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巴
コ

鵬

が

示

す

現

在
進
行
形
の

表
現
を

す
る

が
、

こ

れ

は、

『

大

乗
起
信
論
』

に

よ
る

空
理

解
か

ら

生
れ
た

表

現
で

あ
る

と

考
え

ら
れ

る
。

『

大
乗
起

信
論
』

で

は
、

「

心
二

門
で
、

衆
生

心
に

焦
点
を

当

て、

衆
生
心
が

悟
り

に

向
う
過

程
を

具
体
的
に

示
し

て

い

る
。

　一

心．
一

門

と

は、

不
生
不

滅
と

生

滅
に

二

つ

の

心
が

衆
生
に

あ
る

と

言
う

。

言
い

換

え
れ
ば、

我
々

の

心

に

は
、

絶

対
普
遍
な

心
と

相
対
的
に

は

た

ら
く
心
と

が

同
居
し
て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う
。

不
生
不
滅
と

生

滅
と

の

和

合

を

阿
梨
耶
識
と

し

て
、

そ

の

は

た
ら
き
を

熏
習
と

し
て

表
現
す

る
。

熏

習

の

あ
り
方
に

は

二

面
が

示
さ

れ
る。

衆
生

心
で

あ
る

執

着
心
が

は

た

ら
く

と
、

ま

す
ま

す

執
着
が

強
く
な

る
。

逆
に

、

真
如
が
は

た
ら
く

と
、

心
の

中
に

絶
対
真
理
で

あ
る

悟
り
が

立
ち
現
わ
れ

る
と

説
く

。

執

着
が
は

た

ら

く

熏
習
を

染
法
熏
習
と

い

い
、

真
如
が

は

た
ら

く
熏
習
を
浄

法
熏
習
と

い

う
。

両
者
の

は

た

ら

き

の

違
い

は
、

執
着
か

ら
の

熏
習
に

は

限
界
が

あ
る

が、

真
如
か

ら

の

熏
習
に

は
限

界
が

な
い

。

真
如
の

重…
習
の

は

た
ら

き

は

絶
対

的
で

あ
り、

平
等
で

あ
る

が
、

同
時
に

衆
生
の

心
の

あ
り

様
に

応
じ

て
、

そ

の

現
わ
れ
方
が

異
な

る
の

で

あ
る

。

ゆ

え
に

そ

の

働
き

は

絶
妙
な

の

で

あ
る
。

『

大

乗
起

信
論」

は、

執
着
の

心

も
悟
り

の

心
も
と

も

に、

衆
生
の

心
の

中
で

「

は
た

ら

く
」

こ

と

を
具
体

的
に

解
説
し

て

い

る。

特

に、

浄

法
熏
習
の

構
造

性
は
、

大

拙
が

空
を
絶

対
肯
定
と

見
て
、

そ
の

は

た

ら
き

を

重

視
す
る
こ

と

と

深
く

響
き

あ
う
。

す
な
わ

ち、

人
思
想
が
し

め

す
超

個
が

個
に

現
わ
れ
る

は

た

ら

き、

無
分
別
の

分

別
と

い

う
分
別
の

あ
ら
わ
れ

か

た
、

霊
性
と
し
て

の

は
た
ら
き

は
、

浄
法

熏
習
の

は

た

ら
き

と

呼
応

す
る

の

で

あ

る
。

こ

の

構
造
性
を

感
得
し、

体

得
し
た

か

ら
こ

そ
、

大
拙
は

「

灰
頭
⊥

面
と

な
り

世
の・
甲
の

た

め

に

働
く
こ

と
」

を

主
張

し

た

と

考
え

ら
れ

る
。

大

拙
の

最
後
の

英

文
著
作
で

あ
る

切

§
題
篤

に

お

い

て

も、

『

大
乗
起

信
論
』

を

解
説
す

る

短
い

文

章
が

あ
り、

大

拙
が

生

涯
を
通
じ
て

『

大
乗
起
信
論
』

を

重

視
し

て

い

た

こ

と

を

物
語
る
エ

ピ

ソ

ー

ド
で

あ
ろ

う
。

西
谷
啓
治
に

お

け

る

　

　

「

近

代
日
本
」

と
ニ

ヒ

リ

ズ
ム秋

富

　
克

　
哉

　

