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日
　
本
　
の
「
知
」
の
　
特
　
性

日
本
に
お
け

る
「

知
」
の
特
性
を
哲
学
史

の
問
題

と
し
て

究
明
す

る
こ
と

は
非

常
に
困
難

な
こ
と
で
あ
り

、
こ
れ
ま
で
そ

の
よ

う
な
研

究
は
あ
ま
り

な

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「

知

る
」
と
い
う
こ
と
に
関
心

を
も
た
な
い
民
族

は
あ
り
得
な
い
し

、
日
本
人
も
そ
の
例
外
で

は
な
い
。
い
や

む
し
ろ
日
本
人

は
世
界
の
諸
民
族
の
う

ち
で
も
と
り
わ
け
知
的
好

奇
心

の
強

い
民
族
で

あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う

な
民
族

の
知
の
特
性
や
そ
の
歴

史
が
十

分
に
は
考
察

さ
れ
な

か
っ

た
の
は
不
思
議

な
気

が
す

る
が
、今
回

の
学

会
が
日
本
に
お
け

る
「
知
」

の
特
性

に
対
す

る
関
心

を
喚

び
お
こ
す
一

つ
の
手

が
か
り

と
な
れ
ば
幸

い
で

あ

る
。
私
は
こ
こ
で

は
主
と
し
て
江
戸
時
代

の
思
想
を
通

じ

て

日
本
人

の

「
知
」
の
特
性

と
思

わ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
報
告

し
た
い
と
思
っ
て

い
る
が
、

そ
れ
以
前
の
問
題

に
つ
い
て
も
一
瞥
す

る
こ
と

に
す
る
。

日
本
人
に
「
知
」

の
自
覚

を
与
え

る
契
機

と
な
っ
た
の
は
仏
教
や

儒
教
等

の
外

来
の
教
説
で
あ
り

、
近
く

は
西

欧

の
思
想

で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
ら

は

源

了
　

圓

そ
の
本
国

に
お
け

る
の
と
同
じ
仕
方
で
わ

が
国

の
知
的
風
土
に
根
を
下

ろ
し

た
の
で
は
な
い
。
受
容
の
際
の
屈
折
も
あ
れ
ば
、
日
本
人
の
生
活
の
思
想
の

中

へ
の
独

自
な
浸
透
も
あ

る
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
は
、
古
代
日
本
人
の

「

知
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え

方
と
な
ん
ら

か
の
関
係

が
あ
ろ
う
。

日
本
語
の
「

知
る
」
と
い
う
こ

と
ぱ
に
は
、
自
動
詞

と
他
動
詞
と
が
あ
り
、

「

物
事
の
性
質
、
な
り
ゆ
き
、
対

処
す

べ
き
方
法

な
ど
が
わ
か
る
」
と
い
う

自
動
詞
を
他
動
詞
化
す
る
と
「

物
事
を
す
っ
か
り

自
分

の
も
の
と
す
る
」
と

い
う
意
に
な
っ
て
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
知
る
」
は
「
領
る
」
と
な
り
、
あ

