
〈
研

究

論

文

１

〉

現
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
哲
学
の
可
能
性

―

玉
城
康
四
郎
を
手
が
か
り
に
―

は

じ

め

に

本
論
考
は
、
玉
城
康
四
郎
・
元
東
京
大
学
教
授
の
業
績
に
つ
い
て
、
そ
れ

は
単

に
「
仏
教
学
」
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
仏
教

を
基
盤
と
し

た
実

践
哲
学
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
色
濃
く
有
し
て

い
る
と
い

う
こ

と
を
、
他
の
近
代
仏
教
学
者
た
ち

に
よ
る
仏
教
解
釈
と
比
較
し
つ

つ
明

ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
形
で
の
玉
城
思
想
の
再
評
価

を
通
じ
て

、
現

代

日
本
に
お
け
る
新
た

な
仏
教
哲
学
の
可
能
性
を
探

る
こ
と

を
目

的
と
す
る
。

論
述
の
順
序

は
、
以
下

の
と

お
り
で
あ
る
。

①
ま
ず
玉

城
仏
教
哲

学
の
総
論
的
紹

介
を
兼
ね
て
、
「
直
接

知
の
重
視
」
と

い
う
、
そ
の
重
要
な
方
法
論
的
特
徴

に
つ

い
て
指
摘
す

る
。

②
続

い
て
、

そ
う
し

た
言
表

の
背
景

に
あ
る
、
玉
城

仏

教
哲
学

に
お
け

る

「
全
人
格

的
思
惟
」
と

い
う
方
法
論
、
お
よ

び
そ
の
性
質

に
つ
い
て

考
察

魚
　
川
　

祐
　
司

す

る
。

③

こ
の
よ
う

な
玉

城
の
仏
教
哲

学
を
、
「

ダ
ン
マ
」

や
「
無
明
」

と
い

っ
た

仏
教

の
概
念

の
「
実
体

性
」

に
着
目
し
つ
つ
、
他
の
仏
教
学
者

の
所
説
と

比
較
し
て
み

る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
性
質
を
よ
り
明

確
な
も
の
と
す
る
こ

と
を
試
み

る
。

④
玉
城

の
思

想
に
は
、
上

述
し
て
き
た
そ
の
特
徴
の
必
然
的
な
帰

結
と
し
て
、

仏
教
研

究
に
お
け
る
積
極
的
な
「
価
値
判
断
」
の
提
示

と
い
う
要
素
が
含

ま

れ
て

お
り
、

そ
れ
は
純

粋
な
「
仏
教

学
」
と

い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ

「
仏
教
哲

学
・
実
践
哲
学
」

と
捉
え

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
ず

る
。

⑤
最

後
に
、
「
仏
教

を
基

盤
と
し
た
実
践
哲
学
」

と
し
て
再

解
釈
さ
れ
た
玉

城
仏

教
哲
学

の
現
代

的
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
と
す
る
。
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直
接
知
の
重
視
―
玉
城
仏
教
哲
学
の
特
徴
①

論
文
「
仏
教
の
根
底
に
あ
る
も
の
―
救
い
と
悟
り
―
」
に
お
い
て
、

玉
城
は
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
「
目
覚
め
」
（
解
脱
）

に
つ
い
て
、
『
ウ
ダ
ー
ナ
』
の
三
つ
の
詩
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
論

じ
て

い
る
。

右
の
三
つ
の
詩
は
、
ゴ
ー
タ
マ
が
目
覚
め
て
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
状
況

を
見
事

に
表
し
て

い
る
。

そ
の
目

覚
め
の
原
型

と
は
何

か
。
そ
れ
は
三

つ
の
詩
に
共
通
し

て
い
る
所

の
、
「
ダ
ン

マ
が
瞑
想

し
つ
つ
あ

る
修
行

者

（
ゴ
ー
タ
マ
）

に
顕

わ
に
な
る
」

と
い
う
そ
の
こ
と
で

あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
ダ

ン
マ
が
主
体
者

に
顕

わ
に
な
る
」
、
ま
さ
に
そ
の
時

に
一
切

の
疑
惑
が
消
失
し

た
の
で

あ
る
。

で
は
、
ダ
ン

マ
（
ｄ
ｈａ
ｍ
ｍ
ａ
）
と

は
何

か
。
そ
れ

は
一

般
に
法

と
訳

さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
法

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ

っ
て
一
概
に
い

え

な
い
が
、
こ

こ
で
い
う
ダ
ン

マ
は
、
も

は
や
ダ
ン

マ
と
し
か
い

い
よ

う
の
な
い
も
の
で

あ
る
。
別
の
経
典
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ

て
い
る
。

「
わ
た
し
（
ブ
ッ
ダ
）

に
よ

っ
て
体
得
さ
れ
た
こ
の
ダ
ン

マ
は
、
甚

だ
深

く
て
、
理
解
し
が
た
く
、
悟
り
が
た
く
、
寂
静
で
あ
り
、
分
別

を
超
え

て
微
妙

で
あ

り
、
賢
者

に
よ

っ
て
知
ら

る
べ
き

も
の

で
あ

る
」

す
な
わ
ち
ダ
ン

マ
は
、
す
べ
て
の
思
慮
分
別
を
超
え

た
、
き
わ

め
て

微

妙

な

も

の

で

あ

る

こ
と

が

知
ら

れ

る
。

し

た

が

っ
て

そ

れ

は

、

ダ

ン

マ
が

自
己

自

身

に
顕

わ

に

な

っ
た
と

き

に

、

初

め

て

ダ

ン

マ
と

し
て

頷

か

れ

得

る

も

の

で

あ

る
。

強

い
て

い

い

か
え

れ

ば

、

ダ

ン

マ
と

は

、

ま

っ
た

く
形

の

な

い

、

い

の

ち

の

な

か

の
い

の

ち

、

い

わ

ば

純

粋

生
命

と

も

い

う

べ

き

も

の

で

あ

ろ

う

。
こ

の

よ
う

な

、

い

か

な

る
形

態

を
も

超

え

た

純

粋

生

命

が

、

自
己

自

身

に
顕

わ

に
な

る
と

き

、

そ

の

時

こ

そ

が

目
覚
め
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ

こ

で

玉

城

は

、
「
瞑

想

」

に

よ

っ
て

「
ダ

ン

マ
」

が

自

己

自

身

（

ブ

ッ

ダ

）

に

「
顕

わ

に

な

っ

た
」

と

い
う

こ

と

を

、
「

目

覚

め

の

実

現

」

で

あ

る

と

捉

え

て

い

る

。

そ

し

て

、

そ

の

「
ダ

ン

マ
」

と

は

「
す

べ

て

の

思
慮

分
別

を

超

え

た

、
き

わ

め

て

微

妙

な

も

の
」

で

あ

り

、

教

理
用

語

と

し

て

さ

ま
ざ

ま

な

対

象

的

理

解

が

与

え

ら

れ

る

所
謂

「

法
」

概

念

の

枠

組

み

に

は

回
収

し

き

れ

な

い

、
「

も

は

や

ダ

ン

マ
と

し

か

い

い

よ

う

の

な

い

も

の
」

で

あ

る

。

ゆ

え

に

そ

れ

は

、
「
ダ

ン

マ
が

自

己

自

身

に

顕

わ

に

な

っ

た
と

き

に

、

初

め

て

ダ

ン

マ
と

し

て

頷

か
れ

得

る

も

の

」

だ

と

さ
れ

る
。

つ
ま
り
玉
城
は
、
和
辻
哲
郎
が
そ
う
考
え
た
よ
う
に
、
迷
い
の
原
因
で
あ

る
無
明
が
「
単
純
に
不
知
（
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
w
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
）
の
意
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
四

