
〈
研

究

論
文

６
〉

宗
教
体
験
と
悟
り

―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
白
隠
と
の
比
較
か
ら
―

序

こ
れ
ま
で
、
宗
教
体
験

に
つ

い
て
の
研
究
は
、
主

に
キ
リ
ス
ト
教
圈

の
事

例
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も

の
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏

教
、
特
に
禅
に
つ

い
て
語
る
場
合
で
も
、
自
ら
の
理
論
と
の
相
違
点
を
明
確

に
す

る
こ
と
が
、

そ
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
き
た
と

は
言
え
な

い
。
他
方
、
褝

に
関
し
て

も
、
概
念

レ
ベ
ル
の
研

究
を
除
い
て

は
、
仏
教
外
の
宗
教
体
験
と

の
対
置

に
お
い
て

。

自
ら
の
性

格
を
規
定
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
ま
り
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ

こ
で

、
そ
れ
ぞ
れ
を
体
験
と
し
て
、
比
較
的
素
朴

に
書
き
記
し

た
例
と

し
て

、

有
名

な
『
宗

教
的
経
験
の
諸
相
』
の
著
者
で
あ
る
Ｗ

・

ジ
ェ
イ

ム
ズ
と

、
江

戸
期

の
臨
済
宗

の
僧
で
あ
る
白
隠
慧
鶴
と
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
み

る
こ

と

に
す
る
。

そ
の
際
、
体
験
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
体
験
か
ら
体
験
後
へ

の
動
き
を
一
連

の
も

の
と
し
て
着
目
し
た
い
。
こ
う
し
た
観
点

は
、
体
験
時

冲
　

永
　

宜
　

司

に
お
け

る
視
覚
的
対
象
と
伝
統
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
議
論
な
ど
と
は
区
別

さ
れ
る
。
視
覚
上
の
問
題
は
、
最
近
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
ト
ピ
ッ
ク

と

は
い
え

、
体
験
が
作
り
出
す
実
践
上
の
差
異
の
問
題
に
は
直
接
関
与
す
る

傾
向

が
少

な
い
。
だ
が
む
し
ろ
こ
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
が
、
体
験
と
思

想
と

の
有

機
的
な
関
連
を
解
く
上
で
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
む
し

ろ

ジ
ェ
イ

ム
ズ
な
ど
の
、
い
わ
ゆ

る
古
典
的
な
宗
教
体
験
論
が
投
げ
か
け
て

き

た
視
点
で

あ
り
、
し
か
も

そ
う
し
た
視
点
の
方
が
、
禅
の
見
性
体
験

に
ア

プ

ロ
ー
チ
す

る
の
に
は
適
当

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
以
下

、
体
験
の

リ

ア
リ
テ
ィ
ー
と
思
想
的
背
景
と
を
一
連
の
解
釈
学
的
な
関

連
と
し
て
念
頭

に
置
き
つ
つ

考
察

し
て
行
き

た
い
。

Ｉ

ジ

ェ
イ

ム
ズ
は

『
諸
相
』

に
お
い
て

「
意
識

の
神
秘

的
状
態
」
が
共
通
し



て

所

持

す

る

も

の

と

し

て

四

つ

の

性

質

を

挙

げ

た

こ

と

は

有

名

だ

が

、

殊

に

体

験

の

リ

ア

リ

テ

ィ

ー

か

ら

の

影

響

と

い

う

点

で

重

要

に

な

る

の

が

「

認

識

的

性

質

」
（
ｎ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉｃ
　
ｑ
ｕ
ａ
ｌ
ｉｔｙ

）
’