る
範
囲
の
土
地
な
ど
を
治

め
る
、
統
治
す

る
。
と
い
う
意
味
に

な

る
。「
知

る
」
と
い
う
こ
と

ぱ
が
「

支
配
す

る
」

と
い
う
意

味
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
、

古
代
日
本
も
古
代
ギ
リ

シ
ア
、
古
代
イ

ン
ド
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら

の

古
代
文

化
圏
で
は
「
知

る
」
と
い
う
こ

と
ば
の
も

つ
呪
術
的
性
格

が
次
第

に

消
え
て
形
而

上
学
的
洗
練
を
加

わ
え
て

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
わ
が
国

の
場

２Ｑ

．
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合

は
「
知

」
か
ら
呪
術

的
性
格

が
脱
却
し
な
い
ま
ま
仏
教

を
受
容

し
た
。
し

た
が
っ
て
「
智
慧
」

に
め
ざ
め
る
こ
と

を
呪
法

上
の
力
を
得
る
こ
と
と
す

る

密

教
が
、
古
代
日
本

の
精

神
的
風

土
を
支
配
す

る
に
い
た
っ
た
の
は
き
わ

め

て
自
然
で
あ
っ
た
。
日
本

仏
教

に
お
い
て
「
智

慧
」
が
呪
術

か
ら
解
放
さ
れ

た
の
は
、
自
己

の
人
間
性

へ
の
凝
視
が
深
ま
り
、
自
己

の
絶
対

的
否

定
を
通

じ
て
他

力
信
仰
を
深

め
た
親
鸞

に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ

と
は
注
目

に
価
す
る
。

「
知

る
」
＝
支
配
す

る
と
い
う
性
格
の
「

知
」
は
古
代
日
本
人

の
自
然
観
と

結

び
つ
い
て
、
個
物

の
世
界

・
具

体
的
世
界
へ
の
知
の
志

向
と
い
う
特

色
を

も
た
ら

す
が
、
こ

の
問
題

に
つ
い
て
は
後
で
触

れ
る
。

古
代

か
ら
中
世
に

か
け

て
、「
知
」

の
問
題
は
和

歌
の
世
界

で
「

こ
こ
ろ
」

（
心

・
情

・
意
）

と
「
こ

と
わ
り
」
（

理
・
義

理
）

と
の
対
比

と
し

て

展

開

し

、
近
世

の
本
居
宣
長

に
お
け

る
「
知
」

と
「
情
」

と
の
対
比

と
い
う
問

題

を
準
備
す

る
が
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
も
後
述
し
よ
う
。

こ
れ
ら

の
こ
と

を
歴
史
的
前
提

と
し
て

、
日
本

に
お
け

る
「
知
」

の
特
性

に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と

に
す

る
。
ま

ず
知
を
「
真
知
」
「
本

質

知
」

と
、

「
対
象
知
」
「
経
験
知
」
と

い
う
二

つ
の
カ
テ

ゴ
リ

ー
に
分
け

る
こ

と
に
す

る
。

「
対
象
知
」
「
経
験
知
」
と
い
う

の
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活

に
お
い
て
成

立

す

る
知

、
す

な
わ

ち
認
識
す

る
主
観

と
客
観
的
対
象

と
を
二

つ
に
分

け
て
、

対
象

を
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
す

る
主
体

に
役
立
て
よ
う
と
す

る
知
（
こ

れ

に
も
純
粋
認
識
の
立
場
に
立
つ
い
く

つ
か
の
立
場
と
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム

の
立
場
と

が
あ
る
）

で
あ
り
、
「
真
知
」
「
本
質
知
」
と
い
う
の
は
対
象
的
認

識
を
超
え
た
本
質

を
直
観
し
、
ま
た
は
そ
れ
と
合
一
す
る
よ
う
な
性
格
の
知

を
さ
す
こ
と
に
す

る
。
こ
の
よ
う
な
知
が
、
形
而
上
学
的
性
格
や
宗
教
的
性

格
（
神
智
・
霊
智
）

を
強
く
も
つ
こ
と
は
あ
ら
た
め
て

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
二
つ
の
タ
イ

プ
の
知
は
、
世
界
の
ど
の
民
族
に
も
存
在
す
る

が
、
日

本

に
お
い
て
も
、
日
常
生
活
を
支
配

す
る
「
対
象
知
」「

経
験
知
」
は

も

ち

ろ

ん
の
こ
と

、
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
知
と
い
う
性
格

を
も
つ
「
真
知
」
「
本

質
知
」
は
仏
教
に
も
儒
教
に
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
智
慧
」
と
か
「
さ

と
り
」
（
以
上
、
仏
教
）
と
か
、「

本
然
の
知
」
や
「
良
知
」
　（
儒
教
）
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「

知
」
に
お
い
て
は
、
自
己

が
そ
の
よ
う
な
本
質
と
合

一
す

る
こ
と

が
め
ざ

さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
は
「
知

る
こ
と
」
と
「

成
る
こ

と
」
と

が
一
致
す
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
。
日
本
に
お
け
る
こ
の
タ
イ
プ
の

知
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ア
を
見

る
と
い
う
よ
う
な
ギ
リ

シ
ア

的
意
味

で
の
純

粋
知
・
観
照
知
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
に
近
い
天

台
止
観

に

お

い

て

も

「

観
」
は
仏
の
相
好

を
観
る
と
い
う
意
味
で
の
観
で
あ
っ
て
、

純
粋

知
に
発

展
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
見
ら
れ

る
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
真

知
・
本
質
知
の
ほ
と
ん
ど
全
部

が
「
実
践
知
」
で
あ
っ
た
こ

と
は
注
目

に
価

す
る
。
そ
し
て
西

洋
に
お
け
る
「
知
」

の
か
た
ち
を
つ
く
っ
た
古
代

ギ
リ

シ

ア
に
お
い
て

は
、
観

照
知
が
重

ん
ぜ
ら
れ
た
反
面
、「
実
践

知
」

は
低

く

評

価
さ
れ
た
。
こ

れ
に
対

し
て

日
本
に
お
い
て
は
こ
の
実

践
知

は
非
常

に
高
く

評
価
さ
れ
た
が
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
よ
う
に
観
照
知
を
高
く
評
価
す

る
こ

と
を
し
な
か
っ
た
。

日
本
の
仏
教
や
儒
教

に
お
い
て
は

、
な
ん
ぴ
と
も
本
来
は
真
知
を
具
え
て

い
る
、
そ
れ

が
さ
ま

ざ
ま
の
原
因
に
よ
っ
て
そ
の
実
現

が
妨
げ
ら
れ
て
い
る

性特のｊ知厂
Ｌの本日

ｎ
ａ
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
真

知
の
成
立
を
妨

げ
て
い
る
も
の
は
、
仏
教
の
場
合

に
は
「

無
明
」
や
「

煩
悩
」
や
「

と
ら

わ
れ
」
で

あ
り
、

儒
教
の
場
合
は

、

「

人
欲
」

と
か
場
合
に
よ

っ
て
は
「

意
念
」

と
呼

ば
れ
る
。
も
っ
と
も
こ

の

よ
う
な

立
場

を
と
る
儒
教
は
、
朱
子
学
や
陽
明

学
系
の
い
わ
ゆ
る
宋
明

の
新

儒
学
系

の
も
の

に
限
ら
れ
、
そ
の
よ
う

な
タ
イ
プ
の
新

儒
学
の
成

立
に
は
、

仏
教
と
く

に
禅

が
否
定
的
媒
介

の
役
割

を
果

し
て

い
る
。

で
は
こ

れ
ら

の
教

に
お
い
て
、
逆

の
状
態

か
ら
真
知
に
到
達
し
、
本
来

の

真
知
の
状
態

に
め
ざ
め
る
方
途

と
し
て

ど
の
よ

う
な
こ

と
が
考
え
ら

れ
て

い

る
か
。
そ

こ
に
は
ま

ず
「

身
・
口
・
意

」
に
ま
た

が
る
さ
ま
ざ
ま
の
修

行
や

実
践
の
必
要

が
説

か
れ
て

い
る
（

仏
教

の
諸
宗
派

に
お
い
て
そ
の
修
行
の
方

法
や

か
た
ち
が
異

な
っ
て

い
る
）
。
し

か
し
そ
れ
ら
の
「

行
」
の
な
か
で

も
中

心

的
位

置
を
占
め
る
も
の
は
「
瞑

想
」
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ

を

支

え

る

「
坐
禅
」
と
「
静
坐
」
（
静
坐
は
朱
子
学
派
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
、

