と
と
働
く
と
い
う
こ
と
と
の

矛
盾
的
自
己
同
一
、
作
用
と
対
象
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
見
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
物
の
世

界
の
中
に
入
っ
て
働
く
こ
と
で
あ
る
、
物
と
な
っ
て
考
え
物

と
な
っ
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
（『
日
本
文
化
の
問
題
』） 

 

自
然
法
爾
と
か
無
事
於
心 

無
心
於
事
と
か
い
う
東
洋
的

無
心
と
は
、
自
己
が
な
く
な
る
と
か
非
合
理
的
と
か
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
物
を
自
己
と
な
す
と
い
う
に
反
し
て
、
自
己

が
物
の
自
己
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
…
自
己
は
ど
こ
ま
で
も

自
己
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
絶
対
の
事
物
と
な
る
の
で
あ

る
。
故
に
物
と
な
っ
て
考
え
、
物
と
な
っ
て
行
う
と
い
う
。
か

か
る
東
洋
的
無
心
の
立
場
と
い
う
の
は
、
…
自
己
が
物
と

な
っ
て
消
さ
れ
る
立
場
で
は
な
く
し
て
、
自
己
が
物
と
し
て

働
く
立
場
、
自
己
が
含
ま
れ
る
立
場
で
あ
る
。 

（
『哲
学
論
文
集 

第
四
』
「ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」
） 

 

１１ 

信
濃
教
育
会
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

横
の
公
園
内
に
立
つ
記
念
碑 
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は
道
元
、
中
国
（
宋
）
で
は
、
『
無
門
関
』
で
名
高
い
無
門
慧
開

え

か

い

に

も
参
じ
た
、
臨
済
宗
法
燈
派
の
祖
で
す
。 

 

意
味
と
し
て
は
、
心
が
仏
で
あ
り
、
仏
が
心
で
あ
る
、
心
も
仏

も
同
じ
く
真
如
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
今
を
通
じ
て
変
わ
る
こ
と

が
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
し
ょ
う
か
。 

 

お
そ
ら
く
は
、
『無
門
関
』第
三
十
「
即
心
即
佛
」に
見
ら
れ
る

大
梅
と
そ
の
師
・
馬
祖
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
次
の
問
答
に
由
来

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

  
 

大
梅
「
仏
と
は
何
で
す
か
（
如
何
是
仏
）
」 

 
 

馬
祖
「心
そ
の
も
の
が
仏
で
あ
る
（
即
心
即
仏
）」 

  

心
は
、
人
の
日
常
生
活
で
様
々
に
変
化
し
ま
す
。
喜
び
、
怒

り
、
悲
し
み
、
楽
し
み
、
い
わ
ゆ
る
喜
怒
哀
楽
の
ほ
か
に
も
、
怠

け
心
、
邪
ま
な
心
も
生
じ
ま
す
。
そ
う
し
た
様
々
に
移
り
変
わ

る
本
源
と
し
て
の
心
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
全
て
含
め
た
意
味
で

の
心
、
そ
れ
が
「
仏
」
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
同
じ
く
馬
祖
の
言
葉

No.８ 心
即
是
佛 

々
即
是
心 

々
佛
如
々 

亘
古
亘
今 

 
 

 

心し
ん

は
即

す
な
わ

ち
是こ

れ
佛ぶ

つ 

佛ぶ
つ

は
即

す
な
わ

ち
是こ

れ
心 

 
 

 

心し
ん

佛ぶ
つ

如
々

に
ょ
に
ょ

と
し
て 

古
い
に
し
え

に
亘わ

た

り
今い

ま

に
亘わ

た

る 

 
 

 

西
田
幾
多
郎
は
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
よ
く
禅
寺

で
新
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。
三
十
四
歳
で
迎
え
る
明
治
三
十
八

年
元
旦
も
、
金
沢
卯
辰
山
の
洗
心
庵
に
て
雪
門
老
師
の
も
と
に

い
ま
し
た
。
日
記
に
「
法
燈
国
師
が
鷺さ

ぎ

に
題
す
る
投
機
の
偈げ

」と

い
う
文
と
と
も
に
こ
の
偈
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
「
午
前

は
和
尚
と
話
し
て
過
し
た
」
と
い
う
記
載
も
あ
る
の
で
、
雪
門
が

西
田
に
こ
の
偈
を
教
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

法
燈
国
師
と
は
、
平
安
時
代
の
僧
・
覚
心
の

諡
お
く
り
な

で
、
日
本
で

１２ 
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で
あ
る
「
平
常
心
是
道
」に
通
じ
ま
す
。 