お

よ

び

「

受

動

性

」
（
ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｉｖ
ｉｔｙ

）

で

あ

る

（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．３
０
２

．）
°

前

者

は

、

通

常

の

、

対

象

を

伴

っ

た

言

明

可

能

な

分

別

知

を

意

味

す

る

の

で

は

な

く

、

言

明

不

能

（
ｉｎ
ｅ
ｆ
ｆａ
ｂ
ｌｅ
）

で

あ

り

な

が

ら

、

な

お

か

つ

認

識

的

（
ｎ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉｃ
）

で

あ

る

と

い

う

、

全

く

矛

盾

し

た

二

つ

の

性

質

を

同

時

に

含

ん

で

い

る

。

そ

れ

は

個

別

の

知

識

で

は

な

く

、

む

し

ろ

個

別

的

な

知

識

に

背

後

か

ら

意

義

や

重

要

性

を

与

え

る

、

体

験

者

の

最

も

根

本

的

な

「
関

心

」
（
ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
）

の

方

向

性

や

人

格

の

中

心

的

な

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

向

き

を

決

定

す

る

作

用

を

持

つ

。

こ

の

関

心

を

向

け

て

い

る

対

象

に

つ

い

て

の

説

明

は

可

能

だ

が

、

そ

の

関

心

自

体

に

つ

い

て

、

同

様

に

説

明

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

関

心

は

。

必

ず

し

も

言

語

化

さ

れ

な

い

、

対

象

の

生

き

生

き

と

し

た

感

じ

や

、

そ

の

意

義

や

重

要

性

を

司

っ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

関

心

が

変

化

す

れ

ば

、

先

の

対

象

は

外

見

上

何

も

変

わ

ら

な

く

と

も

、

当

事

者

に

は

全

く

違

っ

た

意

義

を

伴

っ
て

現

れ

て

く

る

こ

と

に

な

る

。

「

人

間

が

追

究

す

る

そ

れ

ぞ

れ

の

『
目

的

』

は

、

あ

る

特

定

の

種

類

の

関

心

を

伴

な

う

興

奮

を

呼

び

起

こ

し

、

そ

し

て

も

ろ

も

ろ

の

観

念

を

集

め

て

一

つ

の

群

と

し

、

そ

の

興

奮

に

関

連

す

る

も

の

と

し

て

。

そ

こ

に

従

属

さ

せ

る

。

（
中

略

）

あ

る

群

が

現

前

し

て

関

心

を

奪

っ

て

し

ま

う

と

、

そ

の

他

の

群

に

関

連

す

る

全

て

の

も

ろ

も

ろ

の

観

念

は

精

神

の

領

野

か

ら

し

め

だ

さ

れ

て

し

ま

う

だ

ろ

う

。
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ

　
Ｐ

．　１
６
０

．）

こ

こ

で

「

関

心

」

や

「

目

的

」

は

ま

だ

一

般

論

と

し

て

語

ら

れ

て

い

る

が

、

そ
れ

ら

が
特

に

宗

教

的

な

も

の

に

な

っ

た
場

合

、

そ

れ

ら

は

「

人
間

の
人

格

的

エ
ネ

ル

ギ

ー

の
習

慣

的

な

中

心
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．１
６
２

．）

と

呼

ば

れ

る

に
到

る
。

そ

う

な

る
と

こ

れ

は

「
情

緒

的

な

関

心
」

の

「
中

心

」

と

な

り

、

そ

の

場
合

ど

の

よ

う

な

観

念

群

が

そ

の

「
中

心
」

を

占

め

る

か

、
「
縁

り

」

に

と

ど

ま

る

か

が

大
き

な

違

い
と

な

る
。

例

え

ば

、
「
あ

る
人

が

『
回

心

す

る
』

と

い

う

こ

と

の

意

味

は

、

こ

の

言

い
方

に

従

え
ば

、

そ

れ

ま

で

そ

の

人

間

の

意

識

の

縁

り

に

あ

っ
た

宗

教

的

観

念

が

、

今

や

中

心
的

な

場

所

を

占

め

る

よ

う

に

な

る

こ

と
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．　１
６
２

．
）

と
し

て

理

解

さ

れ

る

よ

う

に

な

る
。

「
あ

る

日

、

そ

の

思

想

の

真

の
意

味

が

初

め
て

私

達

を

貫

い

て

響

き

渡

っ
た

り

、

も

し

く

は

そ

の

行

為

が

突
然

、

倫

理

的

に
不

可

能

な

こ

と

に
一

変

し

て

い

る

の

で

あ

る

。
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ
.　１
６
３
.）

こ

の

よ

う

に

、

関

心

の

重

大
な

変

化

を

導

く
、

宗

教

体

験

の

「
認

識

的

性

質

」

は

、

禅

の

悟

り

に
も

大

き

く

共

通

す

る

。
し

か
し

、

両

者

の
相

違

は

、

体

験

の

「
受

動

性

」

の

あ

り

方
の

中

に
見

ら

れ

る
。

ジ

ェ
イ

ム

ズ
の

言
う