朱
子

学
で
は
こ
れ
を
「

敬
」
の
心
法
と
結
び
つ
け
て
「
居
敬
静
坐
」
と
い
う
）

と
い
う
身
体
的
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教

に
お
い
て
使
用

さ

れ

て

い

る

「

体
認
」「

体
得
」
等
の
こ
と

ぱ
は

、
真
知
の

め
ざ
め
の
過
程

に
お
け

る

身

体
性
の
媒
介
の
必
要

を
物
語

っ
て

い
る
。
儒
教

に
は
陽
明
学
の
よ

う
に
、

た

ん
な
る
瞑
想
や
静
坐
に
あ
き
足
り
ず

、「
事
上
磨
練
」

と
い
う
こ
と

ば

で

呼

ば
れ
る
現
実
の
社
会
生
活
の
場
で
の
社
会
的
実
践

の
必
要

を
説
く

も
の

も
あ

る
。
こ
れ
は
「

居
敬
静
坐
」
の
一
つ
の
発
展
的
形
態
で

あ
ろ
う
。

褝
や
儒
教
に

お
け

る
実
践
知
の
教
え

は
、
日

本
に
お
い
て

は
能

な
ど
の
芸

能
や
、
剣
や
弓
な

ど
の
武
芸
の
世
界

に
も
浸
透

し
、「
身
手
足
」
が
お
ぼ
え

る

（
「
不
動
智
神
妙
録
」
）
と
い
う
沢
庵
の
こ
と
ば
に
見
え

る
よ
う
に
「

か
ら
だ
」

で
知

る
こ
と

が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
に
到
る
た
め
の
厳
し
い
「
稽
古
」
や
「

修

行
」

が
重

ん
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
芸
能
や
武
芸
に
お
け
る
求
道
的
稽
古
観

の
成

立
に
は

、
と
く
に
禅
の
影
響

が
大
き
い

が
、
い
っ
た
ん「
稽
古
」
や
「
修

行
」

の
型

が
で
き
上

る
と
、
必
ず
し
も
禅
と
は
関
係
な
く
稽
古

が
な

さ
れ
、

そ

し
て
そ
の
修
行
の
結
果
と
し
て
「

究
極
的
実
在
と
自
己

と
の
合
一
」

が
な

さ
れ
、
あ

る
い
は
無
我
・
無
心
の
境

に
は
い
り
、
自
己
は
真
の
自
己
と

な
る

と
い
う
よ

う
に
禅
者

た
ち

と
共
通
す

る
体
験

が
も
た
れ
る
。
こ

の
よ

う
な
芸

能

や
武
芸

の
成

立
は
、
特
定

の
精
神

的
エ
リ

ー
ト
と
し
て
の
禅
者
と
は
異

な

る
一
般
の
人

々
に
、
禅
者
た
ち
の
達
成
と
共
通
す
る
世
界
に
道
を
ひ
ら

い
た

も

の
と
し
て
、
そ
の
文
化
的
・
社
会

的
意
義

は
大
き
い
。

と
こ
ろ
で
真
知

に
い

た
る
道

は
「

信
」
の
世
界

に
も
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
親
鷽
に
お
い
て

は
、
大
信
心

は
仏
性
で

あ
り
、
仏
性
は
す
な
わ
ち

智
慧
光
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
信
心

を
得
た
人
の
世
界
は
「

如
来
等
同

」
で

あ

る
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
前
置
き
に
し
て
、
以
下
、
江
戸
時
代
に
お
け

る「
知
」

の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
江
戸
初
期
に
お
い
て
真
知
の
世
界

を
真
摯

に
求

め

た
人
と
し
て
、

儒
者
の
中

江
藤
樹
（
一
六
〇
八
－

一
六
四
八
）、

禅
者
の
盤
珪

（
一
六
二
二
－

一
六
九
三
）
の
二
人
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

「
信
」
の
世
界
は

、
儒
者
藤
樹
の
場
合
に
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
天

を
人
格
化
し
て
「
皇
上
帝
」
や
「
大
乙
神
」
と
称
し
、
こ
れ
を
■
り
、
こ
れ

に
事
え
、
こ

れ
を
礼
拝
す

る
こ
と

を
辞
さ

な
い
。
古
来
儒
教
に
お
い
て
は
、



天
を
■
る
こ
と
は
帝
王
の
み
に
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
個
人
と

し
て
天
を
■
る
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
天
は
個
人
の
宗
教
的
崇
敬
の
対
象