西
谷
啓
治
の

戦
前
の

著
作
『

根
源

的
主

体
性
の

哲
学
』

や
『

世
界
観
と

国
家
観
』

を
も
と
に、

そ

の

近

代
理

解
を

踏
ま

え、

そ

こ

か

ら
「

近
代
日

本
」

理

解
の

立
場
を
明
ら

か

に

し
て

み

た
い

。

と

い

う
の

も、

こ

れ
ら

の

理

解
は、

戦
後
の
ニ

ヒ

リ

ズ
ム

を
め

ぐ
る

議
論
に

お

い

て

も
通
底
し、

近

代
お

よ
び

現
代
世

界
の

諸
問
題
に

対
し

て

い

く

時
の

某
礎
に

な
っ

て

い

く

と

思
わ
れ

る

か

ら

で

あ
る

。

　

ま

ず、

近
代
に

つ

い

て

の

洞
察
と

い

う

観
点
か

ら、

一

九
三

五

年
の

論

考
「

近

代
意
識
と

宗
教
」

を

取
り
上
げ
た
い

。

こ

こ

で

西
谷
は

、

近
代
の

特
徴
を

「

人

間
中
心
主

義
」

さ

ら
に

は

「

自
我

中
心
主
義
」

に

認
め、

近

代
の

人

間
の

内
容
的
空
虚
の

根
柢
に

あ
る

「

本

質
的
虚
無
性
」

を
指
摘
す

る
。

も
ち

ろ

ん
、

虚
無
性
が

直
ち
に

ニ

ヒ

リ
ズ

ム

で

は

な
い

。

し

か

し

注

目
す
べ

き

は
、

本
質
的
虚
無

性
を
世
紀
末

的
な
思
想
や
気
分
に

現
れ
た

虚

無
主
義
か

ら

区
別
し、

近
代
の

人
間
を
よ
り
深
く
規
定
す
る

現
象
と

し

て

受
け
止
め
て

い

る

こ

と

で

あ
る
。

こ

の

よ

う
な
虚
無

性
へ

の

洞
察
は、

四

〇
年
代
に

入
る

と

よ

り
明
確
に

な
る

。

と

り
わ
け

『

世
界
観
と

国
家
観
］
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の

最
終
第
五

章
の

「

国

家
と

宗
教
」

で
、

精
神
的
な

危
機
へ

の

直
面
の

も

と

心
の

根
柢
か

ら
現
前
す
る

虚
無
性
に

触
れ

、

神
を

前
に

し

て

の

絶
望
と

い

う
中
世
的
な

危
機
か

ら

区
別
し
て
、

近

世
に

特
有
の

危
機
を

「

救
う

神

を

見
失
っ

た

虚
無
性
」

と

名
づ

け
て

い

る

と

こ

ろ
に

は、

虚
無
性
の

理

解

に

つ

い

て

の

い

っ

そ
う
踏
み

込
ん

だ

姿

勢
が

う
か

が

え
る

の

で

あ
る

。

　
と

こ

ろ

で
、

欧
羅
巴
近

代
の

危
機
へ

の

洞
禦
が
、

欧
羅
巴

文
明
を
取
り

込
む

こ

と

で

近
代
化
を
遂

行
し

た
近

代
日

本
に

跳
ね
返
り、

時
局
の

状
況

と

重
な
っ

て

西
谷
に

迫
っ

て

き
た

の

は

自
然
な
こ

と

で

あ
っ

た
。

西
谷
の

近

代
日
本
に

対
す
る
姿

勢
を

箇
条
書
き
の

仕
方
で

取
り
出
す

な
ら
、

第
一

に、

「

近

代
日

本
」

は、

世
界
が

初
め
て

真
に

「

世
界
」

と

し

て

開
か

れ

る
と

い

う

世
界
史
的
必
然
の

な
か

国
家
と
い

う

問
題
地
平
で

扱
わ

れ

る

こ

と
、

第
二

に
、

そ
の

よ
う
な

世
界
性
を

背
景
に

な
さ

れ
る

国
家
論
は

、

国

家
と

個
人、

国
家
と

世
界、

個
人
と

世
界
と

い

う
複
合
的
関
係
を

含
み

つ

つ
、

同
じ

く
世
界
史
的
必
然
と
し

て

現
わ
れ
た

特
殊
統
一

的
な
国

家
群
の

問

題
を
も

取
り
込
む
こ

と

に

な

り
、

そ
の

議
論
は

哲
学
的
一

般
性
を

含
む

一

方
で

現
