
〈
研

究

論

文

４

〉

『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
と

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
の
考
察

-
 

ヨ
ー
ガ
と
坐
禅
を
中
心
に
し
て
-
 

は
じ

め

に

『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
（
以
下
『
ギ
ー
タ
ー
』
。
後
一
世
紀
頃
成
立
）
は

イ
ン
ド
の
大
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
一
八
巻
中
の
第
六
巻
に
織
り
込

ま
れ

た
詩

篇
で
あ

る
。
別

名

『
ヨ
ー

ガ
・

シ
ャ
ー
ス

ト
ラ

（
ヨ
ー
ガ
の
教

典
）
』
と
呼

ば
れ
、

ヨ
ー
ガ
す

な
わ
ち
仁
缸

の
意
味
を

知
る
こ
と
が
こ
の
物

語
の
一

つ
の
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ガ
に
関
す

る
書

は

『
ギ
ー
タ
ー
』

以
外

に
も
数
多
く
編

ま
れ
て
い
る
が
、
『
ギ
ー

タ
ー
』

は
ヨ
ー

ガ
に
お
け
る

心
の
平
静
や
行
為
に
徹
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
説
き
、
同
書

に
お
い
て
行
為

と

ヨ
ー

ガ
は
不
可
分
で

あ

っ
た
。
「
行
為
の
結
果

に
こ
だ

わ
る
こ
と
な
く
、

自
ら
の
な
す
べ
き
行
為
を
せ
よ
」
と
い
う
主
張

は
『
ギ
ー
タ
ー
』
の
眼
目
の

岡
　
本
　
さ
ゆ
り

一
つ
で

あ
る
。

本
稿

前
半
で

は
、
イ
ン
ド
文
献

に
お
け
る
行
為
と
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
記
述

の
一
端
に
触
れ
る
。
ま
ず
、
古
代
イ
ン
ド
思
想
の
中
で
も
古
層
の
ウ

パ
ニ
シ

ャ

ッ
ド
聖
典
群

に
属
す
る

『
タ
イ

ご
ア
イ
リ

ー
ャ

・
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

（
前
六
～
前
五
世
紀
頃
）
で
、
「
ヴ

ェ
ー
ダ
の
秘
伝
」
と
し
て
語
ら
れ
た
行
為
に

つ
い
て

の
一
文

を
取
り
上
げ
る
。
次

に
。
『
ギ
ー
タ
ー
』
と

ほ
ぼ
同

時
代

の

成
立
と
さ
れ
る
『
ナ
ー
ダ
ビ
ン
ド
ウ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
で
描
か
れ
た
ヨ

ー

ガ
行

者
に
関
す

る
記
述
と
、
さ
ら
に

『
ギ
ー

タ
ー
』
の
い
く
つ
か
の
詩
節

を
見
な
が
ら

、
行
為
と

ヨ
ー
ガ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

一
方
、
『
正

法
眼
蔵
』
は
坐
禅
を
修
行

に
掲
げ
る
宗
派

の
一
つ
で
あ

る
曹

洞
宗
の
開
祖
、
道
元
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
の
書
で
あ
る
が
、
本
稿
後
半

『正法眼蔵』におけ る行為についての考察とド・ギーター』『バガ ヴァッ55



で

は

、
『
正

法

眼

蔵

』

に

お

け

る

坐

禅

と

行

為

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

道

元

は

結

果

（
悟

り

）

の

た

め

の

行

為

（
打

坐

）

で

は

な

く

、

ひ

た

す

ら

（

只

管

）

の

行

為

を

強

調

し

た

。

そ

の

「
只

管

打

坐

」
、

ひ

た

す

ら

に

行

為

す

る

こ

と

の

本

来

的

な

意

義

を

探

り

、

非

思

量

・

身

心

脱

落

に

つ

い

て

考

察

す

る

。

ま

た

、

坐

禅

は

そ

の

源

を

ヨ

ー

ガ

に

発

す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

が

、

ヨ

ー

ガ

と

坐

禅

の

相

違

に

つ

い

て

も

比

較

検

討

を

試

み

る

。

『

ギ

ー

タ

ー

』

と

『
正

法

眼

蔵

』

に

お

け

る

行

為

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

意

味

内

容

と

文

脈

上

の

相

違

を

見

据

え

た

上

で

、

行

為

論

と

し

て

の

本

質

的

・

構

造

的

な

共

通

項

と

そ

の

差

異

を

以

上

の

よ

う

な

作

業

を

通

し

て

明

ら

か

に

し

た

い

。一
　

イ

ン

ド

文

献

に

お

け

る

行

為

と

ヨ

ー

ガ

一
―
一
『
タ
イ
ッ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

『
タ
イ
ッ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
』
1
.
2
4
で
、
「
行
為
の
疑
念
が