神

秘

的

体

験

の

「
受

動

性

」

と

は
、

そ

の

体

験

が

、
意

識

の
集

中

な
ど

の
努

力

や

、

手

引

き

に
の

っ
と

っ

た

自
発

的

方

法

に

よ

っ
て

準

備

さ

れ

る
と

し

て

も

、

最

終

的

に

は
自

分

の

力

に

よ

ら

な

い
仕

方

で

引

き

起

こ

さ

れ

る

こ

と
で

あ
り

、

こ

の

点

は

白

隠

な

ど

の

禅

で

も

共

通
す

る
。

し

か

し

こ

れ

が

自

分

の

力

に

よ

ら

な

い
ど

こ

か
ら

起

こ

る

の

か

と

い

う
問

題

に
な

る

と

、

両

者

は

直

接

的

な

体

験

記
述

の

中

か

ら

し

て

相

違

し

て

い

る
。

ジ

ェ
イ

ム
ズ

の

諸

例

で

は

、

い

わ

ば

「
自

己

が

宗

教

的

な

実

在

者

を

よ
り

し

っ
か

り

と

つ

か

ま

え

た

結

果
」

（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．　１
５
７

．
）

と

い
う

表

現
で

体

験

が

語

ら

れ

る

の

に
対

し

て

、

禅

で

は



む

し

ろ

そ

う

し

た

求

め

る

べ

き

実

在

者

が

ど

こ

に

も

い

な

い
と

気

づ

く

側
面

が

強

調

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

相

違

は

、

特

に

ジ

ェ
イ

ム
ズ

の

言

う

「

実

在

の

感

覚

」

と

、

禅

の

見

性

体

験

と

の

相

違

を

見

て

ゆ

く

と

明

ら

か

に

な

る

。

以

下

、

そ

れ

ら

を

比

較

し

て

ゆ
き

た

い

。

「

実

在

の

感

覚

」

と

は

ジ

ェ

イ

ム
ズ

の
文

脈

に

お

い

て

は

、

体

験

の

際

「

認

識
」

さ

れ

る

も

の

に

対

し

て

、
体

験

者

が

最

も

重

大

な

関

心

を

向

け

る

よ

う

に
な

る
条

件

と

な

る

感

覚

で

あ

る

。

い

わ

ば

そ

の

「
認

識

」

が

、

体

験

者

の

人

格

的

エ
ネ

ル

ギ

ー

の
中

心

を
形

成
す

る

た

め

に

必

要

な

力

強

さ

を

持

つ
根

拠

と

し

て

体

験
者

に
与

え

る

、
通

常

の
五

感

と

は
質

的

に
区

別

さ

れ

た
独

特

な

感

覚

で

あ

る
。

そ

れ

は
、

何

だ

か
分

か
ら

な

い

が

、

そ

こ

に

確

実

に
実

在

す

る

も

の

が

あ

る

、

と

い

う
感

覚

で

あ

り

、
「

ど

の

よ

う

な

個

別

の

『
感

覚
』

よ

り

も

い

っ
そ

う

深

く

一

般

的

な

も

の
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ
.　５
５

．）

と

し

て

規

定

さ

れ

る
。

こ

の

感

覚

は
明

確

な
対

象

や

観

念

を

伴

わ

な

い

で

生

じ

る

場

合

も

あ

る

。

し

か
し

宗

教

的
観

念

に
と

っ
て

は

、

こ

の

感

覚

を

伴

う

こ

と

が

、

そ

れ

が

論

理

的

に

い

か

に

「
漠

然

と

」

し

て

「
あ

り

そ

う

に

な

い

」

も

の

で

あ

っ
て

も

、

な

お

も

「

ど

ん

な

批

判

を

も

か

え

り

み

ず

、

そ

の

存

在

が

信

じ

ら

れ

る
」

（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．５
５

．）

権
利

を

獲

得

す

る

も

の

だ

と

さ
れ

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

注

意

す

べ

き

な

の

は
、

ジ

ェ
イ

ム
ズ

で

は
実

在

の
感

覚

が

、

ほ
ぼ

宗

教
的

信

仰

の

獲

得

や

。

幸

福

感

の

方

へ

引

き

つ

け

ら

れ

て

語

ら

れ

て

お
り

、

逆

に
実

在

の

感

覚

が

我

々

の

心

か
ら

消

え

る

時

は

、
「
病

的

な

憂

鬱

」

や

「
心

を

悩

ま

せ

る

苦

痛

」

が

生

じ

る

こ

と

に

な

る

と

考
え

ら

れ

て

い
る

点

で

あ

る
。

つ

ま

り

実

在

の

感

覚

が

消

え

る

こ

と
で

幸

福
感

が

起

こ

る

と

い

う

考

え
方

は
ほ

と

ん

ど

な

く

、

実

在

か

ら
非

実

在

へ

の

方
向

は

い

つ
も

恐

怖

や

憂

鬱

の
感

覚

に

引

き

つ

け

ら

れ

て

語

ら

れ

る
。

つ

ま

り

、
「
人

々

に

つ

き

ま

と

い

怖

れ

さ

せ

る

非

実

在

の

感

覚

」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

． ５
９

．
）

と

呼

ば

れ

る

の

で

あ

る

。

し

か
も

こ

う

し

た

実

在

、

非

実

在

の
感

覚
が

体

験
者

に
与

え

る

一

定

の

感
じ

方

や

意

味

は

、

後

の

体

験

解

釈

の

段

階

で

は

な

く
、

ほ
ぽ

そ

の

ま

ま

の

素
朴

な

体

験

記

述

の

段

階

に
お

い
て

示

さ

れ
て

い

る

。
さ