実
的
具
体
的
な

東
亜

新
秩
序
の

問
題
に

向
か

う
も
の

に

な

る

こ

と
、

そ

の

際
西
谷
は
、

個
人
で

あ
れ

国
家
な
い

し

国
家
群
で

あ
れ

民
族
で

あ
れ、

世
界
に

お

け
る
主

体
な
い

し

主
体
性
と

い

う
立

場
を

強
く

打
ち

出

す
こ

と

で

あ
る

。

こ

の

よ
う
な

主
体
性
へ

の

着
目
は
、

「

根
源
的
主
体
性
」

の

問
題
と

も

繋
が

っ

て、

国
家
と

個
人
が

相
互
に

否
定
的
に

媒
介
さ

れ
て

世

界
に

開
か

れ
る
根
柢
に

「

無
の

普
遍
」

を
求
め

る

宗
教
哲
学
的
立

場
と

な

り、

そ

れ
が

「

絶
対
無
」

と

連
関
づ

け
ら
れ

る

こ

と

に

な
る

。

　
さ

ら
に

こ

の

よ

う
な
方
向

性
は

、

口
本
が

持
ち

得
る

可
能
性
を
過
去
の

精

神
的
伝
統
の

中
に

探
る
主

張
と

な

る

の

で

あ
る

が
、

西
谷
は
そ
れ

を

決

し
て

単
純
に

近
代
欧
羅
巴
の

危
機
に

代
わ
る

手
段
の

如
き

も
の

と

考
え
て

い

た

わ

け
で

は

な
い

。

西
谷
は
、

現

下
の

日

本
が

明
治
維
新
の

転
換
後
旧

い

エ

ト
ス

の

退
場
に

代
わ
る

新
し

い

エ

ト
ス

を
生

成
さ
せ

得
て

い

な
い

こ

と

を

指
摘
し

つ

つ
、

精
神

的
エ

ト
ス

を
体
現
し
て

い

た
実
例
を
江

戸
時
代

の

儒
学
者
等
に

求
め
て

い

く
。

そ

れ
は
、

行
と
世
界
直
観
と

宗
教

的
信
念

が
一

つ

に

融
合
し

て

い

た

よ

う
な

立

場
と

し

て

で

あ
っ

た
。

西
谷

自
身

が
、

否
定
を

媒
介
と

す
る

統
】

、

否
定
即
肯
定
の

可
能
性
を

、

神
仏
儒
の

融
合
か

ら

成
る

伝
統
的

世
界

観
に

認

め
ら
れ

る

と

見
な

し
て

い

た

か

ぎ

り
、

そ

の

伝
統
は

、

新
た
な

世
界
の

中
で

未
だ

可
能
性
を

問
わ

れ

た

こ

と

の

な

い

も
の

と

し

て
、

か

つ

世

界
の

中
で

創
造
的
に

変
化
し

得
る

も
の

と

し

て
、

積
極
的
に

取
り
出
さ

れ
る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

清
沢
満
之
の

内
観
主
義

村

山

保

史

　
清

沢

満
之
は

精
神
主
義
が

「

内

観
主
義
を

要
義
と

す
る

」

と

し
て

い

る
。

発
表
で

は、

こ

の

「

要

義
」

と

い

う
表
現
に

含
ま

れ

る

清
沢
の

意
図

を、

「

内
観
主

義
」

と

い

う
概
念
の

分
析
を
通
じ
て

考
察
す

る
。

　
清
沢
は

自
己
省
察
を

「

自
己
の

成
立

如
何
」

に

か

か

わ

る

も
の

と

「

自

己
行

動
の

実
際
如
何
」

に

か

か

わ
る

も

の

の

二

種
に

分
け、

後
者
を

内
観

と
す
る

。

前
者
の

自
己

省
察
は

自
己
の

存
在
の

認
識
論
的
（

な
い

し

心
理

学
的）

な

考
察
に

か

か

わ
る

。

後
者
の

自
己

省
察
は

倫
理

的
な
意
味

合
い

を
帯
び

た

実
践
的
〔
実
行
主

義
的）

な

概
念
で

あ
り、

（
1

）

主

観
な
い

し

主

観
の

行

動
原
理
（
主
心
念）

の

観
察
（
へ

観
察
的

側
面
〉）

、

（
2）
行
動
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