あ

る

時

、

人

は

ど

う

す

る

べ

き

か

」

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、
「

判

断

力

を

持

ち

、

礼

節

を

わ

き

ま

え

、

無

情

で

は

な

く

、

法

（
ダ

ル

マ

）

を

愛

す

る

。バ

ラ

モ

ン

の

な

す

が

如

く

に

行

為

せ

よ

」

と

語

ら

れ

た

。

そ

し

て

そ

れ

は

自

分

を

非

難

す

る

人

々

の

中

に

お

い

て

も

、

そ

の

よ

う

に

行

為

す

る

べ

き

で

あ

る

と
し
、
「
こ
れ
が
教
え
（
a
d
e
a
s
a
）
、
秘
伝
（
u
p
a
d
e
s
a
）
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
秘
伝

（
ｖ
ｅ
ｄ
ｏ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
）
、
教
示
（
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
）
で
あ
る
」
と
強
調
さ
れ
た
。
「
行

為

の

疑

念

（
ｋ
ａ
ｒ
m
a
-
ｖ
ｉｃ
ｉｋ
ｉｔｓ
ａ
）　ｊ

は

「
振

る

舞

い

の

疑

念

（
ｖ
ｒ
ｔ
ｔａ
-
ｖ
ｉ
-

ｃ
ｉｋ
ｉｔ
ｓ
ａ
）
　ｊ

と

い

う

言

葉

に

言

い

換

え

が

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

も

、

こ

の
文
が
行
為
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
こ
と

は
明

白
で
あ
る
。

行
為
の
疑
念
と
は
、
自
ら
の
行
為

に
戸
惑

い
や
疑
問
を
感
じ
た
り
、
行
為

を
躊
躇
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
周
囲

か
ら
非

難
さ
れ

る
よ
う
な
逆
境

に

お
い
て

そ
れ
ら

は
さ
ら
に
強
く
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ

の
疑
念
を
な
く
し
て

か
ら
行
為
せ
よ
と
語
ら
れ
た
の
で

は
な
く

、
疑
念
が
あ

る
な
ら
行
為
せ
よ
と

示

さ
れ
た
こ
と

は
注
目

に
値
す
る
。

朝
、
目
が
覚

め
て
布
団
か
ら
起
き
上

が
る
こ

と
を
ど
れ

程
考
え
て
も
布
団

か
ら
起
き
上
が

る
こ
と

は
で
き
な
い
。

起
き

る
か
ど
う
か
迷

っ
て
い
る
間
は

起
き
ら
れ
な

い
。
だ
が
実
際
に
布
団

を
は
ね
の
け

、
身
体

を
起
こ
す
と
い
う

行
為
は
す
で

に
戸
惑

い
や
躊
躇
を
離
れ
て

い
る
。
行
為

の
疑
念

は
行
為

に
よ

っ
て
振
り
払
う
の
で
あ
る
。

一
一
二
『
ナ
ー
ダ
ビ
ン
ド
ウ
ー
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』

『
ナ
ー
ダ
ビ
ン
ド
ウ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
5
1
～
5
6
　
で
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者

に
つ

い

て

の

具

体

的

な
記

述

が

な

さ

れ

た

。
思

考

を

離

れ

、
疑

念

の
な

い

ヨ

ー

ガ

行

者

は

「
死

せ

る
者

の

如

く

（
m
ｒ
ｔ
ａ
ｖ
ａ
ｔ
）
　ｊ

で

あ

り

、

ま

た
、

ヨ
ー

ガ
行

者

は
感

官

の
制

御

に
よ

っ
て

、

ほ

ら

貝

や

太

鼓

の

す

さ

ま
じ

い
音

に
も

動
揺
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
「
木
片
の
如
く
（
ｋ
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｔ
）
」
と
も
喩
え
ら

れ

た
。

さ
ら

に

、

ヨ
ー

ガ
行

者

は
三

昧

に

よ

っ
て

寒

暑

・

苦

楽

・
毀

誉

褒

貶

に

一
喜

一
憂

す

る

こ

と

な
く

、

そ

の

不

動

の

ヨ
ー

ガ
に

お

い

て

知

、
呼

吸

、

心
が

堅

固

で

あ

る

と

さ

れ

た
が

、
『
ギ

ー

タ

ー
』

で

も

同

様

の

趣

旨

が

繰

り

返

し

述

べ
ら

れ

る
。

56



一

―
三

『
ギ

ー

タ『
に

』

『

ギ

ー

タ

ー
』
２
.４
８

ヨ

ー

ガ

に
立

脚

し

た

人

は
執

着

を
捨

て

諸

行

為

を
な

せ

、

ア

ル

ジ

ュ

ナ

。

成

功

も

不

成

功

も

同

じ

で

あ

り

、

ヨ

ー

ガ

は
平

静

で

あ

る
と

言

わ
れ

る

。

こ

の
詩

節

に
関

し

て

、

註

釈

者

の

一
人

で

あ

る

ア

ビ

ナ
ヴ

ァ

グ
プ

タ
も

述

べ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ガ
が
平
静
な
状
態
で
あ
る
か
ら
こ
そ
諸
々
の
行
為
の
基

準

と

さ
れ

た

の
で

あ

る

。

ま

た
、

成

功

と

不

成
功

を
同

じ

に
見

る

と

い
う

の

は
、

成

功

や

不

成

功

と

い

う

価

値

判

断

の

両

極

を

離

れ

る

こ

と

で

あ

り

（
『
ギ
ー
タ
ー
』
４
．
２
２
）
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
（
『
ギ
ー