て

、
次

に
禅

に

お

け

る
見

性

体

験

を

素

朴

、

記

述

的

に

記
し

た

白
隠

の

例
を

見

て

ゆ

き

た

い

。

褝

の

見

性

に

お

い

て

も
、

言

い
表

せ

な

い
が

、

根

本

的

な

真

理
を

悟

っ
た

と

い

う

性

質

が

あ

り

、

こ

の

点
で

は

キ

リ

ス

ト
教

的

な

体

験

例

と
共

通

す

る

こ

と

は

既

に

述

べ

た

。

そ

こ
で

今

注

目

し

た

い

の

は
、

体

験

さ

れ

る
何

か
の

実

在

性

の

問

題

で

あ

る

。

こ

の

相
違

は

、
思

想

だ
け

で

な

く

、

体

験

に
よ

っ

て

生

み

出

さ

れ

る

宗

教

者

の
人

格
や

実

践
の

相

違

に
も

影

響

す

る

の
で

、

考

察

の

意

義

は
あ

る

だ

ろ

う
。

「

妙

処

に

至

り

て

は

、

吾
と

て

も

覚

え

ず

知

ら

ぬ
処

よ

り

働
き

出

る
事

な

り

。

人

々

具

足

の

妙

法

の

心

性
も

左

の
如

し

。
」
（
Ｏ
Ｔ
　
Ｐ

．　１
７
３
.）

こ

の

「

妙

所

」

と

は
、

難

答

難

解

の

公

案

に

よ

っ
て

引

き

起

こ

さ

れ

た

「

疑

団
」

が

、

見

性

に

お

い

て

「
打

破

」

さ

れ

、

仏

法

に

対

す

る

根

本

的

な

認

識

の

転

換

が

引

き

起

こ
さ

れ

る
地

点

で

あ

る

。

修
行

者

は

、
仏

法

の

真

理



を

徹

見

せ

ん

と

す

る
参

究

心

を

。
公

案
氷

解

へ

の
工

夫

に

よ

っ
て

さ

ら

に

研

ぎ

澄

ま

し

、
「
参

し

参

し

て
参

す

べ
き

無
き

処

に

到

て

、

理

尽

き

詞

究

つ

て

、

技

も

亦

究

」
（
Ｏ
Ｔ
　
Ｐ
・
　１
４
０

．
）

る
と

こ

ろ

に

ま

で

進

み

、

こ

の

ぎ

り

ぎ

り

ま

で

究

っ

た
瞬

間

が

あ

っ
て

初

め

て

、

自
己

が

そ

こ

か

ら

一

転

す

る
事

態

へ

と

到

る
。

そ

れ

は

「

懸

涯

に

手

を

撤

し

て

絶

後

に
再

び

蘇

っ

て

、

而

後

に
団

地

一

下

の

安

堵

は

得

る

こ

と

に

侍

り

」
（
Ｏ
Ｔ
　
Ｐ

． １
４
０

．
）

と

表

現

さ

れ

る
。

ジ

ェ

イ

ム
ズ

の

事

例

に

お

け

る

体

験

が

、

実

在

が

上

か
ら

現

れ

る

よ
う

な
も

の

で

あ

る

の

に

対

し

て

、

こ

れ

は

「
断

崖

か

ら

手

を

離

す

」

と

い

う
、

下

へ

抜

け

出

し

て

ゆ

く

感

覚

で

あ

る

。

そ

の

結

果

得

ら

れ

る

目

覚

め

も

、
「
生

死

の

恐

る

べ

き

無

け

れ

ば

、

涅

槃

の

求

む

べ

き

無

し

。

十

方

を

目

前

に
消

融
し

、

三

世

を

一

念

子

に

貫

通

す

。
」
（
Ｏ
Ｔ
　
Ｐ

．　１
５
０

．
）

と

表

現

さ

れ

る

。

こ

れ

も

、

何

か

が

現

れ

る

と

い
う

よ

り

、

今

ま

で

と

ら

わ

れ

て

い

た
実

在

の
方

が

消

滅

し

、

そ

の

結

果

自

在

を

得

る
と

い
う

感

触

が

強

調

さ

れ

る
。

つ

ま

り
、

仏

や

祖

を

求

め

た
末

に
、

つ

い

に
そ

れ

ら

の

実

在

が

顕

現

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

幸

福

感

が

得

ら

れ

る

の
で

は

な
く

、

反

対

に
こ

れ

ま
で

一

心

に

求

め

て

い

た

仏

や

祖

か

ら

解

放

さ

れ

、

そ

れ

ら

の
実

在

が

問

題

に

な

ら

な

く

な

る

こ

と

に

よ

っ
て

幸

福
が

生

じ

る

の

で

あ

る

。
こ

の

よ

う

な

体

験

レ
ベ

ル

で

の

相

違

は

、

何

に
起

因

す

る

の

だ

ろ

う

か

。

Ⅲ

こ

の

問

題

を

考

え

る

に

あ

た

り

、

次

に

、

両

者

に

お

い

て

「
無

」

が

ど

の

よ

う

に

と

ら

え

ら

れ

て

い

る
か

を

見

て

み

た

い

。

そ

れ

ぞ

れ

の

体

験

者

が

語

る

「
無

」

の

相

違

は

、

体

験

の

性

質

の

相

違

を

象

徴

的

に
示

し

て

い

る
。

ジ

ェ
イ

ム

ズ
が

着

目
す

る

神

秘

的

状

態

は
、
「
そ

の

究

極

の

真

理

に

妥

当

し

得

る

も

の

と

し

て

ど

ん

な

形

容

詞

を

あ

て

は

め

て

も

、

こ

れ

を

否

定

」

（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

． ３
３
０

．
）

す

る
特

徴

が

あ

る
。

つ

ま
り

、

真

理

。

絶

対

者

の

形

容

は

、

…

…

で

は

な

い
と

い

う
否

定

の
繰

り

返

し

に

よ

っ
て

し

か
語

ら

れ
得

な

い
。

な

ぜ

な
ら

形

容

は

既

に
限

定

で
あ

り

、

こ

れ

に

対

し

て

「
真

理

は
そ

れ

ら

の

限

定

を
無

限