諦

や

因

縁

等

の

「
聖

法

」

を

対

象

的

に

知

る
こ

と

に
よ

っ
て

滅

す

る

、

と

は

考

え

て

い

な

い

。
「
目

覚

め

」

の

指

標

と

し

て
玉

城

が

重

要

視

し

て

い

る

の

は
、
「
聖

法

」

を

「
認

識

」

し

て

い

る

か

い

な

い

か
、

で

は

な

く

て

、
「
す

べ

て

の

思

慮

分

別

を

超

え

た

、

き

わ

め

て

微

妙

な

も

の

」

で

あ

る

と

こ

ろ

の

「
ダ

ン

マ
」

が

、
「
自

己

自

身

に

顕

わ
」

に

な

っ
て

い

る
の

か

ど

う

か

、

そ

の
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体
験

（
即
ち
、
直
接
知
）
の
有
無
な
の
で
あ

る
。

そ
し

て
更

に
注
目

す
べ
き
こ
と

は
、
玉

城
が

こ
の
「
ダ

ン
マ
」
を
、
「
ま

っ
た
く
形
の
な

い
、

い
の
ち
の
な
か
の

い
の
ち

、
い
わ
ば
純
粋
生
命
と
も

い

う
べ
き

も
の
」
、
或
い

は
、
同
じ

こ
と
だ
が

「
い
か
な

る
形
態

を
も
超
え
た

純
粋
生
命
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
彼

は

経
典

に
そ

の
典
拠

を
求
め
て

は
い

な
い
。
そ
れ

は
も

ち
ろ
ん
経

典
中

に
、

「
ダ

ン
マ
」

を
「
い
か
な
る
形
態

を
も
超
え

た
純
粋
生
命
」
と

直
接
的

に
表

現
し
て

い
る
箇
所
な
ど
、
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ

る
。

な
ら
ば
そ
の
よ
う

に

述
べ
て

い
る
根
拠
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ

は
玉
城
自
身
の
長
年
の
瞑
想
の

実
践
に
よ
り
得
ら
れ
た
境
地
な
の
で
あ
て
、
彼
は
自
身
の
判
断
に
よ
り
、

自
ら
こ
う
し
た
言
葉
を
、
選
び
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
玉

城
は
仏
教
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
一
般
の
学
者
が
そ
う
で
あ

る
よ

う
に
、
そ
の
根
拠
を
経

典
の
文

献
学
的
理
解
の
み

に
は
お
い
て

お
ら
ず
、

更

に
加
え
て

、
自
分

自
身
が
行

に
よ

っ
て
得
た
と
こ
ろ
の
直
接
知
を
も
、
解

釈
の
た
め
の
新
た
な
基
準
と
し
て

、
採
用
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

近
代

日
本
の
仏
教
学
者
と
し
て

は
、
異
例
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

玉

城

仏

教

哲

学

の

方

法

論

と

こ
ろ
で

、
本
論
考
で

言
う
「
直
接
知
」
と

い
う
概
念
は
、
玉
城
自
身
の

言
葉

を
用

い
て

言
え

ば
、
「
全
人

格
的
思
惟

（
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
知
）
」
と

い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
と
さ
ら

「
直
接
知
」
と
言

い
換
え
た
の
は
、
そ
の
ほ

う
が
玉

城
の
思
想
的
態
度
の
特
徴
を
、
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
論
文
「
仏
教
研
究
の
反
省
」
に
詳
説
さ