タ

ー
』
５

．３
）
°
「
成

功

」

も

「

不

成

功
」

も

、

一

つ

の

事

実

に

対

し

て

人

間

が
貼
り
付
け
た
ラ
ベ
ル
で
あ
り
、
人
間
社
会
で
の
み
通
用
す
る
符
丁
で
し
か

な

い
。

ヨ

ー

ガ
が

目

指

し

た

の

は
、

ラ

ベ

ル

や
符

丁

を

貼

る
以

前

の
厳

然

た

る

事

実

に
気

づ
く

こ

と

で

あ

る
。

さ
ら
に
、
『
ギ
ー
タ
ー
』
5
.
8
　
で
は
、
ヨ
ー
ガ
に
専
心
し
真
理
を
知
る
者

は

、

あ
ら

ゆ

る
行

為

を

し

な

が

ら

「

自
分

が
行

為

し

て

い

る
」

と

い

う
意

識

が

は

た

ら

く

こ

と

は

な

い

と

語

ら

れ

た

。

自

己

意

識

に

惑

わ

さ

れ

、
「
自

分

が

行

為

者

で

あ

る
」

と

思

い
込

む

こ

と

は

、
行

為

の

結
果

に
こ

だ

わ

る

こ

と

の

Ｉ
因

に

な

る
が

、

ヨ

ー

ガ
行

者

は

そ

の

自

己
意

識

に
縛

ら

れ

る
こ

と

は

な

い
。

そ
し

て

、
行

為

の

結

果

に
と

ら

わ

れ

る

こ
と

な

く
行

為

に
徹

す

る

な
ら

、

何

も

の

に
も

左

右

さ

れ

な

い
寂

静

を

得

る

の

で

あ

り

、
本

来

の
自

己

の

な
す

べ

き

行

為

を
す

る
な

ら

罪

悪

に
至

る

こ
と

は

な

い

と

さ
れ

た

の
で

あ

る
。

安

定
し

た
ヨ
ー
ガ
に
よ

っ
て
本
来
の
自
己

に
立
ち
返

る
と
き
、
一
切
を
平
静

に

観
ず

る
の
で
あ
り
、
そ

の
ヨ
ー
ガ
に
お

い
て
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
そ
の
ま
ま

に
映

し
出
す

水
面

の
如
く
静

か
な
自
己

に
会
う
の
で
あ

る
。

『
ギ
ー
タ
ー
』
６

．１
５

こ

の
よ

う
に
常

に
自
己

に
専
心
し
つ
つ
、
心
を
制
御
し
た

ヨ
ー
ガ
行
者

は
最
高

の
涅
槃
、
自
己

に
存
す
る
寂
静
に
達
す
る
。

こ

の
詩
節

を
含
む

『
ギ
ー
タ
ー
』
六
章
は
、

ヨ
ー
ガ
及

び
ヨ
ー
ガ
行
者

に

つ
い
て

の
記
述

が
中
心
で
あ

る
。
清
浄
な
場
所
で

自
分

に
適
し

た
堅
固
な
座

を
設
け

、
体
と
頭
と
首
を
正
し
て
不
動
を
保
ち
、
自
ら

の
鼻
先
を
凝
視
し
て

諸
方

を
見
ず
、
自
己
の
清
浄
の
た

め
心
を
集
中
し
、
意
識
と
感
官
を
制
御
し

て
坐
す
こ
と
が

ヨ
ー
ガ
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、

ヨ
ー

ガ
が

坐
禅

の
源
流
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
一
つ

の
例
証
と

は
な
り
得

る
が
、
イ
ン
ド
の
諸
文
献

に
お
け

る
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
記

述
と
道
元
の
説

い

た
仏
教
思
想

に
は
、
細
部

に
わ
た
っ
て
顕
著
な
異
同
が
み
ら
れ

る
。
以
下
で

は
、
『
正

法
眼
蔵
』

に
お
け

る
行

為
と
坐
禅

に
つ

い
て

考
察
し
、
ま
た
、
行

為
論
と
し
て

の

ヨ
ー
ガ
と
坐
禅

の
相
違

に
つ
い
て
比
較
検
討
す

る
。

二
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
行
為
と
坐
禅

ニ
―
一
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
行
為

道
元

は
哲
学
的
な
理
論
を
展
開
す

る
一
方
、
日
常
の
様

々
な
行
為

に
つ

い

て
も
語
っ
て

お
り
、
行
為

に
徹
す

る
こ
と
が
ま
さ
に
仏
道
修
行
で
あ
る
と

い

う
道
元
の
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
洗
浄
』
や
『
洗
面
』
で
は
、

における行為についての考察『正 法 眼 蔵 』と
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排
泄
、