と
な
る
。
こ

れ
は
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
天

人
関
係
の
歴
史
に
お
い
て
特
筆
す

べ
き
こ
と
で

あ
ろ
う
。

熱
烈
な
陽
明

学
者
で
あ
っ
た
藤
樹

が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
皇
上
帝
崇
拝
の
気

持

を
晩
年

ま
で

も
ち
つ
づ
け
た
か
。
そ
れ
は
陽
明

と
藤
樹

の
陽
明

学
の
間
に

思
想
的
差
異

が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
陽
明

は
心
に
は
善
悪
の
両

要

素
が
あ
り
、
意

の
発
動

の
際
に
こ
れ
ら

が
善
か
悪

か
に
分
岐
す

る
と
し
て
、

意

の
発
動
の
際
、
意

を
誠

に
す
る
必
要

を
説
き
、

さ
ら
に
「

事
上
磨
練
」
の

必
要

を
強
く
説
く

の
に
対

し
て
、
藤
樹

は
人
間

の
心

は
絶
対

に
善
で
あ

る
と

し
、
こ
れ

に
悪

が
は
い
る
の
は
「
意

」
な
い
し
「
意

念
」

の
作
用

に
も
と
づ

く

と
考
え
て
、
意
の
発
動
以

前
の
心

を
誠

に
す

る
こ

と
を
説

き
、

さ
ら

に
こ

れ

を
一
歩
進

め
て
「

誠
意
」

と
は
「

絶
意
」
で
あ

る
と
さ
え
説
く
。
意
念

か

ら
の
解
放
―
―
こ
れ
が
藤
樹
の
心
法
上
の
工
夫
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
思
惟
の
結
果
、
藤
樹
は
陽
明

が
「

良
知
ヲ
致

ス
」
と
し
て
本
質

知
（
こ
れ
に
は
心
情
的
要

素

も
含
ま
れ
て
い

る
）
を
自
己
実
現
し
よ

う
と
し

た
の
に
対
し
て
、
「
良
知
二
致
ル
」
―
―
す
な
わ
ち
自
己
の
内
面
の
純
化
を

通
じ
て
本
質
知
に
お
の
ず

か
ら
致

る
こ
と

を
説
く
の
で
あ

る
。
藤
樹

は
内
面

的
な
陽
明
以

上
に
内
面

的
で
あ
り
、
彼
の
思
想
は
内
省
的
宗
教

と
い
う
性
格

を
強
く
も
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
に
対

し
て
天

は
超
越
的
人
格
者

と
し

て

あ
ら
わ

れ
、
こ
の
天

に
事
え

る
こ
と
を
自
己
の
課
題
と
し

た
が
、
晩
年

に

は
天

と
の
合
一
と
い
う
宗
教
的
体
験

を
も

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な

藤

樹

は

そ

の

真

知

を
「

良

知

の

霊

明

」
（
答
中
山

氏
）

を
規

定

と

し

て

い

る

。

こ

の

藤

樹

の

「

霊

明

」

の

規

定

に
示

唆

さ
れ

て

、

自

己

の

さ

と

り

（

真

知

）

の

世

界

を
「

仏

心

は
不

生

に

し

て

霊
明

」

と

規

定

し

た
の

が
禅

者

盤

珪

で

あ

っ
た

。

盤

珪

は

「

明

徳

と

は
何

か
」

と

い

う
疑

問

を
解

決

し

よ
う

と

し

て

い

る

う

ち

に

儒

教

を

離

れ

て

禅

の

世

界

に
入

っ

た
人

だ

が
、

そ

の

悟

り

の

世

界

を

「

妙

智

」

と

い

い

、
「

此

本

有

の

妙

智

は

、
有

無

の

二

見

を
離

れ

、

万

事

に

通

達

せ

ず

と

云

ふ
事

な
し

」
（
「
法

語
」
『
盤
珪
禅
師

全
集
』

二
二
九
頁
）
と

い

い

、

さ

ら

に

こ

の

妙

智

を

「

無

分

別

智
」
「

不

生

妙

智

」

と

も

表

現

し

て

い

る

。

右

に
引

用

し

た

文

言

は

や

や

型

に

は
ま

っ
た

と

こ

ろ

が
あ

る

の

で

、
彼

の
不

生

禅

の
特

徴

が
よ

く

示

さ

れ

た

箇
所

を
引

用

し

よ

う

。
「

身

ど

も

が

年

二

十

六
の

時

、

は

じ

め

て

一
切

事

は

、
不

生

で

と

ゝ

の

ふ

と

い

ふ
事

を
、

わ

き

ま

へ
ま

し

た

よ
り

此

か

た
、

四

十

年

来

仏

心

は
不

生

に

し

て

、
霊

明

な
も

の

が
、

仏

心

に

極

つ

た

と

い

ふ
事

の

、

不

生

の

証

拠

を

も

っ
て

、

人

に
示

し
て

説

事

は

、

身

ど
も

が
初

て

説

出

し

ま

し

た
」
（

岩
波
文
庫
版
、
三
五
頁
）
。

こ

こ

に
見

ら

れ

る

よ

う

に
「

霊

明

な

も

の
」

が
「

不

生

の
証

拠

」

と

し
て

考
え

ら

れ

て

い

る
。

い

っ

た

い
そ

れ

は

ど
う

い

う

こ

と

か

と

い

う

と

、

盤
珪

は

そ
れ

に

つ

い
て

次

の

よ

う

に
言

っ

て

い

る

。
「

さ

て

、

皆

こ

ち
ら

む

い

て
身

ど
も

が

云

ふ
事

を
聞

ご

ざ

る
内

に
、

後

で

啼

く

雀

の

声

を
烏

の
声

と

も
聞

た

が
わ

ず

、

鐘

の

声

を
太

鼓

の
声

と

も
聞

た

が
わ

ず

、

男

の
声

を
女

の

声

と

も

聞

た

が
わ

ず
、

そ

れ

ぐ

の
声

を

一

つ
も

聞

た

が
わ

ず
、

明

か
に

通

じ

分

れ

て

聞

そ

こ

な
わ

ず
聞

え

る

は

、
霊

明

の

徳

用

と

申

す

も

の
で

ご

ざ

る
わ

い

。

是

が
即

ち
、

性特の亅知厂の本日
冖
Ｄ

Ｑ

り



仏
心

は
不
生

に
し
て
霊
明

な
物

と
云

い
ま
す
。
霊
明

の
証
拠
で
ご
ざ
る
わ
い
」

（
全
集
、
四
頁
）
。

聴
衆
は
み
な
盤
珪

の
話
に
耳
を
傾
け
て

い
る
。
ふ
と
聞
え

る
雀
の
声
や
烏

の
声
、
そ
れ
を
聴
こ
う
と
い
う
意
識
は
何
も

な
い
に
も
か

か
わ
ら

ず
、

は
っ

き
り
識
別
で
き
る
。
こ
れ

が
仏
心

が
不

生
で
あ
る
こ

と
の
証
拠
で

あ
り
、
不

生
な

る
仏
心
の
霊
明

な
は

た
ら
き

で
あ
る
と
盤
珪

は
い
う
。
彼

が
こ
の
例
で

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
・
客
未
分
の
無
意
識
状
態
に
お
け
る
弁
別
作