れ

て

い

る

「

全
人

格
的

思

惟
」

の
概

念

を

確

認

し

つ

つ

、

そ

の
こ

と

を

示

し

て

ゆ

く

。

同
論
文
で
、
玉
城
は
現
代
の
仏
教
研
究
者
の
「
研
究
的
思
惟
」
が
「
仏
教

固

有

の

仏

教

的
思

惟
と

噛

み

合

っ
て

い
な

い
」

と

し

、

そ

の

「
仏

教

に
固

有

の

思

惟
」

と

い

う

の
が

「

全
人

格

的

思

惟

」

で

あ

る
と

規

定
し

た
上

で

、

そ

れ

を

遂

行

す

る
条

件

に

つ

い
て

、

以

下

の

如

く

、

非

常

に

明
瞭

に
述

べ

て

い

る

。
こ

れ

を
遂

行

し

て

い
く

た

め

に
は

、

仏

教

が

設

定
し

た
と

こ

ろ

の

方

法

、

す

な

わ
ち

対

象

的

思

惟

か
ら

見

れ

ば

特

殊

の

規

格
と

も

思

わ

れ

る

禅

定

ｊ
ｈ
Ａ
ｎ
ａ

，
　
ｄ
ｈ
ｙ
Ａ
ｎ
ａ

に

も

と

づ

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

禅

定

（
冥

想
）

こ

そ

、

狭

義

的

に
集

約

さ

れ

て

い

る

意

味

で

の

全
人

格

的

思

惟

で

あ

る

。

そ

れ

は
、

姿

勢

と

呼

吸

と

心

の
平

安

と

が

一

体
と

な

っ
て

営

ま

れ

る

と

こ

ろ

の
思

惟

で

あ

り

、

そ

れ

に
よ

っ
て

初

め

て
思

惟

の
全

人

格

性

が

確

保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ

ま
り

「
全

人

格

的

思

惟

」

と

は
、
「
禅

定

（
冥

想
）
」

の
実

修

と

、

ほ

ぼ

同

義

で

あ

る
と

い

う
こ

と

に
な

る
。

そ

し

て

ま

た
玉

城

に

よ

れ

ば

、

こ

の

「
全

人

格

的

思

惟
」
、
即

ち

「
禅

定

（
冥

想

）
」

に
よ

っ
て

得

ら

れ

た
知

見

は

、

そ

れ

を

行

っ
て

い
な

い

者

に

対

し

て

「
対

象

的

に
」

示

し

て

も

、

完

全

に

理

解

さ

れ

る
こ

と

は
決

し

て

で

き

な

い
種

類

の
も

の

で

あ

る
。

そ

れ

は
禅

定

を

実

修

し

、
深

め

た
者

に

の

み

、

直

接

的

に
、
「
事

実

」

と

し

て

知

ら

れ

る

べ

き

も

の

な

の

だ
。

例

え

ば

、
「
ダ

ン
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マ
が
顕

わ
に
な
る
」
と

い
う
事
態
と
、
「
全
人
格

的
思
惟
」

の
関
係

に
つ

い

て
、
彼
は
以
下

の
よ
う

に
断
言
し
て
い
る
。

全
人
格
的
思
惟
を
営
む
も
の
に
「
ダ
ン

マ
が
顕
わ

に
な

る
」
と

い
う
こ

と
は
、
も
は
や
い

か
な
る
対
象
的
思
惟
の
立
場
か
ら
も
、
ま

っ
た
く
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
想
像
を
絶
す
る
事
実
で
あ

る
。
そ

れ
は
、

自
ら

全
人
格
的
思
惟

（
禅
定
）
を
営
み
つ
つ
、
い
つ
の
時

点
に
か
ダ
ン

マ
が
、
わ
れ
自
体

に
、

い
い
か
え
れ
ば
全
人
格
的

に
顕
わ

に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て

初
め
て
納
得
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ダ

ン
マ
と

は
何

か
、
顕

わ
に
な
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
か
か
る
理
解
は
、
分
別
の

立
場

か

ら

は
ま

っ
た
く
隔
絶
さ
れ
て
い
る
の
で

あ

っ
て

、
ま
さ
し
く
「
ダ

ン
マ

が
顕

わ
に
な
る
」

と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
を
主
体

者
に
自
明
的
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
確
認
し
て
く
れ
ば
も
は
や
明

ら
か
で

あ
る
よ
う

に
、
玉
城
の

言
う
「
全
人

格
的
思
惟
」
と
い
う
概
念
に
お
け
る
「
思
惟
」
の
意
味

は
、
私

た
ち
が
通
常

考
え
て

い
る
そ
れ
と
は
、
全
く
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
う
で

あ
れ
ば

、
こ

れ
は
「
思
惟
」
と
い
う
一
般
の
誤
解
を
招
き
や
す

い
表
現

に
よ

る
よ
り

も
、
む

し
ろ
「
冥
想
に
よ

っ
て
得
ら

れ
る
直
接
知
」
と
言
い
換
え
て

お
い
た
ほ
う

が
、
そ
の
内
実
を
よ
り
明

瞭
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

筆
者

が
そ
の
よ
う
に
対
応
し
た
所
以
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で

、
こ
こ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
玉
城

は
現
代
の
仏
教
学
者
に

よ

る
「
対
象
的
思
惟
」

を
批
判
し
、
「
全
人
格
的
思

惟
」
、
即
ち
「
冥
想
に
よ

っ
て
得
ら
れ

る
直
接

知
」

を
基
盤
に
仏

教
を
理
解
し
て

い
く
こ
と
を
提
唱
し

て

い
る
の
で

あ
る
が
、
彼

は
必
ず
し
も
文

献
を
読
解
す

る
作
業
自
体
の
重
要

性
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
彼
に
は
同
論
文
の
冒
頭
部
に

示

さ
れ
て
い

る
如

く
、
「
仏

教
に
は
、
ブ
ッ
ダ
以
来
そ
れ

に
固
有
な
仏
教
的

思
惟
が
あ

っ
て
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
典
籍

が
あ
ら

わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
が
あ
り
、
例
え
ば
「
ダ
ン
マ
」
と
い
う
概
念
に

せ
よ
、
そ
れ
を
言

葉
に
よ
っ
て
表
明
す
る
仕
方

に
は
さ
ま
ざ
ま
あ

る
が
、
そ

れ

は
結
局

の
と
こ

ろ
「
実

は
た
だ
ひ
と
つ
の
事
実

を
指
し
て

い
る
」
の
で
あ

る

か
ら
、

そ
こ

を
「
全
人
格
的
思
惟
」

の
遂
行

に
よ
っ
て
研
究
者
が
把
握
し

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
「
仏
教
の
真
の
理
解
は
と
う
て
い
望
み
得
な
い
」

と
、
玉
城

は
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

、
端
的

に
言
え
ば
、
仏
教

の
典
籍

を
読
解
す

る
に
際
し
て
、
「
瞑

想
に
よ

っ
て
得
ら
れ

る
直
接
知
」

を
基
盤
と
し

つ
つ
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈

を
与
え
て

い
く
と

い
５

こ
と
。
こ
れ
が
玉
城
康
四
郎
の
仏
教
研
究
の
方
法
論

で
あ
っ
た
。

ダ

ン

マ
・
無

明

の

実
体

性

を

め
ぐ

っ
て

―
他
の
仏
教
学
者
た
ち
と
の
比
較

さ
て

、
既

に
見

た
よ
う
に
、
玉
城

の

「
ダ

ン
マ
」

概
念

に
は
、
そ
れ
を

「
い
か

な
る
形

態
を
も
超
え

た
純
粋

生
命
」

と
描
写
す
る
な
ど
、
或

る
種
の

「
実
体
性
」
を
色
濃
く
看
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
つ
つ
、

玉
城
の
所
説
を
他
の
仏
教
学
者

の
そ
れ
と
比
較
し
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
、

更

に
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。
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上

述

し

て

き

た
よ

う

な

玉

城

の

「
ダ

ン

マ
」

論

に

つ

い
て

、

例

え

ば

丘

山

新

は
、

玉

城

の

所

論

を

大

筋

で

認

め

つ

つ
も

、

彼

の

依

拠

す

る

『
ウ

ダ

ー

ナ
』
原
文
に
お
い
て
、
「
ダ
ン
マ
」
は
ｄ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
Ａ
　
ｐ
Ａ
ｔ
ｕ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
、
即
ち
、

「
も

ろ

も

ろ

の

ダ

ン

マ
が

顕

わ

に

な

る
」

と

複

数

形

で

表

現

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

、
「

一
般

的

に

い

え

ば

、

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ
ド

の

ブ

ラ

フ

マ

ン

な

ど

を

は

じ

め
、

根

源

的

な

る
も

の

は

単

数

表

現

さ

れ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。

こ

の

ｄ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ

Ａ

　ｐ
Ａ
ｔｕ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ

に

つ

い

て

は
、

津

田

真

一

が

、
「
ｄ
-

ｈ
ａ
ｒ
m
a
（
法

）

に

は

知

的

側

面

と

存

在

論
的

側

面

、

所

謂

「
法

の
根

源

態

」

と

の
両

面

が

あ

る
。

わ
れ

わ

れ

は

こ

の

「
法

の

根
源

態

」

に
対

し

〈
中

性

単

数

の

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
〉

と

い

う

語

を

用

意

し

、

そ

れ

に
次

の
如

き

竪
横

両

方

向

の

両

極

構

造
を

設

定

す

る

。
即

ち

、

そ

れ

は

竪

に

、
基

層

た

る

〈
女

性

単

数

の

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
）

と

、

そ

の
上

に
顕

現

す

る

相

・
形

象

と

し

て

の

〈
男

性

複

数

の

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
〉
と
に
分
極
す
る
。
」
と
い
う
独
自
の
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
（
法
）
解
釈
に
基

づ

い

て

、
問

題

の

ｄ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ

Ａ

を

彼

の

言

う

「
〈
男

性

複

数

の

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
〉
」

で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
つ
の
解
釈
の
道
筋
と
し
て
、
秀
逸
な
も
の