洗
顔

、
歯
磨
き

、
爪
や
髪
を
切

る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
事
細
か
に
記

さ
れ

、
『
袈
裟
功
徳
』
や

『
伝

衣
』

で

は
、
袈

裟
を
掛
け

る
仕
方
や
袈
裟

の

洗
濯

方
法

に
ま
で

筆
が
及
ん
で

い
る
。
『
重
雲
堂
式
』

で
は
、
坐
禅
堂
で

の

細
則
が
示

さ
れ
、
声
高

に
話
を
し
た
り

、
大
き

な
音
で
鼻
を
か
ん
だ
り

唾
を

吐

い
た
り
し

て
は
な
ら

な
い
こ
と
な
ど
も
述

べ
ら
れ
た
。
ま
た
『
安
居
』

に

は
、
九
〇

日
間

の
坐
禅

修
行

（
安
居
）

に
お
け

る
礼

拝
の
仕
方
や
寺

院
の
し

き
た
り
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
道
元
が
規
則
や
し
き
た
り
を
軽

ん
じ

な
か
っ
た
の
は
、
修
行

に
支
障
を
き

た
す

こ
と
な
く
寺
院
生
活
が
円
滑

に
運
ば
れ

る
こ
と
を
望

ん
だ

か
ら
で
あ
り
、

単
に
形

式
に
こ

だ
わ
っ
て

い
た

の
で

は
な
い
だ
ろ

う
。
『
家
常
』

で
は
、
毎

日
ご
飯
を
頂
く

こ
と
、
坐
禅
を

す
る
こ
と
が
共

に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
と
讃
嘆

さ
れ

た
。
ま
た
、
坐
禅

の
状
態

に
従

っ
て
日
常
生
活
を
送
る
な
ら
、
常

に
仏

の
威
儀
が
備
わ

っ
て
い

る
と

い
う
の
が

『
行
仏

威
儀
』

の
趣
意
で

あ
る
。
『
神
通
』
で

、
仏

の
不

思

議
な
力

（
神
通
）
と

は
、
眠
り
か
ら
覚

め
た
師
匠

に
お
茶
を
入
れ
る
こ
と
や
、

水
を
運

び
柴
を
担
ぐ

こ
と

な
ど
の
実
地

の
行
為
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
『
行

持
』
に
は
祖
師
方
の
言
動
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
『
菩
提
サ
ッ
タ
四

摂
法
』
で

は
、
「
何
で
あ
れ
、
貪
ら
ず
に
与
え

る
（
布
施
）
・
慈
愛

に
満
ち
た

言
葉

を
か
け
る

（
愛
語
）
・
貴
賤

や
親
疎

あ
る
い
は
自

他
の
区

別
な
く
、
一

切

に
対

し
て
恵
み
を
も

た
ら

す
行

為
を
す

る
（
利
行
）
・
や

お
ら
か
な
表
情

で

Ｉ
切

に
接
し
、
和
合
し
て

事
を
行
う

（
同

事
）
」
と

い
う
四

つ
が
説

か
れ

た
。さ

ら

に

『
坐
禅
箴
』
で
、
「
坐
禅

は
日
常

の
行

為

（
行
住

坐
臥
）

と
同
じ

で

は
な
い
が
、
坐
禅
も
日
常
の
行
為
も
自
己

の
所
作
で
あ
る
」

と
述
べ
て

い

る
。
こ
れ
は
坐
禅
と
日
常
の
行
為

に
切

れ
目
が

な
い
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、

坐
禅
を
中
心
に
し
た
一
切

の
行
為

が
仏

道
修
行
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ

の
言

葉
の
主
旨
で
あ
ろ
う
。

ニ

ー
ニ

『
正
法

眼
蔵
』

に
お
け

る
坐
禅

坐
禅
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記

述
は
『
坐
禅
儀
』
の
他
に

『
永
平
清
規

・

辨
道
法
』
、
『
普
勧
坐
禅

儀
』

な
ど
に
も
見
ら
れ

る
。
坐
禅
は
静

か
で
雨
風

の

入
ら
な
い
場
所

が
適
し
て

お
り

、
冬

は
暖

か
く
夏

は
涼
し
い
よ

う
に
工
夫
し
、

坐
る
場

所
に
は
厚
く
敷
き

物
を
敷

い
て
、
蒲
団

（
坐
蒲
）
を
用

い
、
結
跏
趺

坐
、
あ
る
い
は
半
跏
趺
坐
し
、
そ

の
坐

に
お
い
て
背
骨
を
真
っ
直
ぐ

に
し
て

「
正
身

端
坐
」
す

る
と

さ
れ
て

い
る
。
巷
間
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
「
半
眼
」

や

「
数

息
観
」
、
「
呼
吸
を
長
く
す

る
」
な
ど
の
記
述
は
ど
こ
に
も
な
く
、
目

を
正
し
く
開
き
、
鼻
で
自
然
に
息
を
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら

に
上
記
三
つ

の
書
に
共
通
し
て

、
「
兀
兀

と
坐
定
し
て
、
箇
の
不
思

量

底
を
思
量
せ

よ
。
不
思
量
底
如
何
が
思
量
せ
ん
。
非
思
量
。
こ
れ
す
な

わ

ち
坐
禅
の
要
術

（
法
術
）

な
り
」

と
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
薬
山
惟
儼
（
七
四

五
～
八
二
八
）
に
ま
つ

わ
る
説
話
が
基

に
な

っ
て

い
る
。
不
動

の
坐
に
住
し

て

、「
こ
の
考
え

な
い
こ

と
を

考
え

る
」
と
薬
山
惟
儼
が
弟
子

に
語

っ
た
が
、

［
弟
子

が
そ
れ
に
対
し
て
］
「
考
え

な
い
こ
と

は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

い
い

の
で
し

ょ
う
か
」

と
さ
ら

に
質
問
し
た
の

に
対
し
、
薬
山
は
「
考
え
る
こ
と

で

は
な
い

（
非
思
量
）
」
と

答
え

、
こ
れ
が
坐
禅

の
要

訣
で

あ
る
と
さ
れ

た
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の
で
あ
る
。

一
般
的

に
、
坐
禅

は
「
無
念

無
想
」

に
な
ら

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
と
い
う

強
迫
観
念

の
よ
う

な
信
仰

が
根

強
く
残
っ
て

い
る
が
、
薬
山
も

道
元

も
坐
禅

が
無
念
無

想
で
あ

る
な
ど
と
は
述
べ
て

い
な
い
。
こ

の
薬
山

の
主
張
に
よ
れ

ば
、
考
え

な
い
と

い
う
考
え

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
な
ら

「
非
思

量
」
の
坐
禅

で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
無
念
無
想
に
な
ろ
う
と
す
る
考
え

が
残
滓
す
る
な
ら

「
非
思
量
」

の
坐
禅
で

は
な
い
。

さ
ら
に
「
坐
禅
は
習

禅
に
は
非
ず
、
大
安
楽
の
法
門
な
り
、
不
染
汚
の
修

証
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
た
。
坐
禅
は
習
い
事
で
は
な
い
か
ら
。
初
心
者
の
坐

禅
と
何
十

年
か
続
け
た
人
の
坐
禅
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
「
初
心
の

弁
道
す
な
わ
ち
本
証
の
全
体
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
も
し
習
い
事
の
坐
禅
な
ら
、
５
級
の
次
は
４