用
―
―
こ
れ
が
仏
心
が
不
生
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
不
生
の
仏
心
の

霊
明

な
は
た
ら
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
彼
は
不
生
の
仏

心
の
霊
明
な
は
た
ら
き
と
し
て
「
鏡
」
の
譬
喩
や
「
人
を
見
る
眼
」
（
択
法
眼
）

が
ひ
ら
け

た
か
ど
う

か
と
い
う
こ

と
を
あ
げ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す

盤
珪
の
い
う
「
不

生
の
仏
心
の
霊
明
な
は

た
ら
き
」
を
今
ま
で
の
用
語

に

言

い
直
す
と
「
真
知
」
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
私

は
さ
き

に
真
知

は
「
対

象

知
」
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
と
言

っ
た
が
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て

盤
珪

は
ど
う
言

っ
て
い
る

か
。「
我
宗

は
仏
心
宗

に

て
、
見
聞
の
主

と
、
尋

る
者

と
二

つ
な
し
」
（
全
集
、
一
三
三
頁
）。
こ

れ
は
「
自
覚
」

の
論
理

構
造
を

説
明
し

た
こ
と

ぱ
で
あ

っ
て
、
対
象

認
識

の
論
理

で
は
な
い
。
盤
珪

の
思

想

は
「
真
知
」
の
論
理
構
造

を
よ
く
説
明

し
て
い
る
よ
う
に
思

う
。

藤
樹
や
盤
珪

に
お
い
て
真
理
の
世
界

に
お
け
る
内
面
化
の
道

が
徹

底
的
に

進

め
ら

れ
た
と
き
、
他
方
で

は
経
験

的
知
へ
の
外
面
化

の
道

が
東

ア
ジ
ア
の

ど
の
国
よ
り
も
進
め
弗
れ
る
。
そ
れ
は
朱
子
学
の
受
容
を
通
じ
て
で
あ
る
。

朱
子
学
は
内
的
志
向
と
外

的
志
向

と
を
統
一
す
る
思
想
で
あ
り
、

そ
の
基
本

的
考
え

は
「
居
敬
静
坐
」
（

存
養
）
と
「
格
物
致
知
」
（
省
察
）
の
二
つ
の
原

理

で
あ
る
。「
居
敬
静

坐
」
と

い

う
存
養
の
道

が
自
己
と
他
者
と
の
障
壁
を
突

き
破
っ
て
心
の
全
体
大
用
を
明
ら
か
に
し
、
天
人
合
一
を
実
現
し
て
真
知
の

は
た
ら
き
を
直

接
的
に
可

能
に
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
外

的
志
向
を
示

す
も
の
と
し
て
の
「
格
物
」（

物
二
格
ル
）
も
そ
れ

を
積
み
重

ね

る
こ
と
を
通
じ
て
「
一
旦
豁
然
貫
通
」
と
い
う
こ

と
が
お
こ

っ
て

わ
が
心
の

全
体
大
用

が
明

ら

か
に

な
る
と
い
う
結
果
を
ひ
き
お
こ
す

。
こ
こ

に
見
ら
れ

る
よ
う
に
朱
子
の
思
想

は
、
物
の
世
界
と
心
の
世
界
、
経
験
知
の
世
界

と
真

知
の
世
界
と
に
架
橋
す

る
も

の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
日
本
で
朱
子
学

を
受
容
し

た
と
き
、
一
方

で
は
「
理
一
分
殊

」

の
分
殊
の
世
界

を
き
り

す
て

て
「
一
理
＝
無
極
而

太
極
」
の
側
面

だ
け

を
知

る
こ

と
に
関
心

を
も
つ
倚
門

学
派
の
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
－

一
七
一
九
）
と
。

「
無

極
而
太
極

」
の「
無

極
」
を
否
定

し
て
「
太
極
」
だ
け
を
認
め
る
と
と
も

に
太
極
＝
気

と
し
、

気
に
対

し
て
独

立
に
存

在
す

る
理
の
存
在

を
認
め
な
い

で
、
経
験
的
な
気
の
理
だ
け
を
追
求
す
る
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
一

一
七
一
四
）

に
典
型
的
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
朱
子
学
は
価
値
合
理
主
義
と
経
験