と
思

わ

れ

る

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

丘

山

も

津

田

も

、

問

題

の

『
ウ

ダ

ー

ナ
』

に
語

ら

れ

る

「
ダ

ン

マ
」

に

つ

い

て

、

そ

れ

を

実

体

的

な

性

質

を

色

濃

く

有

す

る

も

の

と

捉
え

る

玉

城

の

解

釈

に
は

、

基

本

的

に
同

意

し

て

い

る
も

の

と

考

え

て
よ

い

で

あ

ろ

う

。

ま

た

津

田

真

一

は

、

仏

教

に
お

け

る

「
無

明

」

の
概

念

に

つ

い
て

も

、

そ

－

・

－

―

－

れ
を
木

村
泰
賢

の
解

釈
を
引
き

継
ぐ
形

で
、
「
根
源

的
生
命
力
と
し
て
の
渇

愛
t
a
N
h
A
、
ｔ
Ｒ
Ｓ
Ｎ
Ａ
」
と
い
う
、
存
在
論
的
な
意
味
に
お
け
る
、
或
る
種

の
実
体
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
津
田
の
評
価
す

る
木
村
泰
賢
の
無
明
解
釈
は
、
宇
井
伯
寿
や
和
辻
哲
郎
に
よ
っ
て
、
「
経
蔵

に
根
拠
を
有
せ
ざ
る
」
謬
見
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
津

田
の
「
無
明
」
解
釈
や

、
ま
た
玉
城
の
「
ダ
ン

マ
」
お
よ
び
、

自
己
存
在
の
根
拠
・
解
脱
の
主
体
と
し
て
の
「
業
熟
体
」
と
い
っ
た
、
実
体

性
を
色
濃
く
帯
び
る
諸
概
念
は
、
経
験
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
性

質
を
色
濃
く
有
し
て
お
り
、
文
献
に
記

さ
れ
た
言
葉
の
み
を
仏
教
解
釈
の
基

準
と
し
て
採
用

す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
批
判
の
対
象
と
も
な
り
得
る
要

素

を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
玉

城
の
仏
教
哲
学
に
つ
い
て

言
え
ば
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
彼
の

研
究
方
法

論
に
は
「
全
人
格
的
思
惟
」

と
い
う
形
で
、
文
献
に
記
さ
れ
た
字

句
以
外

に
、
「
冥

想
に
よ

っ
て

得
ら

れ
る
直
接
知
」

を
も
仏
教
解

釈
の
基
準

と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
示

的
に
含
ま
れ
て

お
り
、
そ

の
点
、
他

の
学
者
た
ち
の
仏
教
学
と

は
明
ら
か
に
性
質
を
異

に
し
て

い
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
当
然
、
現
代

に
お

い
て
玉
城
の
思
想
を
再

検
討
す

る
に
当

た
っ
て

は
、

こ
の
点
を
考
慮

に
入
れ

た
上
で

、
他
の
仏
教
学
者
に
対
す

る
の
と

は
異

な
る

仕
方

に
よ
り
、
そ
れ

を
解
釈

・
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も

の
と
考
え

る
。



価

値

判

断

の
積

極

的

提

示

―
玉
城
仏
教
哲
学
の
特
徴
②

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
を
前
提
と
し

た
上
で

、
次
に
玉
城

仏
教
哲

学
に

お
け
る
も
う
一
つ
の
顕
著
な
特
徴

に
つ

い
て
指

摘
し

た
い
。

既

に
確
認
し
た
よ

う
に
、
玉

城
の
研
究

方
法
論

は
、
「
冥

想
に
よ

っ
て
得

ら
れ
る
直
接
知
」
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
仏
教

の
典
籍

を
読
解

・
解
釈
す

る
と

い
う
独
特
の
も

の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と

に
よ
り

、
玉

城
の
学
問

は
、
仏
教

に

関
す

る
「
事
実
」
を
記
述

す
る
「
仏

教
学
」
か
ら
、
「
価
値
」

の
意
識
を
織

り
込
ん
だ
世
界
観
を
伴
う
「
仏
教
哲
学
」
へ
と

、
必
然

的
に
転
換
せ
ざ

る
を

得
な

い
こ
と

に
な

っ
た
。
上
述

し

た
よ

う

に
、
玉
城

は
「
目
覚

め
」

を
、

「
い

か
な
る
形

態
を
も
超
え

た
純
粋
生
命
」
で

あ
る
と

こ
ろ

の
「
ダ
ン

マ
」

が
「
自
己
自
身

に
顕
わ

に
な
る
」
こ
と
、
と
定

義
し

た
が
、

そ
の
よ

う
な
自

己
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
た
根
源
的
な
世
界
観
が
一
た
び
確
立
さ
れ
て
し
ま

え
ば
、
そ
れ

は
必
然
的

に
、
以
降
の
彼

の
仏
教
研
究

に
お
い
て

、
そ
れ

ぞ
れ

の
典
籍

に
記
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
そ

の
内
容

の
浅
深

勝
劣

を
判
断
す

る
、

基
準
と
し
て
働

か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

に
な

る
か
ら
で

あ
る
。

実
際
、
玉
城

は
そ
の
七
〇

歳
の
年

に
、
論
文

「
未

来
に
わ
た
る
仏
教
学
転

換
の
根
本
問
題
―
新
教
相
判
釈
論
―
」
に
お
い
て
、
題
名
通
り
の
「
新

教
相
判
釈
論
」
を
提
出
す
る
に
至

っ
て

い
る
。
こ

の
論
文

に
お
い
て
玉
城

は
、

一
般
に
は
中
国

に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
も
の
と

さ
れ

る
教
相
判
釈

（
実
際
、

歴
史
的
に
見
れ
ば
そ
の
通
り
な
の
だ
が
）
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
原
理
的

に
は
、

自
ら
涅
槃
の
境
地
を
判
定
し
、
体
得
し
た
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
ま
で
遡
れ

る

も

の

と

し

、

そ

れ

を

こ

そ

「
教

相
判

釈

の
原

点

」

で

あ

る

と

し

た
上

で

、

以
下

の

よ

う

に

断

言

し

て

い

る
。

仏

道

の

本

質

を
問

う

こ
と

が
、

同

時

に
自

己

を

究

め
自

身

の
解

脱

を

実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
は
ま
さ
し
く
そ
の
意
味
で
の

原

点

な

の

で

あ

る
。

ブ

ッ

ダ

に
と

っ
て

は
、

初

め

か

ら
仏

道

も
仏

教

も

存

在

し

な

か

っ
た
。

た
だ

実

存

の
問

題

を

究

め
本

質

を

頷
く

と

い
う

こ

と

の

み

で

あ

り

、

そ

の
根

底

か
ら

初

め
て

仏

道

が

形

成

さ
れ

て

き

た
の

で

あ

る

。

そ

う
し

て

み

る
と

、

新

に
教

相

判

釈

を

考

察
す

る

の

に

は
、

わ

れ

わ

れ

自

身

こ

の

基
本

線

に
参

与

す

る
こ

と

が

大

前
提

で

あ

る
。

そ

の

た

め

に

は

、

ま

ず

ブ

ッ

ダ

の
提

唱

す

る
学

の

立

場

に

復
帰

し
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は
、

さ

ま
ざ

ま

な
箇

所

で

し

ば

し

ば

述

べ
て

き

た
如

く

、

戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
学
で
（
ｓ
ｉ
ｋ
ｋ
ｈ
Ａ
,
　
ｚ
ｉ
ｋ
Ｓ
Ａ
)
あ
り
、
対
象
的
思