級
を
狙
う
と

い
う
よ

う
に
、
段
階
を
踏
ん
で
上
達
す

る
の
で
あ
ろ
う
が
。
道
元
の
説

い
た
坐
禅

は

修
証
一
等
で
あ
り
、
修
行
と
証
果

（
悟
り
）

は
分

か
れ
て

い
な

い
。
修
行
と

証
果
を
分
け
。
修
行
を
し

た
ら

い
つ

か
は
悟

る
と
考
え

る
こ
と
が
修
証

を
汚

す
こ
と

（
染
汚
）
で
あ

る
。

道
元
は
師
で
あ
る
天
童
如
浄
か
ら
「
参
禅
は
身
心
脱
落
な
り
。
祇
管
に
打

坐
し
て
始
し
て
得
ん
」
の
教
え
を
受
け
た
。
「
身
心
脱
落
」
は
単
な
る
理
解

や
認
識

の
問
題
で

は
な
く
、
仏
（
釈
尊
）
が
さ
れ
た
坐
禅

に
こ

の
わ
れ
わ
れ

の
身

心
を
嵌
入
す

る
な
ら

、
わ
れ
わ
れ
は
仏
（
釈
尊
）
以
外

に
は
な
り
え
な

い
の
で

あ
り
、
参
禅

は
す
で

に
一
切

の
束
縛

か
ら
脱
し
て

い
る
こ
と
が
こ
の

言
葉
で
表
現

さ
れ
て

い
る
。

ヨ
ー
ガ
や

坐
禅

な
ど
の
直
接
の
体
験
を
知
識
や

理
性
の
思
量
分
別
で
理
解

で
き

る
の
で

あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ガ
も
坐
禅
の
修
行
も
全
く
必
要

が
な
い
。
文
字

を
追
い
か
け

、
言
葉
を
理
解
し
た
気

に
な
り
さ
え

す
れ
ば
事
足
り

る
の
で
あ

る
。
だ
が
「
こ
の
法
は
思
量
分
別
の
能
く
解
す
る
所
に
非
ず
」
で
あ
る
か
ら
、

知
識
や
理
性
を
総
動
員
し
て

も
、
こ

の
直
接
の
体
験
や
現
実
を
捉
え

る
こ
と

は
で

き
な
い
。
坐
禅
は
人
間
の
思
量
分
別
が
全
く
介
在
し
な
い
直
接
の
体
験

で
あ
る
か
ら
、
思
量
分
別
が
あ
ろ

う
と
な

か
ろ
う
と
坐
禅
を
す
る
か
し
な
い

か
だ
け
が
問
わ
れ
る
。

ニ

ー
三
　
ヨ
ー

ガ
と

坐

禅

の

相
違

ヨ
ー

ガ
思

想

と

道

元

が

説

い

た

仏

教
思

想

は
、

両

思

想

が

ヨ
ー

ガ
や

坐
禅

と

い

う

実

践

の

行

を

基

礎

に

し

て

い

る

点
で

、

そ

の

思

想

構

造

の

枠

組

み

に

相

似

性

が

あ

る

こ

と

は
す

で

に

指

摘

さ

れ
て

い

る
。

だ

が

、

両

思

想

の

細

部

に

わ
た

る
異

同

が

体

系

全

体

に
及

ぼ

す
影

響

は
少

な
く

な

く

、

そ

の
一

つ

一

つ

に
つ

い
て

検

討

が

な

さ
れ

る

べ

き

で

あ

る

が
、

こ

こ

で

は

紙
幅

の
制

約

も

あ

る

た

め
、

行

為

論

と
し

て

の

相

違

に

絞

っ
て
言

及

す

る
。

『
ギ

ー

タ

ー
』

に

お

い

て

「
清

浄

」

は

ヨ
ー

ガ

の

一

つ

の

目

的

と

さ

れ

、

「
自
己
の
清
浄
の
た
め
に
行
為
を
す
る
」
（
『
ギ
ー
タ
ー
』
５
．
１
１
）
、
「
自
己
の

清

浄

の

た

め

に

ヨ

ー

ガ
を

す

る

」
（
『
ギ

ー

タ
ー
』

６
．

１
２
）

こ

と

が

述

べ

ら

れ

た

。
ま

た

『
ギ

ー

タ
ー
』

と
成

立

年

代

が

前

後
す

る

『
マ

イ

ト

リ

ー
ウ

パ

ニ

シ
ャ
ッ
ド
』
（
前
二
～
後
二
世
紀
頃
）
6
.
3
4
　
で
は
「
心
は
浄
と
不
浄
の
二
種
類

が

あ
り

、

三
昧

に

よ

っ
て

穢
れ

が

浄

化

さ

れ

る
」

と

記

さ

れ

て

い

る
。

同

様
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に
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
（
後
二
～
四
、
五
世
紀
頃
）
で
も
「
心
の
作
用
は

五
種
類
で
、
穢
れ
た
も
の
と
穢
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
（
『
ヨ
ー
ガ
・
ス

ー

ト

ラ
』

１
．５
）
／

「
［

煩

悩

な

ど

の

心

の

］

様

々

な
作

用

が

静

慮

に

よ

っ

て

除
去
さ
れ
る
（
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
　
２
．
１
１
）
」
と
語
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ガ
あ
る
い
は
ヨ
ー
ガ
に

基

づ

い

た

行

為

に

よ

っ

て
、

穢

れ

を

浄

化

す

る

と

い

う

目
的

が

明
示

さ

れ

て

い

た

こ

と

は

、

ヨ

ー

ガ
思

想

の

看
過

で

き

な

い

一

つ

の

側
面

で

あ

る

。

一
方

、

道
元

は
こ

の

わ
れ

わ

れ

の

身

体

や

そ

れ

を

洗

う
水

が

本
来

的

に

浄

で
あ
る
か
不
浄
で
あ
る
か
言
い
得
ず
、
こ
の
世
界
の
一
切
に
つ
い
て
も
浄
不

浄
の
概
念
が
妥
当
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
穢
れ
て
い
な
く
て

も

洗

う

の
で

あ

り

、

清

ら

か
で

あ

っ
て

も

さ
ら

に
洗

う

こ

と

が

仏

の

教

え

で

あ

る
と

し

て

い

る
の

で

あ

る

か

ら

、

穢

れ

て

い

る

か
ど

う

か

が

問

題

な

の
で

は

な

く

、

洗

う

と

い

う

行

為

が

行

わ

れ

る

か
ど

う

か
が

こ

こ

で

も

問

わ

れ

て

い

る

。

先

に

も

見

た

よ

う

に

、

道

元

に

と

っ
て

修

行

と

証

果

は

分

か

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る
か

ら

、

浄

化

は

坐

禅

の

目

的

に

は
な

り

得

な

い

。

こ

の

よ

う

に

「
清

浄

」

と

い

う

目

的

が

設

定

さ

れ

る

ヨ
ー

ガ
思

想

と

、

只

管

打

坐

・
た

だ

行

為

す

る

と

い

う

道

元

の

主

張

に
は

、

一
見

し

て

見

逃

さ

れ

か

ね

な

い
の

で

あ

る

が

、

行

為

論

と

し

て

の

本

質

的

な

相

違

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

お

わ

り

に

『
ギ
ー
タ
ー
』
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
語
で
書
か
れ
た
イ
ン
ド
の
古
典
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
バ
ー
ガ
ヴ
ァ
タ
派
の
根
本
聖
典
で
あ
り
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
神
へ
の
信