合
理
主
義
の
二
つ
の
相
反
す

る
方
向
に
分
極
化

し
た
。
真
知
の
世
界
と
経
験

知
の
世
界
に
架
橋
す
る
と
い
う
朱
子

の
意
図
に
反
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

の
み

を
徹
底

し
て
追

求
す
る
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
結

果
を
ひ
き

お
こ

し
た
思
想
的
原
因

は
、
朱
子
学
の
説
く
理

が
「
形
而

上

的
・

道
徳
論
的
」
性
格

の
理

と
、「

経
験
的
」
性
格
の
理
と
い
う
性
格

を

異



に
す

る
理
を
弁
別
す

る
こ
と
な
く
、
道
徳
的
性
格
の
理
優
先

と
い
う
性
格

を

も
ち

な
が
ら
両
者

を
連
続

的
に
捉
え

た
か
ら
で
あ

っ
た
。

朱
子
学
派

の
中

で
は
二
つ
の
勢

力
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
。

こ

の

う

ち

「
真

知
」

の
追
求
に
重
点
を
置
い
た
も
の
は
倚
門

学
派
で
あ
り
、
山
崎
闇

斎

・
浅
見
絅
斎
・
三
宅
尚
斎
・
楠
本
端
山
に
は
「
智
蔵
説
」
と

い
う
心
法
の
工

夫

が
見
ら
れ

る
（
「
静
坐
」
を
重

ん
じ

た
の
は
佐
藤
直
方

と
そ
の
門
弟
、
な
ら

び
に
楠
本
端
山
で
あ

っ
て
、
両
面
を
兼
ね
具
え
、
朱
子
学
の
真
知
追
求
の
面

を
倚
門
の
系
統
で
最

も
徹
底

し
た
の
は
端
山

と
い

う
べ
き

で
あ
ろ
う
）
。

朱

子

学
派
の
中
で
「
真
知
」
追
求

を
真
摯
に
な
し
た
の
は
大
塚
退
野
（
一
六
七
六

－

一
七
五
〇
）
を
代
表
と
す
る
第
一
次
の
熊
本
実
学
派
と
横
井
小
楠
（
一
八
〇
九

一

一
八
六
九
）
を
代

表
と
す
る
第
二
次
の
熊
本

実
学
派

の
人

々
で
あ
ろ
う
。
退

野
は
は
じ

め
陽
明
学

に
心

酔
し
た
が
。
陽
明

の
思
想

が
知

を
否
定

す
る
こ

と

に
不
満

を
感

じ
て
、
格
物
致

知
の
必
要

を
説

く
朱
子

に
帰

り
、
「
脱
然
貫

通
」

の
体

験
を
も
っ
た
。
そ
し
て
理
と
自
分

と
が
完
全
に
一
致

す
る
こ
と
を
自
得

し
、
こ
れ
は
程
子
（
明
道
）
の
「
真
知
」
の
説
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
の
思
想
的
系
譜

を
引
く
横
井
小

楠
は
「
神
知
霊
覚
湧
如
泉
。
不
用

作
為
付
自
然
」
（
遺
稿
、
八
九
五
頁
）
と
い
う
詩
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
彼
の
思