に

超

出
」
（
Ｖ
Ｒ
Ｅ
　
Ｐ

．３
３
０

．
）
す

る

か
ら

で

あ

る
。

こ

の

、

い
か

な

る
形

容

も

届

き

得

ぬ

ゆ
え

に
、

絶

対

者

は

「
無

」

と

呼

ば

れ

る
。

ル

ド

ル

フ

・

オ

ッ

ト

ー

は

神

秘

主

義

に

お
け

る
神

を

「
絶

対

他

者

」
（
Ｄ
Ｈ
　
Ｓ

．２
８

．
）

と

呼

び
、

人

間

の

側

か
ら

す

れ
ば

「
逆

説

的

」

も

し

く

は

「
二

律
背

反

的

」

（
Ｄ
Ｈ
　
Ｓ

．３
６

．
）

に

し

か

語

ら

れ

な

い
と

し

た
が

、

そ

れ

は

神

を

理

知

的

に

把

握

す

る

こ
と

の
不

可

能
性

を

極
限

化

し

た

た

め

で

あ

る

。

こ

の

よ
う

に
、

神

秘

主

義

の

「

無
」

は

、

我

々

か
ら

無

限

に

隔

た

っ
た

、

絶

対

の

「
有

」

に
関

す

る

表

現

と

し

て

の

「
無

」

だ

と

言

え

る
。

さ

て

、

そ

れ

に

対

し

て

禅

の

「

無
」

は

ど

う

か

。

キ

リ

ス

ト

教

的

な

体

験

は

、

そ

の

後
、

神

的

実

在

へ
の

確

信

と

い

う

方
向

に

結

び

つ

い

て

行

く

の

に

対

し

て

、
反

対

に
禅

で

は
そ

う

し

た
実

在

か

ら

離

れ

る

意

味

で

「
無

」

が

語

ら

れ

る

傾

向
が

強

い
。

こ

の

「
無

」

は

絶

対

者

が

い

な

い

と

い

う

否

定

一
方

の

意

味
で

は

な

く

、
む

し

ろ
そ

う

し

た
実

在

の

有

無

が

問

題

に

な

ら

な

く

な

っ

た
、

心

の

「

自
在

」

性

、
も

し

く

は

「
自

然
」

性

を

意

味

す

る
。

な

ぜ

な

ら

否

定

一

方

の

「
無
」

は

、
あ

く

ま
で

「
有

」

と

の

対

立

に

お

い
て

し

か
成

立

し

得

ず

、

そ

れ

は

「
有

」

へ

の
関

心

を

隠

れ

た



－

■

－

Ｉ

背
景

に
し
て
し

か
成

立
し
得
な

い
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と

か
ら
、
褝

の

「
無
」

は
、
そ

の
体
験
が
表
現
不

能
で

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て

は
神
秘

主
義

の
「
無
」
と
共
通
し
な
が
ら
も

、
何

か
よ
り
高

い
実
在
へ
の
形

容
と

は

言
え

な
い
点
で
、
神
秘
主
義
と

は
異

な
る
。

体
験
の
瞬
間
そ

の
も

の
の
抽
出

は
不
可
能
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
が
準
備

さ
れ

、
ま

た
解
釈
さ
れ

る
地
平

に
到

る
ま
で
こ
の
傾
向
は
一
貫
し
て

い
る
。

「
識
神
を
認
得
し
て
見
性
な
り
と
相
心
得

、
揩
磨
浄
尽
し
て
以
て
足
れ
り
と

す
る
底
の
無
眼
禿
奴

の
族
は
、
夢

に
も
曾
て

見
る
こ

と
を
得
ん
や
。
」
（
Ｏ
Ｔ

Ｐ
．　１
１
７

．
）

こ
こ
で

白
隠
が
語
っ
て

い
る
「
識
神
」
が
直
ち

に
、
神
秘
主
義
で
語
ら
れ

る
神

と
同
じ

だ
と
考
え

る
べ
き
で

は
な
い
。
だ
が
、
禅
に
お
い
て

精
神
集
中

の
際

に
現

れ
る
霊

的
な
像
と

の
直
面

と
、
本
当
に
「
見
性
」
す
る
こ
と
と
は

全

く
別
で

あ
る
の
が
分

か
る
。
ま
た
神
秘
主
義
で
は
、
神
的
な
像
の
体
験
が

体

験
者
の
信
念
や
行
動

に
対

し
て

、
一
定
の
目
的
性
を
伴

っ
て
は
た
ら
き
続

け

る
傾
向

が
あ
る
。
し
か
し

禅
で

は
ど
こ
ま
で
も
実
在
か
ら
の
離
脱
と
解
放

に
重

点
が
置

か
れ

、
実
在
性

が
語

ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
超
越
者
の
実

在
で

は
な

く
、
此
岸

的
で
具
体

的
な
森
羅
万
象
の
生
き
た
感
触
で

あ
る
。
そ

し
て

、
見
性
が
体
験
者
の
信
念
や
行
動

に
与
え
る
目
的
性
も
、
比

較
す
る
な

ら
ば
明
確
で
な

い
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

Ⅳ

こ
う
し
た
禅
の
体
験
の
特
殊
性

は
、
白
隠

の
テ
キ
ス
ト
で

は
主

に
、
「
無
」

と

「
中

道
」
、

そ
し

て

「
阿

頼

耶

識

」

の

転

回

と

い

う

思

想

と

の
影

響

関

係

の

中

か

ら

生
じ

て

い

る
こ

と

が

読

み

取

れ

る

。
「
無

」

と

「
中

道
」

に

つ

い

て

白

隠

は

例

え

ば

『
無

門

関
』

の

「
五

祖

牛

窓

櫺

」
（
Ｏ
Ｔ
　
Ｐ

．
　１
３
８

．
）

と

い

う

言

葉

を
引

き

合

い

に

出
し

て

い

る
が

、

こ

れ

は

見
性

に
も

こ

だ

わ

ら

な

い

と

い

う

、
「

無

心
」

の
重

要

な

条

件

を

述

べ

る

た

め

で

あ

る
。

一

般

的

に

見

て

も

褝

の

「

無
」

は

、

縁

起

と

し

て

定

義

さ

れ

た

「
空

」

と

い

う

よ

り

、

も

っ
と

素
朴

な

「
中

道

」
、

も

し

く

は

老

荘

的

な

「
自

然

」

に

類

縁

性

が

認

め
ら