仰
を
説

い
た
宗
教
書
と

し
て
も
名
高
い
。
近
代

イ
ン
ド
で
も

テ
ィ
ラ
ク
（
一

八
五
六
～
一
九
二
〇
）
や

ガ
ン
デ
ィ
ー
（
一
八
六
九
～
一
九
四
八
）
ら
が
自
ら

の

行
動
指
針
と
し
て

『
ギ
ー

タ
ー
』

を
愛

読
し
て

い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て

お
り
、
「
自
ら
の

な
す
べ
き
行
為

を
せ
よ
」

と
い
う

『
ギ
ー

タ
ー
』
の
主

張

に
勇
気
づ
け
ら

れ
な
が
ら
、
民
衆
と
共

に
イ
ン
ド
に
大
き
な
波
を
起
こ

し
た

こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
。

他
方
、
「
自
ら

の
な
す

べ
き
行

為
」
が

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
社
会
に

お
け

る
階
層
の

責
務
と
し
て
読
み
込
ま
れ
。
『
ギ

ー
タ
ー
』

が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会

を
維
持

す
る
根

拠
付
け
と
し
て
の
政
治
的
な
意

味
合

い
を

持
た
さ
れ
て

い
る
こ

と

は
否

定
で
き

な
い
。
だ
が
、
『
ギ
ー
タ
ー
』
で
説

か

れ
た
「
自
ら
の
な
す
べ
き
行
為
」

は
ヨ
ー
ガ
を
行
為

の
基
準
と
し

た
諸

々
の

行
為
で
あ
り
、
行
為
の
結
果

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
己
の
な
す
べ
き
行
為
を
す

る
な
ら
、

た
と
え
そ
れ
が
十
全
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
も
是
と
さ
れ
た
の

で

あ
る
か
ら
、
『
ギ
ー

タ
ー
』

の
行

為
論
は
、
単
に

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
社
会
を
射

程

の
範
囲
と
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
現
実
の
行
為

レ
ベ

ル
で
の
普
遍
性
を

有
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

ま
た
、
『
正
法

眼
蔵
』

は
こ

の
宇
宙
の
あ
り
よ
う
を
説
き
、
変
化

し
て
や

ま

な
い
こ
の
宇
宙
の
動
き
と

わ
れ
わ
れ
の
動
き

が
坐
禅
と

い
う
行
為
に
お

い

て
同
期
同
調
す
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
り
、
坐
禅

に
対
す
る
信
仰
、
行
為

に
対
す
る
信
頼
を
賞
揚
し
た
と
い
う
側
面
を
併

せ
も
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

か
。今

ま
さ
に
動

い
て
い
る
現
実
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
行
為
す
る
か
が
わ
れ

わ
れ
の
切
な
る
問
題
で
あ
り
、
両
書
は
行
為

の
基
準
を
不
動
の
行
為

（
ヨ
ー

60



ガ
と
坐
禅
）

に
置

い
た
。
泳
ぎ
方
の
本
を
読
む
こ
と
と
実
際

に
泳
ぐ

こ
と
が

全
く
別
で
あ
る

の
と
同

様
に
、
言
葉

に
よ
る
近
似
的

な
説
明

と
実
地
の
行
為

は
全
く
次
元
が
異
な

る
。
従

っ
て
、
道
徳
律
あ

る
い
は
ヨ
ー

ガ
や
仏
教
思
想

に
お
け

る
戒
律
が
、
大
枠

の
領
域
設
定
と
し
て

は
有
効
で

あ
っ
て

も
、
具
体

的
な
場
面
の
”
こ
の
場
所
の
、
こ
の
時
に
”
如
何
に
行
為
す
る
か
は
何
に
よ

っ
て
も
規
定
さ
れ
得
な
い
。
行
為
の
基
準
が
行
為
そ
の
も
の
に
置
か
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
”
こ
の
場
所
の
、
こ
の
時
に
”
わ
れ
わ
れ
は
戸
惑
い
や
躊
躇
な

く
行
為
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
ギ

ー
タ
ー
』
と

『
正
法
眼
蔵
』

は
国
、
時
代
背
景
、
言
語

体
系
の
構
造
も

異
な
る
。
だ
が
、
両
書
が
知
識

の
積
み
重
ね
に
よ

っ
て
で

は
な
く
、

ヨ
ー
ガ

や
坐
禅
と
い
う
身
体
経
験

に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と

は
重
要

な
点
で

あ
ろ

う
と
思
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
だ
ニ
一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

言
葉
や
概
念

に
よ

る
理
解

の
他
に
、
身
体
経
験

に
よ

る
理
解

が
あ
る
こ
と
の

意
義

は
小
さ
く

な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
１
）
　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
卜
文
献
に
お
い
て
ｋ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
は
「
行
為
」
と
「
業
」
の
二

つ

の

訳

語

が

あ

て

ら

れ

る

が

、

か

つ

て

雲

井

昭

善

氏

が

述

べ

ら

れ

た

よ

う

に

、

カ

ル

マ

ン

の

本

義

は

「

行

為

」

で

あ

り

、

カ

ル

マ

ン

が

「

業

」

「

業

報

」

と

い

う

、

い

わ

ゆ

る

業

思

想

に

熟

す

る

ま

で

は

、

わ

れ

わ

れ

の

日

常

の

行

為

を

意

味

し

て

い

た

（

『

業

思

想

研

究

・

イ

ン

ド

思

想

に

お

け

る

業

の

種

々

相

』

ｐ

ｐ
.