惟
に
対
す
る
全
人
格
的
思
惟
で
あ
る
。

つ

ま

り

、

現

代

に

お

い
て

新

た

に
経

典

の

価

値

を

定

め

て

い
く

こ
と

で

あ

る

「
新

教

相
判

釈

」
と

い
う

営

為

を

、

仏

教

の

伝

統

的

な

三
学

に
沿

っ
て

、

「
全
人
格
的
思
惟
」
を
遂
行
す
る
と
い
う
、
「
ブ
ッ
ダ
の
提
唱
す
る
学
の
立

場
」

か

ら

行

っ
て

い

か

ね
ば

な

ら

な

い

、

と

い

う

の
で

あ

る
。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

に

「

仏

道

の
本

質

を

問

う

」

と

い

う

行

為

は

、

そ

の
ま

ま

「
自

己

を

究

め

自

身

の
解

脱

を
実

現

す

る
こ

と

」

と

同

じ

で

あ

る
、

と

も

さ

れ

て

い

る

。

自

分
自

身

の
行

体

験
の

深

ま

り

に

よ

っ
て

得

ら

れ

た
直

接

知

を

、

仏

教

理

解
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の
基
本

に
お
き

、
そ
こ
か
ら

仏
教
史

全
体
に
関
し
て

、
一
人
の
「
実
践
的
思

想
家
」

と
し
て

積
極

的
な
価

値
判
断

を
提
示

し
て

ゆ
こ
う
と
す
る
玉

城
の
立

場
は
、

こ
こ

に
お
い
て

非
常
に
明
瞭
で

あ
る
と
言
え

よ
う
。

こ

の
よ
う

に
、
「
価
値
判
断
の
積
極

的
提
示

」
と

い
う
要
素

を
明
示

的
に

含
む

玉

城
の
仏

教
学

は
、

純
粋

な
「
仏
教

学
」

と

い
う
よ
り

は
、
む

し
ろ

「
仏

教
哲
学
・
実

践
哲
学
」
と
捉
え

る
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ

の
よ

う
な
再

解
釈
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て

玉
城
の
思
想
は
、
そ
の

真
価

を
発
揮
で

き
る
も
の
と
考
え

る
。

玉

城

思

想

の

現
代

的

意

義

―

「
業

熟

体

」

概

念

と

そ

の

他
者

論

へ

の

応

用

可

能

性

で

は
、
上
述

の
如
き

「
仏
教
を
基
盤
と
し

た
実
践
哲
学
」

と
い
う
再

解
釈

は
、
玉
城
思

想
に
如

何
な
る
現
代
思

想
的
意

義
を
与
え

得
る
の

か
。
最
後
に
、

こ
の
こ

と
に
つ
い
て

考
察
し
て

お
こ
う
。

端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
他
者

と
の
共

生
と
い
う
現

代
的
課
題
に
応
じ

得
る
実
践
哲
学
を
、
具
体
的
な
方
法

と
と
も

に
提
示

し
た
こ
と
」
で

あ
る
と
考
え

る
が
。
こ
の
点

に
つ

い
て
、
玉

城
思

想
の
中
核
的
概
念
で
あ
る
「
業
熟
体
」

の
紹
介
を
し
つ
つ
述
べ
て
ゆ
く
。

玉
城
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
は
一
九
七
九
年
に
、
論
文
「
ブ
ッ
ダ
と

キ
リ

ス
ト
・

パ
ウ

ロ
　
ダ
ン

マ
と
プ
ネ
ウ

マ
を
軸
と
に
四

」
を
草
し
た
際
、

「
普
遍

的
な
目
覚

め
の
原
型

に
関

す
る
一
つ

の
命
題
を

得
た
」

と
い
う
。
そ

れ

は
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
形

な
き
純
粋
生
命
が
、
全
人
格
的
思
惟
を
営
み
つ
つ
あ

る
主
体
者

に

顕
わ

に
な

る
と
き
、
初
め
て
人
間

自
体
の
根
本
転
換
、
す
な
わ
ち
目
覚

め
が
実
現
す

る
」

だ
が
、
「
目
覚

め
」
に
関
す
る
こ
の
定
式
化

は
、
彼
が
「
解
脱
の
主
体
者
」

に
関
す
る
思
索
を
深
め
、
更
に
原
始
経
典
に
お
け
る
「
業
異
熟
（
k
a
m
-

m
a
-ｖ
ｉｐ
Ａ
ｋａ
）
」

の
概
念

に
出
会
う

に
至

っ
て
、
大
き

く
改
め
ら

れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
間

の
事
情

に
つ
い
て
は
、
玉
城
自
身
が
解
説
し
て
く
れ
て
い

る
の
で
、
少

々
長
く
な

る
が
、
以
下

に
引
用

し
て
お
く
。

「
形

な
き
純
粋
生
命
が
、
全
人
格
的
思
惟
を
営
み

つ
つ
あ
る
主
体
者
に

顕

わ
に
な
る
」
、
そ

の
主
体
者

と
は
何

か
。
自
己

の
、

い
っ
た
い
ど
こ

に
顕

わ
に
な
る
の

か
。

繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
全
人
格
的
思

惟
（
禅
定
）
を

か
さ
ね
て
い

る

う
ち

に
、

た
ま

た
ま
ブ

。
ダ
の
業

異
熟

ｋａ
ｍ
ｍ
ａ
-ｖ
ｉｐ
Ａ
ｋａ

に
出

会

い
、

早
速
、
「
原
始
経
典

に
お
け

る
業
異
熟

の
究
明
」
（
『
業
思

想
研

究
』
所
収
、
平
楽
寺
書
店
）
と
い
う
拙
文
を
草
し
た
。
こ
の
業
異
熟
が
、

主
体
者
を

ぴ
し
り
と
射
抜

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
目
覚

め
の
命
題

を
次

の
よ
う
に
改

め
た
。

「
無

限
の
過

去
か
ら

、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
と

交
わ
り
つ
つ
輪
廻
転
生
し
て
、
い
ま
、
こ
こ
に
実
現
し
て

い
る
存

在

の
統
括

体
に
こ

そ
、
形
な
き
純
粋
生
命
が
顕
わ
に
な
る
と
き
、
初

め

て
人
間
自

体
の
根

本
転
換
、
す
な
わ
ち
目
覚
め
が
実
現
す

る
」

業
異
熟

と
は
、
禅

定
の
中
で
全
人
格
体
が
凝
縮
し
て
一
体
と
な
る
も

の
で

あ
る
。

心
と
体
と
一
つ
に
な

っ
て
い
る
最
高
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ



る
。
無
限
の
過

去
か
ら
の
営
み
の
累
積
が
、
そ
れ
と
な

っ
て
結
実
し
て

い
る
。

自
己
意
識
も
そ
の
中
に
解
消
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
自
己
存
在