想
的
文
脈

か
ら
す

れ
ば
彼

な
り
の

一
種
の
宗
教
的
体
験

を
も
ち
、
滾

々
と

し

て
尽
き

る
と
こ

ろ
の
な
い
「
真
知
」
の

立
場

に
立
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
経
験

知
を
強
調

し
た
朱
子
学
派

の
人

々
の
中

に
は
、
貝
原
益
軒
・

西
川
如
見

・
五
井

蘭
洲

・
中
井

竹
山
・
履

軒
兄

弟
・
山

片
蟠
桃
ら
の
懐
徳
堂

の
人

々
、

佐
久
間

象
山

ら

が
い
て
、
真
知
派

と
の
勢
力
関
係
は
相
拮
抗
し
て

い
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な

が
ら
古
学
派
を
含
め
て
考
え

る
と
、

日
本
の
近
世
儒
学
で
は
経
験
知

を
追
求
す

る
方

が
優
勢
で
あ
っ
た
と
み
な
し

て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え

ば
山
鹿
素
行（
一
六
二
二
－

一
六
八
五
）
は
、
「
聞
見
の
知
」
と
「
真

知
」
と

を
区
別

し
て
「
聞
見
の
知

は
真
知

に
あ
ら

ず
」

と
す

る
中
国
の
朱
子

学
者
謝
上
蔡
の
考
え
方

を
否
定
し
て
、
真

知
は
聞
見

の
知

の
積
み

か
さ
ね
に

よ

っ
て

は
じ

め
て
自
得
で
き
る
と
し
、

知
識
と
欲

望
と
の
相
関
関
係
に
注
目

す

る
な
ど
経

験
知
・
技
術
知
の
方
に
傾
い
て
い
る
。
伊

藤
仁
斎

の
最
大
の
関

心

は
倫
理
の
問

題
で
あ
っ
た

が
、
理
に
つ
い
て
は
「

気
の
理
」

だ
け
を
認
め

る
と
い
う
点

で
は
経
験
主
義
の
方
に
加
担
し
て
い
る
。
荻
生
徂
徠

は
理
気
の

説

は
無
用

で
あ
る
と
し
、
宋
儒
の
理
を
主
と
し
知
を
尊
ぶ
考
え
方

は
鬼
神
を

信

ぜ
ず
、
天

を
敬
せ
ず
、
果
て
は
聖
人
信
仰
を
否

定
す
る
方
向
に
向
う
と
し

て
こ
れ
を
否

定
す
る
と
と
も
に
、「

格
物
」

に
つ
い
て

は

鄭
玄
に
し
た
が
っ

て
「
物
格
ル
」
「
物
格
ス
」
と
訓
じ
て
い
る
。
徂
徠
の
「
格
物
」
は
「
見
る
」

立
場
に
立

っ
て
認
識
主
観
と
し
て
能
動

的
に
理
を
追
求

す
る
朱
子
学
の
「
格

物
窮
理
」

と
違

っ
て
、
習
熟
と
か
力
行
と
か
の
「

行
ふ
」
立
場

に
立
っ
て
、

そ
れ

を
重

ね
れ
ば
、
物

が
お
の
ず
か
ら
向
う
の
方
か
ら
や
っ
て
く
る
一
種
の

了

解
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
徂
徠
の
考
え

で
は
、
あ
る
一
定

の
目
的
を
立

て
て
一
つ
の
視
点
か
ら
物
を
見
れ

ば
、
物
は
あ
る
限
定
さ
れ
た
仕
方
で
し
か

見
え

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
定

の
企
図

な
し
に
、
繰
り
か
え
し
古
典
を

読
む
、
技
芸

に
習
熟
す
る
、
あ
る
い
は
先
王
の
こ
と

ば
通
り
に
実
行
し
て
み

る
。

そ
う
す
る
と
自
然
に
あ
あ
そ
う
か
と
向

う
の
方

か
ら
教
え
て
く

れ
る
よ

性特のｊ知厂
卜の本日
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う

な
、
い

わ
ば
自
分

の
か
ら
だ
で
わ
か
る
わ
か
り
方
、
そ
れ

が
彼
の
い
う
格

物
で

あ
る
。
こ
う
し
て

み

る
と
、
徂
徠
の
格
物
は
一
種

の
経

験
知
の
カ
テ
ゴ

ジ

ー
に
属
す

る
け

れ
ど
も
、
朱
子

学
の
経

験
合
理

主
義

と
は
ま
た
異
な
る
知

の
世
界

を
ひ
ら
い

た
も
の
と
言

わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

そ
の
後
江
戸
後
期
の
知

的
世
界

に
お
い
て
は
経
験
知

・
実
証

知

が
支
配

し
、

「
活
智
」

を
尊

ん
で
そ

れ
に
よ

っ
て
現
実

の
社
会

を
分

析
す
る

海

保

青

陵

（
一
七
五
五
－

一
八
一
七
）
や
、
儒
教

と
く
に
易
の
思
想

を
換
骨

奪
胎
し
て

そ
の

中

に
洋
学
を
受
け
い
れ

る
と
か（
三
浦
梅
園
、
帆
足
万

里
）
、
儒
教

と
洋
学

と

の
ド
ッ
キ
ン
グ
を
は
か

る
と
か（
山
片
蟠
桃
、
佐
久
間
象
山
、
杉
田
玄
白
ら
）

の

新

傾

向

が
生

じ

た

が
、

明

治

初

頭

に

お

い
て

、
「

物

の
理

」

を

必

然

の

世

界

、
「

心

の

理

」

を

自

由

の
世

界

の
も

の

と
し

て

両

者

を

峻

別

し

た
西

周

、

「
知

あ
り
て

然
る
後
に
倫
あ
る
な
り
、
倫
あ
り
て
然
る
後
に
物

を
生

ず
る
に

非

ず
、

臆
断

を
以

て
先
づ
物
の
倫

を
説
き
物
理
を
害
す

る
勿
れ
」
（
『
文
明
論

之
概
略
』
）
と
説
い
た
福
沢
諭
吉
ら
に
よ
っ
て
、
朱
子

学
派
の
提
起
し

た
問
題

へ
の
ピ
リ

オ
ッ
ド
が
う
た
れ
、
そ
の
後
の
近
代
日
本
で
は
西

洋
近
代
の
経
験

知

・
実
証
知
（
対
象

知
）

が
主
流
と
な
っ
て
西

欧
の
近
代
科

学

が
受
容
さ
れ
、

西
田

哲
学

の
成

立
ま
で
、「
真

知
」
の
系
譜
の
知

は
哲
学
者

に
よ
っ
て

省

み

ら
れ

る
こ
と
稀
で
あ

っ
た
。

な
お
儒
教
的
古
学

の
成

立
に
伴

っ
て
人
間

の
情
念

の
解
放

の
思
想

が
形
成

さ
れ
、
そ
の
頂
点

と
し
て
国

学
者

本
居
宣
長

の
「

物

の
あ
は
れ
を
知
る
」

と

い
う
考
え
方

が
形
成

さ
れ
た
こ
と
を
附
け
加
え
ね

ば
な
ら

な
い
。
こ

の
知

の

作
用
は

、
儒
教
の
合
理
的
知

の
作
用

と
相
対

立
す

る
も
の

で

あ

っ
て

、「
知

る
」

と
い
う
以

上
一
種
の
知

的
作
用
で
あ
る
こ
と
に
は
間

違
い
な
い
が
、
物

に
触

れ
て

の
感
受
・

感
動

が
中
核

を
な
す
知
的
作
用

で
あ
っ
て
単
な
る
合
理

的
知
的
作
用
で

は
な
い
。
宣
長
の
意
識
に
お
い
て
は「
物

の
あ
は
れ
を
知

る
」

こ
と
と
儒
教
的
知

と
の
関
係

は
、
平

安
朝
の
文

学
に
見

ら
れ
る
「
こ
こ
ろ
」

と
「

こ
と
わ
り
」

と
の
関
係

と
類
比
的
関
係

を
も
つ
。

以

上
は
江
戸
時
代

を
中
心

と
し
た
日
本
に
お
け
る
「
知
」

的
状
況

の
概
略

で
あ
る
が
、
（
１
）
古
代
に
お
い
て
は
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
呪
術
的
力
を
も

っ
て
い
て
「
支
配
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
、
（
２
）
そ
の
こ
と
と
の
関
連

で
古
代
仏
教
に
お
け
る
「

真
知
」
は
密
教
的
呪
法
と
結

び
つ
い
て
い
た
こ
と
、

闇
中

世
に
な
っ
て
親
鸞
の
徹
底
的
に
自
己
の
実
存

を
凝
視
す
る
態
度

を
通
じ

て
仏
教
の
真
知
は
は
じ
め
て
呪
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
、
（
４
）
仏
教
・
儒
教