 

同
じ
く
日
記
に
は
「昨
年
は
余
の
一
身
に
と
り
て
は
実
に
不
幸

な
年
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
ど
う
か
幸
福
で
あ
り
た
い
も
の
だ
」

「
午
後
打
坐
、
…
夜
打
座
」「
今
日
は
怠
っ
た
。
和
尚
に
も
ら
っ
た

二
杯
の
年
始
の
酒
に
酔
ふ
て
、
ね
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
文
も
あ

り
ま
す
。
西
田
は
、
そ
の
前
年
に
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
幼
馴
染

と
弟
を
亡
く
し
て
い
ま
す
。
い
ま
だ
癒
え
て
い
な
い
哀
し
み
の

心
、
少
し
の
酒
に
酔
っ
て
寝
て
し
ま
っ
た
と
自
ら
の
怠
惰
を
思
う

心
。
西
田
は
、
洗
心
庵
に
参
禅
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
心
が
仏

だ
と
い
う
法
燈
国
師
の
言
葉
を
日
記
に
記
し
、
後
に
書
を
揮
毫

し
た
の
で
し
た
。 

 

『
無
門
関
』第
三
十
「
即
心
即
佛
」 

『
遺
墨
集
』一
一
〇 

 

一
日
不
作
一
日
不
食 

寸
心 

 
 

 

一
日
作な

さ
ざ
れ
ば 

一
日
食く

ら
わ
ず 

 

禅
宗
で
は
、
な
に
よ
り
も
作
務

さ

む

（
日
常
的
な
作
業
）
を
重
視
し

ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
こ
の
作
務
の
制
度
を
定
め
た
中
国
の
禅

僧
・
百

丈

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う

懐
海

え

か

い

の
言
葉
で
、
「
働
か
ざ
る
も
の
食
う
べ
か
ら
ず
」

に
似
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
強
制
的
・
命
令
的
な
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
自
制
・
自
戒
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
金
沢
時

代
に
京
都
妙
心
寺
の
虎
関

こ

か

ん

禅
師
に
こ
の
語
を
揮
毫

き

ご

う

し
て
も
ら
っ

た
西
田
は
、
こ
れ
を
自
己
激
励
の
言
葉
と
し
て
居
室
に
か
け
て

い
ま
し
た
。
後
に
自
ら
も
こ
の
言
葉
を
揮
毫
し
、
生
涯
に
わ
た
っ

て
座
右
の
銘
と
し
て
い
ま
す
。 

禅
に
関
す
る
常
設
展
示
③ 

 

１３ 



No.９ 

 
 

吾わ
が

こ
こ
ろ
深
き
底
あ
り 

 

 
 

喜よ
ろ
こ
び

も
憂

う
れ
い

の
波
も
と
ど
か
じ
と
思
ふ 

寸
心 

  

こ
の
短
歌
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
大
正
十
二
年
頃
の
西
田

幾
多
郎
（五
十
二
歳
）
は
、
京
都
大
学
教
授
と
し
て
社
会
的
に

認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
家
庭
的
に
は
不
幸
の
連
続
で
し
た
。 

 

大
正
八
年
に
、
妻
・寿
美
が
脳
溢
血
た
め
倒
れ
、
そ
れ
か
ら
半

身
不
随
で
寝
た
き
り
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
は
長
男
・謙

を
腹
膜
炎
で
亡
く
し
て
い
ま
す
。
ま
た
大
正
十
年
か
ら
十
二
年

に
か
け
て
は
、
娘
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
肺
炎
や
チ
フ
ス
に
罹
り
入
退

院
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。 

 

西
田
は
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
に
か
け
て
激
し
い
禅
の
修
行
を

行
い
、
そ
れ
以
後
は
、
参
禅
こ
そ
し
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
う
し