の
根
源

で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
交
わ
り

に
生

じ

て
い
る
、
宇

宙
共
同

体
の
結
節
点
で
あ
る
。
私

性
と
公

性
と
の
、
と

も
に
極
ま

る
と
こ

ろ
、
私

は
、
こ
れ
を
「
存
在

の
統
括
体
」
と
も

「
人

格
的
身
体
」
と
も
名
づ
け
た
。

引
用
文
中

に
明
示

さ
れ
て

い
る
通

り
、
上
記

二
つ
の
命
題
間

の
相
違
は
、

「
目
覚

め
」
の
「
主
体
者
」
に
関
す

る
捉
え
方

の
変
化

に
よ

る
も

の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
そ

の
変
化

は
、
玉

城

が
原

始
経
典

に

お
け

る

「
業
異

熟

ｋａ
ｍ
-

ﾖ
ａ
-ｖ
ｉｐ
Ａ
ｋａ
」

の
概
念

に
出
会

っ
た
こ

と
を
一

つ
の
き

っ
か
け

と
し

て
、

生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
こ
の
「
業
異
熟
」
と
い
う
漢
訳
語

を
、

後
に
彼
自
身
の
訳
語
で
あ
る
「
業
熟
体
」
へ
と
改
め
て
使
用
し
て
い
る
の
で
、

本
論
考
で
も
、
以
下

、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
論
述
を
行
う
。

さ
て
、
「
目
覚

め
」

に
関
す

る
二
つ
の
命
題

を
見
て
み

る
と

、
改
め
ら
れ

た
以

後
の
そ
れ
で

は
、
「
目
覚
め
」
の
「
主
体
者
」
が
、
「
無
限
の
過
去

か
ら
、

生
き
と
し
生
け

る
も

の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
交
わ
り
つ
つ
輪
廻
転
生

し
て
、

い
ま
、
こ
こ

に
実
現
し

て
い
る
存
在
の
統
括
体
」

と
い
う
、
よ
り
深

化

さ
れ
た
形
で
語
り
直

さ
れ
て

い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
こ

そ
が
玉
城
の
言
う
と
こ
ろ

の
「
業

熟
体
」

な
の
で

あ
る
が
、
そ
の
描
写

に
は
、

明
示
的
に
「
輪
廻

転
生
」
と

い
う
語
が
含

ま
れ
て

い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
玉

城
が
近
代
社
会
に
お
け
る
常
識
的

な
死
生
観
を
、
仏
教

の
そ
れ

を
受
け

入
れ

る
こ
と
で
、
ま
さ
に
確
信
犯
的
に
踏
み
越
え
た
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
玉
城
の
「
業
熟
体
」
把
握
が
も

た
ら
す
思
想
的
な
実

り

は
い
か
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
よ
う
な
、
輪
廻
転
生
を
前
提

と
し
た
玉
城
の
「
業
熟
体
」
と
し
て
の
「
主
体
者
」
理
解

は
、
そ
れ
ゆ
え

に

こ
そ
、
人
間
の
生
を
、
与
え
ら
れ
た
今
生
の
身
体

に
限
局
さ
れ
た
「
個
的
存

在
」
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
世
界
全
体

に
開

か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

る

こ
と

に
繋

が

っ
て
ゆ
く
。
玉
城

に
と
っ
て
、
「
主
体

者
」
で

あ
る
と
こ
ろ

の

「
業
熟
体
」

と
は
、
「
自
己
存
在
の
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ

る
も
の
と
の
交

わ
り
に
生
じ
て

い
る
、
宇
宙
共
同
体
の
結
節
点
」
で

あ
り
、

「
私
性

と
公
性

と
の
、
と
も
に
極

ま
る
と
こ
ろ
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
玉
城

は
、

「
自
己
」

を
「
他
者
」

か
ら

は
切

り
離
さ
れ
て
存
在
す

る
、
独

立
の
実
体
で

あ

る
と

は
考
え
て

い
な
い
。
「
業
熟
体
」
と
し
て
の
自
己
存

在
は
、
そ
れ
自

体

が
私

性
と
公
性

の
極
ま
り
と
し
て
あ

る
も

の
で
あ
り

、
「
宇

宙
共
同

体
の

結
節

点
」

と
し
て
、
「
他
者
」

に
対

し
て

限
り
な
く
開
か
れ
て

あ
る
の
で

あ

る
。そ

し
て
、
こ
の
こ
と

は
「
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
全
人
格
的
思
惟
（
禅

定
）
を
か
さ
ね
て

い
る
う
ち
に
」
と
い
う
上

に
引

い
た
玉
城
の
言
葉
か
ら
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
禅
定
に
よ
る
直
接
知
に
よ

っ
て
覚
知
さ
れ
得
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
「
業
熟
体
」
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
本
質

的

に
「
他
者
」

に
対
し
て
開
か
れ
た
あ
り
よ
う
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

は
、

玉

城
、
お
よ
び
彼
の
信
じ
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
歴
史
上
の
仏
教
の
祖
師

た
ち

に
と
っ
っ
て
、
単
に
経
典
上
の
言
葉
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
直
接
に
知
ら
れ
る

「
事
実
」
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ

う
し

た
玉

城
の

「
業
熟

体
」

概
念

は
、
現
代

に
お
け

る
所

謂
「
他

者

論
」
に
対
し
て
も
、
そ
こ

に
仏
教

の
立
場

か
ら
新

し
い
光
を
当
て

る
も
の
と

し
て
、
応
用
す

る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と

思
わ
れ
る
。

「
他
者
論
」
の
語
ら
れ

る
最
も
大
き

な
目

的
と
い
え
ば
、
や
は
り
何
よ
り
も

「
他
者

と
の
共
生
」
を
目

指
す
、
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
そ

の
た
め

に

は
、

そ
の
他
者

を
単
な
る
「
他
者
」
で

は
な
く
、
自
己
自
身
と
つ
な
が
り
を

も
っ
た
存
在
と
し
て
認
識
す
る
倫
理
、
丘
山
新
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
共
感

の
原

理
」
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
現

代
人
に
と

っ
て
大
変
な
困
難
を
伴
う
こ
と
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世

界
を
「

セ
ク
シ
ョ
ン
」

に
分
割
し
て
捉
え
、
そ
れ

ゆ

え

他
者
の
こ
と
も
「
対

象
的
に
」
他
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

は
、
玉
城

の

言
葉
を
借
り
れ
ば
「
人
間
の
自
然
な
る
認
識
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
般