れ

る
。

例
え

ば

次

の
文

は

「
無

心

」

の

典

型

例

を
示

す

宗

派

の

一

つ

で

あ

る

牛

頭
案

の
テ

キ

ス

ト
か

ら

の

引

用

で

あ

る

。

「
清

に
非

ず

濁

に
非

ず

、

浅

に

非

ず

深

に

非

ず

。
本

来

は

古

に

非

ず

、

見

在

は
今

に

非

ず

。
（
中
略
）
菩

提

は

本

有

に

し

て

、

用

守

を

須

い

ず

。

煩

悩

は

本

無

に
し

て

、

用

除

を

須

い

ず

。

霊

知

が

自
ず

か
ら

照

ら

せ

ば

、

萬

法

は

如

に
帰

す

。

無

帰

無

受

に
し

て

、

絶

観

し

て

守

を

忘
ず

。
」

こ

こ

で

は

ま

ず

、

仏

道

修

行

の

目

的

が

、
「
清

」
「
濁
」
、

と

い

っ

た

分

別

上

の
対

立
項

に
あ

る
も

の

と

は

質

的

に

相

違

し

て

い

る
こ

と

。

第

二

に

、

そ

れ

は
既

に
こ

こ

に
あ

り

、

こ

こ

の

様

々
な

具

体

物
と

区

別

さ

れ

な

い

、

両

極

端
の

「

中
」

に
以

前

か
ら

あ

り

続

け

て

い

る

こ

と
。

第

三

に

、

こ

の

自

覚

が

何

か
特

別

な

仕

方

で

達

成

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、
「
自

」

ず

か

ら

そ

の

ま

ま

成

り

立

つ

こ

と

、

ま

た

そ

れ

が

仏

法

の

真

理

を

「
観

」

た

と

い

う

意

識

を

も

「
絶

」

す

る
こ

と

と

し

て

主

張

さ

れ

て

い

る
。

つ

ま
り

「

無

心
」

が

超

越

者

を

介

さ

ず

に

成

就

さ

れ

る

こ

と

に

、
禅

の
特

色

と

不

可

解

さ

が

あ

る
。

そ
れ

は

究

極

の

真

理

と

し

て

の

一

が

、
多

を

具
体

的

に
内

在

さ

せ

た

ま

ま
の

一

だ



と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

存

在

論

的

に

は

一

即

一
切

と

い

う

こ

と

だ

が

、

体

験

的

に

も

一

の
超

越

性

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

は
低

い

。

も

う

一

つ

、

白
隠

に

お
け

る
見

性

か
ら

の

離

脱

と

密

接

に

関

連

し

た

も

の

に

、
「
阿

羅
耶

識

」

の

「
粉

砕

」

を

強

調

す

る
思

想

が

あ

る
。

白

隠

も

「

八

識
頼
耶
」
が
分
別
意
識
を
超
え
た
「
無
分
別
識
」
（
Ｙ
Ｍ
　
Ｐ
．
１
１
５
．
）
の
領
域

で

あ

り

、

そ
れ

ゆ

え

こ

の

識

を

「
自

己

真

正

本

来

の

面

目

」
「
大

悟

発

明

の

宝

処

」
（
Ｙ
Ｍ

　
Ｐ
.１
１
５

．
）

と

す

る
立

場

も

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

し

か
し

白
隠

の

特

色

は

全

く

逆

に

、
「

此

処

に
於

て

片

時

も

住

在

せ
ず

、

は

げ

み

進

ん
で

退

か

ざ

る
」
（
Ｙ
Ｍ

　
Ｐ

．　１
１
５

．
）

こ

と

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

の

時

の

感

覚

は

「
玉

楼

を

推

倒

」
「
氷

盤

を

擲

摧

」
「
塵

沙

無

明

の

大

本

根

を

抜

却

し

、

十

方

虚

空

な

く

、

大

地

寸

土

な

し

。
」
（
Ｙ
Ｍ

　
Ｐ

．
　１
１
６

．
）

と

表

現

さ

れ

る

如

く

、

何
か
を
得
た
と
い
う
よ
り
は
、
何
か
か
ら
脱
し
た
と
い
う
の
に
近
い
。
オ
ッ

ト

ー

は

『
西

と

東

の

神

秘

主

義

』

の

中

で

、

大

乗

仏

教

的

な
悟

り

を

、

有

神

論

的

な

体

験

、

更

に
は

バ

ラ

モ

ン
、

ヒ

ン

ズ

ー
的

な
ブ

ラ

フ

マ

ン

の
体

験

か

ら

も

区

別

す

る
。

つ
ま

り

、
「
固

定

化

さ

れ

て

四

面

を

包

囲

さ
れ

た

ア

ー

ト

マ

ン
概

念

、
そ

れ

と
同

時

に
ブ

ラ

フ

マ

ン
概

念

の

硬

直

し

た
実

体

性

に
対

す

る

抗

議

と

し
て

」

考
え

ら

れ
て

い

る
。

加

え
て

白

隠

褝

で

は

、

一

な

る
も

の

に
従

う

こ

と

に

よ

る
自

由

と

い

う

よ
り

、

何

に

も

と

ら

わ

れ

な

い

こ

と

と

し

て

の

「
自

在
」

に

よ

り

重

点
が

置

か
れ

て

い

る

と

い

え

る

。

お

わ

り

に

本

論

で

は

、

宗

教

体

験

論

の

古

典

と

し

て

、

ジ

ェ
イ

ム
ズ

に

よ

る

キ

リ

ス

卜
教
的
な
神
秘
主
義
の
分
析
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始

め
、
そ
こ
で

指
摘

さ
れ
て

い
る
こ
と

は
、
例
え
ば
禅
の
よ
う
な
仏
教
的
な
体
験
の
中
に
は
、
解

釈
以
前
の
素
朴
な
記
述
の
段
階
に
お
い
て
既
に
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
面
が