た
若
い
と
き
の
経
験
が
背
景
と
な
っ
て
自
ら
の
哲
学
を
築
き
上

げ
て
い
き
ま
す
。
禅
の
修
行
者
・
哲
学
者
と
い
い
ま
す
と
、
ど
こ

か
浮
世
か
ら
離
れ
、
達
観
し
て
喜
び
や
憂
い
も
な
い
よ
う
な
誤

解
を
受
け
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
非

常
に
愛
情
深
い
友
で
あ
り
、
夫
で
あ
り
、
親
で
も
あ
っ
た
西
田
に

は
、
喜
び
や
憂
い
の
波
が
常
に
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。 

 

し
か
し
西
田
は
、
こ
の
日
常
生
活
で
必
ず
生
ま
れ
る
「
波
」
そ
の

も
の
を
消
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
無
視
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
歌
に
は
、
実
際
に
悲
哀
を
そ
の
ま
ま
認
め
な
が
ら
も
、

そ
の
「
波
」
が
届
か
な
い
心
の
底
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
「平

常
心
是
道
」「
心
即
是
佛
々
即
是
心
」、
あ
る
い
は
西
田
自
身
の

言
葉
「
我
々
の
最
も
平
凡
な
日
常
の
生
活
が
何
で
あ
る
か
を
最

も
深
く
掴
む
こ
と
に
依
っ
て
最
も
深
い
哲
学
が
生
ま
れ
る
」
が
、

短
歌
と
な
っ
て
現
わ
れ
出
で
て
い
ま
す
。 

 

『
寸
心
日
記
』 

『
遺
墨
集
』三
九 
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禅
に
関
す
る
常
設
展
示
④ 

 

No.10 

自
強
不
息 

自
強

じ
き
ょ
う 

息や

ま
ず 

 

『
易
経
』
の
言
葉
で
す
。 

  

天
行
健 

君
子
以
自
強
不
息 

 

天
の
運
行
に
は
狂
い
が
な
く
、
日
月
星

辰
、
春
夏
秋
冬
は
順
序
正
し
く
進

む
。
ま
さ
に
天
の
運
行
の
よ
う
に
、
君

子
は
、
自
ら
の
力
（
強
さ
）
を
尽
し
て
、

善
を
な
す
に
止
む
こ
と
は
な
い
。 

 

『
易
経
』 

『
遺
墨
集
』
四
七 
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の
も
と
で
、
西
田
は
趙
州
「
無
字
」
の
公
案
を
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
六
年
間
「無
」に
つ
い
て
工
夫
を
重
ね
、
三
十
二
歳

で
大
徳
寺
・広
州
禅
師
に
よ
っ
て
「
無
字
」
の
公
案
の
透
過
を
い
ち

お
う
許
さ
れ
ま
し
た
。
西
田
自
身
は
こ
の
透
過
に
一
向
に
満
足

せ
ず
、
明
治
三
十
六
年
八
月
三
日
の
日
記
に
は
「
晩
に
独
参
無

字
を
許
さ
る
。
さ
れ
ど
も
余
甚
悦
ば
ず
」と
記
し
て
い
ま
す
。 

 

と
も
あ
れ
、
禅
の
経
験
を
思
索
へ
と
換
骨
奪
体
し
つ
つ
哲
学
を

展
開
し
た
西
田
に
と
っ
て
、
「無
」
の
根
本
体
験
は
そ
の
思
索
の

基
盤
に
し
て
基
軸
と
な
り
ま
し
た
。 

 
西
洋
哲
学
の
諸
部
門
の
な
か
で
「第
一
哲
学
」と
呼
ば
れ
た
の

は
「
存
在
論
」
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
哲
学
は
、
ど
こ
ま
で

も
「
無
の
哲
学
」
で
し
た
。
（
図
録
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』
よ
り
抜
粋
） 

無 
 

寸
心 

 

滴
水
禅
師
か
ら
峻
烈
な
返
信
に
は

中
央
に
「無
」
と
大
書
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
同
じ
年
に
妙
心
寺
・
虎
関
禅
師

１５ 
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中央：禅の修行をしていた四高教授時代の西田幾多郎（35歳） 



 

禅
は
音
楽
な
り
、 

禅
は
美
術
な
り
、 

禅
は
運
動
な
り
、 

 之こ

の
外ほ

か 

心
の
慰
藉

い

し

ゃ

を
求
む
べ
き
な
し 

 西田幾多郎（35 歳）  

明治 38 年 7 月 19 日の日記 