的
・
日
常
的
な
意
識
を
前
提
と
し
て
考
え

れ
ば
、
身
体

に
よ

っ
て
截
然

と
区

分
さ
れ

た
個
的
存
在
で
あ

る
こ
と

の
明
瞭

な
私

た
ち
が
、
そ
こ

に
他
者

と
の

本
質

的

な
繋
が
り

を
認
識
し

て
、
そ

れ
に
対
す

る
比

喩
以

上

の
意
味
で

の

「
共

感
」
を
感
じ

る
こ

と
は
、
近
代

社
会
の
知
的
枠
組
み

の
前
提

か
ら

す
れ

ば

、
ほ
ぼ
不
可

能
事
に
属
す
る
か
ら
で

あ
る
。

だ
が
、
玉
城
の
仏
教
哲
学
・
実
践
哲
学
に
依
拠
す
れ
ば
、
こ
の
問
題

に
別

の
視
点
か
ら
光
を
当
て

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
玉
城

の
「
業
熟

体
」

と
し
て

の
存

在
者
理
解

に
は
、
「
主
体
者
」
の
他

者
に
対
す

る
開
放
・
共
感
が
内
容
と
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、
ま

た
、
そ
の
こ
と
を
直
接

知
と
し
て
検
証
す
る
た

め
に
誰
で
も
が
実
践
し
て
み

る
こ
と

の
で
き

る
禅
定

と
い
う
方
法
も
、
同

時
に
、
そ
こ
に
お
い
て

は
明
確

に
説
か
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
こ
の
よ

う
に
、
玉

城
仏
教

哲
学
は
、
「
他
者
と
の
共
生
と

い
う
現
代

的

課
題

に
応
じ
得
る
実
践
哲
学
を
、
具
体
的
な
方
法
と
と
も
に
提
示
し
た
」
も

の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
現
代
に
お
い
て

そ
れ

を
再
び
取
り
上
げ
る
意
義

は
、
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ

る
。

（
１
）
　
玉
城
康
四
郎

（
た
ま
き

・
こ
う
し
ろ
う
）
―

一
九
一
五
年
、

熊
本
県
熊
本

市
に
生

ま
れ

る
。
一
九
四
〇

年
、
東
京
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
梵
文
学
科
を

卒

業
。
東
洋
大
学
教
授

な
ど

を
経
て
、

一
九
六
四
年
に
東
京
大
学
文

学
部
教
授

と

な
る
。
一
九
七

六
年

に
同
大
学
を
退
官
後

は
、
東
北
大
学
、
日
本
大
学
な
ど
で

教
授
職
を

務
め
た
。
東
京

大
学
名
誉
教
授
。

一
九
九
九
年
没

。
主
著

『
心
把
捉

の
展
開
―

天

台
実

相
観
を

中
心
と

し
て
ー

』
、
『
近
代

イ
ン

ド
思
想
の
形

成
』
、
『
中
国
仏
教
思

想
の
形
成
』
（
第
１
巻
）
、
『
比
較
思
想
論
究
』
、
『
道
元

』

な
ど
。

（
２
）
　
玉
城
［
１
９
８
６
］
よ
り
引
用
。
こ
の
論
文
の
初
出
は
、
一
九
七
四
年
発
行
の
雑

誌
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
３
）
「
実
に
ダ
ン

マ
　（
ｄ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
）

、
熱
心

に
瞑

想
し
つ
つ
あ

る
修
行
者

に
顕

わ

に
な

る

（
ｐ
Ａ
ｔｕ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
）

と
き
、
そ

の
と
き

、
か
れ

の
一
切
の
疑
惑
は
消

失
す

る
。
と

い
う

の
は
、

か
れ
は
縁
起
の
法
を
知

っ
て
い
る
か
ら
」

「
実

に
ダ
ン
マ
が
、
熱

心
に
瞑
想
し

つ
つ
あ

る
修
行
者
に
顕

わ
に
な

る
と
き
、

そ

の
と
き
、

彼
の
一
切

の
疑
惑

は
消
失
す

る
。
と
い
う
の
は
、

か
れ

は
も
ろ
も

ろ

の
縁

の
消
滅
を
知

っ
た
の
で
あ

る
か
ら
」

「
実
に
ダ
ン
マ
が
、
熱
心
に
瞑
想
し
つ
つ
あ
る
修
行
者
に
顕
わ
に
な
る
と
き
、

か
れ

は
悪
魔

の
軍

隊
を
粉
砕
し
て
、

安
立
し
て

い
る
。
あ
た
か
も
太
陽
が
虚
空
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を

輝

か
す

が

ご

と

く

で
あ

る
」
（
玉

城

［
１
９
８
６
］　ｐ

．
 ２
２
）

（
４

）
　
玉

城

［
１
９
８
６
］

な

お
、

傍

点

は

原

文

の

ま

ま

で

あ

る

が

。
原

注

は

省

略

し

て

あ

る
。

以

下

、

全

て

の
引

用

に
つ

い
て

同

じ

原

則

で

処

理

す

る
。

（
５

）
　
和

辻

［
１
９
６
２
］
　ｐ
ｐ

． ２
３
４
-２
３
５

（
６

）
　
玉

城

［
１
９
９
９
］
な

ど

の
諸

著

に

、

玉

城

の

こ

う

し

た

境

地

に

至

る
ま

で

の

求

道

の

過

程

が

記

さ

れ

て

い

る
。

（
７

）
　
玉

城

［
１
９
７
８
］

（
８

）
　
こ

れ

を

玉

城

は

、
「
対

象

的

思

惟

」

と

名

付

け

て

い

る

。
ａ
・

玉

城

［
１
９
７
８
］

ｐ
．５

（
９

）
　

同

論

文

、
ｐ

．６

（
1
0
）
　

同

論

文

、
ｐ

．７

（
1
1
）
　

同

論

文

、
ｐ

． ９

に

お

い
て

、

玉

城

は

「
従

来

の

学

的

立

場

、

対

象

的

思

惟

の

立

場

」

も

重

要

で

あ

る

こ

と

は

。
「
こ

れ

ま

で

の
業

績

が

表

示

し

て

い

る

通

り

で

あ

る

」

と

し

て

、

そ

の

意

義

を

大
き

く

評

価

し

て

い
る

。

（
１９一
）
　
同

論

文

、
ｐ

．４

（
1
3
）
　

同

論

文

、
ｐ

．８

ま

た

。

玉

城

は

『
般

若

経

』

に

お

け

る

ｐ
ｒ
ａ
ｊＪ
Ａ
　ｐ
Ａ
ｒ
ａ
ｍ

ｉ
-

ｔ
Ａ
の
概
念
や
（
p
p
.
1
1
-
1
2
）
、
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
「
最
清
浄
法
界
」
の

概
念
等
に
つ
い
て
も
（
ｐ
ｐ
．
 
１
２
-
１
４
）
’
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
同

論

文

、
ｐ

． ９

（
1
5
）
　
こ

れ

は
、

後

の
引

用

文

に

示

さ

れ

る

よ

う

に

、

玉

城

の

認

識

か
ら

す

れ

ば

、

「
戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
学
（
ｓ
ｉ
ｋ
ｋ
ｈ
Ａ
,
　
ｚ
ｉ
ｋ
Ｓ
Ａ
」
」
と
い
う
、
「
ブ
ッ
ダ
の
提