あ
る
こ
と
を
見
た
。
こ
の
よ
う
に
思
想
的
背
景
の
相
違

が
、
体
験
の
解
釈
の

み
な
ら
ず
、
も

っ
と
直
接
的
な
段
階
に
ま
で

影
響
を
与
え
て

い
る
と
い
う
事

実

は
、
あ
ら

ゆ
る
宗
教

に
共
通
し
た
体
験
の
核
を
規
定
す
る
よ
う
な
還
元
主

義
的
見
解

を
退
け
、
ま
た
体
験
を
、
単
に
伝
統
が
要

請
し
た
も
の
と
す
る
文

化
相
対
主
義

か
ら
も
距
離
を
と
ら
せ
る
。
む
し
ろ
、
思
想
的
背
景
と
体
験
に

よ

る
人
格
変

容
と

の
相
互
限
定
的
な
循
環
関
係
を
見
て
取

る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
れ

は
ど

ち
ら

か
一
方
が
他
を
基
づ
け
る
関
係
で
は
な
く
、
し

か
も
普
遍
的

体
験

な
る
問
題
提
起
を
す
る
も
の
で
さ
え
な
い
。

そ
し
て
、
禅

の
場
合
は
あ

る
が
ま
ま
の
現
実
へ
の
回
帰
が
強
調
さ
れ
る
た

め
、
体
験

に
よ
っ
て
受
け
た
啓
示
の
類
が
そ
の
後
の
行
動

の
原
則
に
直
接
つ

な
が
っ
て
行

く
傾
向

が
薄
く

、
し
た
が

っ
て
個
人
主
義
的
で

、
組
織
的
な
運

動

に
も
直
接
的
に
は
結
び
つ
き

に
く

い
。
反
面
、
我

々
を
超
え

た
絶
対
的
な

も

の
を
積
極
的
に
は
語
ら

な
い
た
め
、
下
手
を
す
れ
ば
仏
祖
を
軽
ん
じ

、
何

に
も
執
着
し
な
い
は
ず
の
自
由
さ
が

、
か
え

っ
て
偏
狭
な
自
我
の
主
張

に
再

び
陥

っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
否
定
で
き

な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、
有
神

論
的

体
験
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
敬
虔
さ
は
、
禅
と
比
べ
れ
ば
は
っ
き

り
し
て

お
り
、
体
験
の
啓
示

的
な
内
容
が
導
く
行
動

に
も
明
確
さ
を
与
え

、
よ
り
実

践
的
傾
向

に
結
び
つ
き
や
す
い
。
だ
が
反
対

か
ら
見
れ
ば
、
啓
示

的
宗
教
的

な
、
自
ら
の
真
理
を
絶
対

化
し
、
他
を
否

定
す
る
よ

う
な
排
他
的
側
面

が
出



や

す

い

こ

と

も

否

定

で

き

な

い

だ

ろ

う

。

略
　

号
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Ｗ
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ｉ
ａ
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ｉ
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ｉ
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Ｒ
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．
　
Ｈ
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ｄ
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ｓ
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ｙ
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ｓ
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１

９
８
５
.

Ｄ

Ｈ
:

　

Ｏ

ｔ
ｔ
ｏ

，
　

Ｒ

ｕ

ｄ
ｏ

ｌ
ｆ
.
　

Ｄ

ａ
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Ｈ
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ｌ
ｉｇ

ｅ
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Ｍ
ｕ
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ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

Ｂ
ｅ
ｃ
ｋ
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ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｈ
ｅ
，
　
１
９
６
３
.

○

Ｔ
:

白

隠

『

遠

羅

天

釜

』

白

隠

和

尚

全

集

第

五

巻

、

白

隠

和

尚

全

集

編

纂

会

編

、

東

京

、

龍

吟

社

、

昭

和

九

年

。

Y
M
:
白
隠
「
八
重
葎
　
巻
二
　
延
命
十
句
経
霊
験
記
」
白
隠
和
尚
全
集
第
六
巻
。

（

１

）
　

あ

と

の

二

つ

は

「

不

可

言

性

」

（

ｉｎ

ｅ

ｆ
ｆ
ａ

ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

）

と

「

暫

時

性

」

（

ｔ
ｒ

ａ
ｎ

ｓ

ｉｅ

ｎ
-

ｃ

ｙ

）

で

あ

る

が

、

前

者

は

「

認

識

的

性

質

」

に

必

ず

伴

う

も

の

で

あ

る

。

後

者

は

漸

次

的

回

心

な

ど

で

は

必

ず

し

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

。

（

２

）
　

ル

ド

ル

フ

・

オ

ッ

ト

ー

は

、

そ

の

有

名

な

『

聖

な

る

も

の

』

に

お

い

て

、

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

的

感

覚

の

第

一

の

要

素

で

あ

る

「

被

造

物

感

情

」

（

Ｋ

ｒ
ｅ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
-

ｇ
ｅ

ｆ
ｉ
ｉ
ｈ

ｌ
）

の

根

拠

を

、

こ

の

ジ

ェ

イ

ム

ズ

の

「

実

在

の

感

覚

」

か

ら

見

出

し

て

い

る

。

宗

教

体

験

に

お

け

る

圧

倒

的

な

他

者

の

実

在

性

と

、

そ

れ

に

直

面

し

た

自

己

の

卑

小

さ

の

強

調

は

、

キ

リ

ス

ト

教

圏

に

住

ま

う

両

者

に

大

い

に

共

通

す

る

。

（

Ｄ

Ｈ

　

Ｐ

Ｐ
.