を
問

わ
ず
日
本
に
お
け
る
真
知
は
究
極
的
実
在
と
自
己
と
の
合
一
と
い
う
性

格

を
も
ち
、

そ
の
意
味
で
「

知
る
」
こ

と
は
「

成
る
」
こ
と
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
西
欧
的
純
粋
知
と
は
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
、
（
５
）
真
知
に
い
た
る
た

め
の
方
法

と
し
て

坐
禅
や
静
坐
を
伴

う
瞑
想
、

な
い
し
は
「

身
・
囗
・

意
」

に
渉

る
修
行
・

稽
古

な
ど
の
身
体
的
行
為
・
実
践
が
重

ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、

（
６
）
こ
の
真
知
の
探
究
は
、
武
芸
や
芸
能
の
世
界
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
、
か

ら
だ
で
お
ぼ
え
る
こ
と
の
必
要
が
説
か
れ
た
こ
と
、
（
７
）
真
知
の
求
め
方
に
お

い
て
内
面
化
と
単
純
化
の
傾
向
が
よ
り
強
く
な
っ
た
こ
と
、
（
８
）
江
戸
時
代
に

な
る
と
真
知
の
ほ

か
に
経
験
知
へ
の
要

求
が
非
常
に
強
く
な
り
、
そ
れ
は
朱

子
学
の
「

格
物
致
知
」

の
思
想

を
媒
介
と
し
て

な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
傾
向
は
た

ん
に
朱
子
学
の

Ｉ
派
に
と
ど
ま
ら

ず
、
古
学
派
・
独
立



派

に

及

び

、

そ

の

よ

う

な

傾

向

が
儒

学

と

洋

学

と

の
接

合

を
生

ん
だ

こ

と

、

（
９
）
こ
の
よ
う
な
経
験
知
・
実
証
知
を
重
ん
ず
る
傾
向
は
情
念
の
解
放
を
求
め

る
思

想

と

結

び

つ
き

、

そ

の

頂

点

と

し
て

「

物

の

あ

は

れ

を
知

る
」

と
い

う

感

性

・
知

性

を
融

合

し

た
「

知

」

を

う
み

出

し

た

こ

と
、

等

の
特

性

が
あ

っ

た

こ

と

を
指

摘

し

た

。

こ

の

よ
う

な
経

験

知

の
重

視

と

い

う

こ

と

の
成

立

の

背

景

に

は

、

自

然

を

自
然

物

と
し

て

具
体

的

に

捉

え

た

古
代

日

本
以

来

の

日

本

人

の

自

然

観

が

存

在

す

る

の
で

は

な

い

か

と

思

う

。

ま

た
「

物

の

あ

は

れ

を

知

る

」

こ

と

を

強

調

す

る
思

想

は

、
「

こ

こ

ろ

」

を
情

と

し

て

捉

え

た
古

代

日

本

人

の

こ

こ

ろ

観

と

深

い

関

係

が
あ

る
。

こ

の
よ

う

な
意

味

で

伝

統

日

本

に

お

け

る
「

知

」

は

、

仏

教

・

儒

教

を

受

容

し

た

に
も

か

か
わ

ら

ず

、

古

代

日

本

の

基

層

文

化

と

深

い

つ

な

が
り

を

も

ち
、

そ

こ

に

日
本

の
「

知

」

の

特

性

が
あ

る
と

い

え

よ

う

。

（
１
）
　
「
静
坐
」

の
問
題
に

つ
い
て
は
岡
田

武
彦
氏
の
『
坐

禅
と
静
坐
』
　（
大
学

教

育
社
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
　
こ
の
文
武
の
芸
を
通
じ
た
日
本
人
の
自
己
修
練
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
文
化
と
人
間
形
成
』
（

第
一
法
規

出
版
）
の

第
三
章
「
文
武
の
芸
を
通
じ

て
の
日
本
人
の
自
己
修
練
」
を
参
照
。

（
３
）
　
「
大
乙
神
」
な
ら
び
に
中
江
藤
樹
に

お
け

る
「
皇
上
帝
」
と
「
大
乙
神
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
初
期
実
学
思
想

の
研
究
』
四
〇
六

―
七
頁

参
照
。

（
４
）
　
荻
生
徂
徠
に
お
け

る
「
知
」
の
問
題
に

つ
い
て

は
、
源
了
圓
「
徂
徠
試
論
」

の
「
格
物
と
窮
理
－

了
解
と

認
識
」

の

部

分
（
『
季
刊

日
本
思
想
史

』
第
二

号

、
二
六
～
三
二
頁
）
、
な
ら
び
に
小
島

康
敬
「
荻

生
徂
徠
の
『
学
』
」
（
『
理
想
』

六
一
九
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
　
源
了
圖
「

理
の
観

念
の
転
回
ｉ

西
周
に

お
け

る
徳
川
思
想
と
明

治
思

想
の

連
続
・
非
連
続
」
（
「

徳
川
合
理
思

想
の
系
譜
」
所
収
）
参
照
。

（

６
）
　
福
沢
の
こ
の
一
文
の
思
想
史

的
意
義
を
明
ら

か
に
し

た
論
文
に
丸
山

真
男
氏

の
「
福
沢
に
お
け
る
『
実
学
』

の
転
回
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
二
号

）
が
あ

る
。

（
み
な
も
と
・
り
ょ
う
え
ん
、
日
本
思
想
史
・
日
本
文
化
論
、

国

際

基

督
教

大

学

教

授

）

性特の
－

Ｊ
知厂

卜
の本日
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