唱

す

る
学

の

立

場

」

そ

の
も

の

で

あ

っ
た

。

（
1
6
）
　
丘

山

［
１
９
８
６
］

（
1
7
）
　
津

田

［
１
９
８
７
］

に

所

収

の
論

文

、
「
釈

尊

の

宗

教

と

華

厳

」
ｐ

．７
８

こ

こ

で

言

わ

れ

る

「
法

の
根

源

態

」

と

は
、

玉

城

［
１
９
７
７
］
　
Ｕ

基

づ

く

も

の
で

あ

ろ

う

。

（
1
8
）
　

津

田

［
１
９
８
７
］

（
1
9
）
　

同

論

文

、
ｐ

．７
４

（
2
0
）
　
ｃ
ｆ
.
木
村
［
１
９
３
６
］
　
ｐ
ｐ
．
１
４
６
-
１
４
７
’
　
ｐ
.
２
５
７

（
2
1
）
　
ｃ
ｆ
.
宇
井
[
1
９
６
５
］
　
ｐ
．
２
７
２
’
　
ｐ
ｐ
２
７
３
-
２
７
４

（
2
2
）
　

和

辻

［
１
９
６
２
］
　ｐ

． ２
３
５

（
2
3
）
　

玉

城

は

こ

れ

に

つ

い
て

。
「
全

人

格

的

に
直

接

触

れ

得

る

も

の

と

し

て

、

す

ぐ

れ

て

実

質

的

な
も

の
で

あ

る

」

と

述

べ

て

い

る

。
（
玉

城

［
１
９
７
９
ｂ
］
　ｐ

． １
４
８
）

（
2
4
）
　
実

際

、

松

本

［
１
９
８
９
］
な

ど

で

、

玉

城

・
津

田

の

仏

教

解

釈

が

批

判

を

被

っ

て

い

る

。

（
2
5
）
　

玉

城

［
１
９
８
５
］

（
2
6
）
　
玉
城
［
１
９
８
５
］
p
.
1
3

（
2
7
）
　
玉

城

［
２
０
０
１
］
　ｐ

． ５

（
2
8
）
　
玉
城
　
[
１
９
７
９
ａ
］

（
2
9
）
　
玉

城

［
２
０
０
１
］　ｐ
ｐ

．３
０
０
-３
０
１

因

み

に
、

彼

は

こ

の

改

め
ら

れ

た

「
目

覚

め

の

命

題

」

を

も

っ
て

、
「
教

判

に

お
け

る

根

拠

の

原

型

」

と

す

べ
き

で

あ

る

。

と

も

述

べ

て

い

る
。

玉

城

［
１
９
８
５
］

を

参
照

の

こ

と

。

（
3
0
）
　
玉

城

［
１
９
８
６
］

な

お
、
「
業

異

熟

・

業

熟

体
」

の

文

献

学

的

な

内

容

に
つ
い
て
は
、
引
用
文
中
に
も
あ
る
通
り
、
玉
城
[
１
９
７
９
ｂ
］
に
詳
し
い
が
、

い
ま

は

そ

れ

に

つ

い
て

の

細

説

を

略
す

る

。

（
3
1
）
　
も

ち

ろ

ん
、
「
新

教

相

判
釈

論
」
と

い

う
主

張

か
ら

も

明

瞭

で

あ

る

よ

う

に
、

仏

教

史

に
対

す

る
独

自

の

価

値
判

断

を
有

す

る
玉

城

は
、

史

上

存

在

し

て
き

た

全

て

の
仏

教

の
祖

師

た

ち

に

こ
う

し

た
こ

と
が

気

づ

か
れ

て

い
た

わ
け

で

は
な

い
、

と

も

考
え

て

お

り

、

そ

の
弁

別

を

「

全
人

格

的

思

惟

」

と

い

う

直
接

知

の

立

場

を

基

本

と

し

つ

つ

行

っ
て

い
く

こ

と

を

、

現

代

の

研

究

者

の

責

務

と
捉

え

て

い

た
。

（
3
2
）
　
丘
山
［
１
９
８
６
］
p
.
1
9
1

（
3
3
）
　

玉

城

［
１
９
７
８
］　ｐ
. ８
-９

を

参

照

。
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【
主
要
参

考
文

献
】

宇
井
伯
寿

［
一
九
六
五
年
］
「
十
二
因
縁
の
解
釈
－
縁
起
説
の
意
義
」
、
『
印
度
哲
学
研
究

第
二
』
、
岩
波
書
店
（
初
版
：
一
九
二
一
年
．
甲
子
社
書
房
）

丘
山
新［

一
九
八
六
年
］
「
大
乗
経
典

に
お
け

る
共
感
の
原
理

〈
上
〉
」
、
『
精
神

科
学
』
二

五

号
、
日
本
大
学
文
理
学
部
哲
学
研
究
室

木
村
泰
賢

［
一
九
三
六
年
］
『
原
始
佛
教
思
想
論
』
（
『
木
村
泰
賢
全

集
第
三
巻
』
所
収
）
、
明

治
書
院

（
初
版
：
一
九
二

二
年
．
丙
午
出
版
社
）

玉
城
康
四
郎

［
一
九
七

七
年
］
「
仏

教
に

お
け

る
法
の
根
源
態
」
、
『
玉

城
康
四

郎
博
士
還
暦

記

念
論
集
：
佛
の
研
究
』
、
春
秋
社

［
一
九
七

八
年
］
「
仏
教
研
究
の
反
省
」
、
『
東
北
印
度
学
宗
教
学
会
論
集
』
五

号
、

東
北
印
度
学
宗
教
学
会

［
一
九
七

九
年
ａ

］
「
ブ

ッ
ダ
と
キ
リ

ス
ト

ー
パ
ウ

ロ
　
ダ

ン
マ
と
プ

ネ
ウ
マ
を

軸
と
し
て
」
、
『
仏
教

の
比

較
思

想
論
的
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会

【
一
九
七

九
年
ｂ

】
「
原
始

経
典
に
お
け

る
業
異
熟
の
究
明
」
、
『
業
思
想
研
究

』
、

平
楽
寺
書

店

［

一
九
八
五
年

］
「
未
来

に
わ
た
る
仏
教

学
転
換
の
根
本

問
題
－

新

教
相
判
釈

論
」
、
『
研
究
紀
要

』
三
一
号
、
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所

［
一
九
八
六
年
］
『
仏
教
の
根
底
に
あ
る
も
の
』
、
講

談
社
学
術
文
庫

［
初
版
：
一

九
八
二
年
、
講
談
社
）

［
二
〇
〇
一
年
］
『
東

西
思
想
の
根
底
に
あ

る
も
の
』
、
講
談
社
学
術
文
庫

（
初
版

：
一
九
八
三
年
、
講
談
社
）

津
田
真
一

［
一
九
八
七
年
］
『
反

密
教
学
』
、
リ

ブ
ロ
ポ
ー
ト

松
本
史
朗

［
一
九

八
九
年
］
『
縁
起
と
空
』
、
大
蔵
出
版

和
辻
哲
郎

［
一
九

六
二
年
］
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
五
巻
』
所
収
）
、

岩
波
書
店
（
初
版
：
一
九
三
二
年
．
岩
波
書
店
）

（
う
お
か
わ
・
ゆ
う
じ
、
仏
教
、
東
京
大
学
大
学
院
）
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