８
-

１

２
.
）

（

３

）
　

禅

も

含

め

て

宗

教

体

験

一

般

に

、

実

在

感

を

普

遍

的

に

見

て

取

る

立

場

も

あ

る

。

だ

が

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

な

ど

の

実

在

の

感

覚

は

、

ほ

ぼ

人

格

的

実

在

を

指

し

、

禅

の

体

験

談

に

は

そ

れ

が

見

ら

れ

に

く

い

こ

と

に

ま

ず

問

題

が

あ

る

。

こ

の

人

格

性

の

有

無

は

、

超

越

性

の

有

無

と

も

関

係

づ

け

ら

れ

る

だ

ろ

う

。

ま

た

、

体

験

と

は

極

め

て

素

朴

な

記

述

の

段

階

に

お

い

て

体

験

後

の

変

化

の

側

か

ら

理

解

す

る

し

か

な

く

、

そ

の

理

解

は

何

か

特

定

の

実

在

を

規

定

す

る

方

向

と

は

逆

の

方

向

へ

形

成

さ

れ

る

。

そ

れ

は

一

切

の

差

別

を

内

包

し

、

何

一

つ

と

ど

ま

る

こ

と

の

な

い

こ

の

森

羅

万

象

の

流

れ

に

そ

の

ま

ま

実

在

性

を

看

取

し

て

ゆ

く

方

向

で

あ

る

。

（

４

）
　

し

か

も

こ

の

傾

向

を

ジ

ェ

イ

ム

ズ

は

、

キ

リ

ス

ト

教

の

み

な

ら

ず

、

ウ

パ

ニ

ジ

ャ

ッ

ド

の

ア

ー

ト

マ

ン

に

も

同

様

に

認

め

て

い

る

。

そ

れ

は

、

自

己

の

外

の

絶

対

者

の

み

な

ら

ず

、

バ

ラ

モ

ン

教

的

な

内

な

る

絶

対

者

に

も

妥

当

す

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

ら

に

対

し

て

、

褝

で

は

内

な

る

絶

対

者

も

実

在

し

な

い

。

（

５

）
　

牛

頭

法

融

『

心

銘

』

（

大

正

蔵

第

五

一

巻

Ｐ
.
 ４

５
７
ｃ
.

）

（
６
）
　
一
九
一
七
年
の
『
聖
な
る
も
の
』
に
お
い
て
オ
ッ
ト
ー
は
、
「
我
々
の
西
洋

神

秘

主

義

に

お

け

る

奇

妙

な

『

無

』

に

つ

い

て

妥

当

す

る

こ

と

は

、

仏

教

神

秘

主

義

者

に

お

け

る

『

空

』

や

『

空

性

』

に

つ

い

て

も

全

く

同

様

に

妥

当

す

る

」

と

、

両

者

を

全

く

同

じ

も

の

と

し

て

扱

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

は

、

両

者

と

も

「

『

絶

対

他

者

』

と

い

う

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

的

な

意

味

を

表

し

た

も

の

」

で

あ

る

点

で

同

じ

だ

と

い

う

こ

と

を

理

由

に

し

て

い

る

。

（

Ｄ

Ｈ

　
Ｓ
.

３
５
.
）

し

か

し

、

「

他

者

」

性

の

有

無

、

そ

し

て

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

が

元

来

有

神

論

的

な

宗

教

か

ら

帰

納

さ

れ

た

概

念

で

あ

る

と

い

う

点

で

は

、

安

易

に

同

列

に

並

べ

ら

れ

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

（

７

）
　

白

隠

は

仏

教

の

中

で

も

、

阿

頼

耶

識

か

ら

離

脱

す

る

こ

と

を

強

調

す

る

立

場

の

一

つ

で

あ

る

。

反

対

に

例

え

ば

『

大

乗

起

信

論

』

で

は

「

阿

梨

耶

識

」

は

真

如

と

生

滅

と

の

「

和

合

識

」

で

あ

り

、

白

隠

ほ

ど

そ

こ

を

断

ち

切

る

こ

と

は

強

調

さ

れ

な

い

。

（
８
）
　
〇
ｔ
ｔ
ｏ

，
　
R
ｕ
ｄ
ｏ
ｌ
ｉ
.
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
-
ｏ
ｓ
ｔ
ｈ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｉ
ｋ
.
　
３
.
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｌ
ａ
ｇ
ｅ

，

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
ａ

ｒ
ｂ

ｅ

ｉ
ｔ
ｅ

ｔ

ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｇ

ｕ

ｓ

ｔ
ａ
ｖ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｓ
ｃ

ｈ

ｉ
ｎ

ｇ

．
　

Ｍ

ｕ

ｎ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｃ
.

Ｈ
.

Ｂ

ｅ

ｃ

ｋ
.
　

１
９

７

１
．

　

Ｓ
.
 １

７
３
-

７
４
.

続

い

て

、

「

同

時

に

次

の

こ

と

が

明

確

に

な

る

。

そ

れ

は

、

大

乗

の

体

系

と

ヒ

ン

ズ

ー

の

体

系

と

で

、

帰

依

の

仕

方

が

同

じ

で

あ

る

と

簡

単

に

は

言

え

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

（

中

略

）

更

に

、

阿

弥

陀

が

キ

リ

ス

ト

教

的

な

有

神

論

の

意

味

で

理

解

さ

れ

た

り

、

そ

の

中

に

第

二

の

キ

リ

ス

ト

が

認

め

ら

れ

た

り

す

る

な



ど

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

、

誤

り

は
も

っ
と

粗

雑

な

も

の

と

な

る

だ

ろ

う

。
」

と

も

語

ら

れ

て

い

る

（
ｉ
ｂ
ｉｄ

．　
Ｓ

．１
７
４
.　
Ａ
ｎ
ｍ
.
）
。
『
聖

な

る

も

の

』

よ

り

後

に

書

か
れ

た

こ

の

書

物

で

は
、

実

在

論
的

な

立

場

の
体

験

と
<

そ

う

で

な

い

立

場

の
体

験

と

が

区

別

さ

れ

て

い

る

。
し

か

も

、

キ

リ

ス

ト

と

阿

弥

陀

と

の

区

別

に

加
え
、
真
如
や
道
を
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
一
性
か
ら
も
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
真
如
や
道
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
よ
り
も
森
羅
万
象
の
一
切
の
差
別
を
そ
の

ま

ま

含

む

此

岸

的

傾

向

が

強

い

と

い

う

意

味

に

お

い

て

で

あ

る

（
ｉｂ
ｉｄ

．

Ｓ
．
 １
７
２
-７
３
.）
°

（
お

き

な

が

・

た

か

し

、

宗

教

学

、

帝

京

大

学

助

教

授

）


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