４
６
-

４
７

）

。

本

稿

で

問

題

と

す

る

の

は

カ

ル

マ

ン

の

本

義

で

あ

る

、

わ

れ

わ

れ

の

日

常

の

「

行

為

」

で

あ

る

。

（

２

）
　

Ｍ

ａ
ｊ
ｏ

ｒ

　
Ｂ

ａ

ｓ
ｕ

，
　

Ｂ
.

Ｄ
.

　

ｅ

ｄ

．
, 　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｓ
ａ

ｃ
ｒ
ｅ

ｄ

　
Ｂ

ｏ

ｏ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｈ

ｉ
ｎ

ｄ
ｕ
ｓ
.
　

Ｖ
ｏ

ｌ
.

Ｘ

Ｘ

Ｘ
.

　

Ｐ

ｔ
.

，
　

Ｉ
Ｉ

．
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｔ
ａ

ｉ
ｔ
ｉ
ｒ

ｉｙ

ａ

　

Ｕ
ｐ

ａ

ｎ

ｉ
ｓ
ａ

ｔ
.
　

１

９
２

５
.

 

ｒ
ｐ

ｔ

．
，

　

Ａ

ｌ
ｌ
ａ

ｈ
ａ

ｂ
ａ

ｄ
:

Ａ

Ｍ

Ｓ

　
Ｐ
ｒ

ｅ
ｓ

ｓ

，
　
１

９
７
４
.

（

３

）

Ｐ

ａ
ｎ

ｄ

ｉ
ｔ

　
Ａ

。

Ｍ

ａ

ｈ

ａ

ｄ
ｅ
ｖ

ａ

　

Ｓ
ａ

ｓ
ｔ
ｒ

ｉ
，　

ｅ

ｄ
.

，
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｙ

ｏ
ｇ

ａ

　

Ｕ

ｐ

ａ
ｎ

ｉｓ
ａ

ｄ
-
ｓ
.
　

Ａ

ｄ
-

ｙ
ａ
ｒ
，
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｒ
ａ
ｓ
:
　
Ｖ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
８
３
.
　
ｐ
ｐ
．
２
２
４
～
２
２
６

（

４

）
　

Ｂ

ｈ
ａ
ｇ

ａ

ｖ
ａ

ｄ
ｇ

ｉ
ｔａ
.

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｍ

ａ

ｈ
ａ

ｂ
ｈ
ａ
ｒ

ａ

ｔ
ａ

　

Ｔ

ｅ
ｘ

ｔ
　

ａ

ｓ

 

ｃ
ｏ

ｎ
ｓ

ｔ
ｉｔ
ｕ

ｔｅ

ｄ

　

ｉ
ｎ

　

ｉ
ｔ
ｓ

ｃ
ｒ

ｉ
ｔ
ｉｃ
ａ

ｌ
　

ｅ

ｄ
ｉ
ｔ
ｉｏ
ｎ
.

　

Ｖ
ｏ

ｌｕ
m
e

　
Ｉ
Ｉ
.
　
Ｐ

ｏ

ｏ
ｎ

ａ
:

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｂ

ｈ

ａ
ｎ

ｄ
ａ
ｒ

ｋ

ａ
ｒ

　
Ｏ

ｒ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ａ

ｌ
　
Ｒ

ｅ
-

ｓ

ｅ
ａ
ｒ

ｃ

ｈ

　
Ｉ
ｎ

ｓ

ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｅ

，
　

１
９
７

２
.

（

５

）
　

Ｂ

ｏ

ｒ
ｉ
ｓ

　

Ｍ

ａ
ｒ

ｊａ

ｎ

ｏ
ｖ

ｉｃ

　
ｔ
ｒ
.
,
　

Ａ

ｂ
ｈ

ｉｎ

ａ
ｖ

ａ
ｇ

ｕ
ｐ

ｔ
ａ

，ｓ

　
Ｃ

ｏ
ｍ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔａ

ｒ
ｙ

　
ｏ
ｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｂ
-

ｈ
ａ
ｇ

ａ

ｖ
ａ

ｄ

　
Ｇ

ｉｔ
ａ
.

　
Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ
:
　
Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ｃ
ａ

　
Ｂ
ｏ

ｏ

ｋ

ｓ

，
　

２
０

０
２

．

（

６

）

『

正

法

眼

蔵

』

上

・

中

・

下

巻
　

衛

藤

即

応

校

註

、

名

著

普

及

会

、

一

九

八

六

。

（

７

）
　

以

下

、

『
　

』

内

は

『

正

法

眼

蔵

』

各

巻

の

名

称

で

あ

る

。

（

８

）
　

『

陀

羅

尼

』

に

は

、

礼

拝

の

仕

方

や

そ

の

意

義

に

つ

い

て

の

記

述

が

あ

る

。

（

９

）

『

永

平

清

規

・

辨

道

法

』

で

は

、

「

鼻

息

は

通

ず

る

に

任

す

」

と

述

べ

ら

れ

て

い
る
。
本
稿
一
一
二
で
見
た
『
ナ
ー
ダ
ビ
ン
ド
ウ
ー
ウ
・
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
5
6

で

も

、

ヨ

ー

ガ

に

お

け

る

呼

吸

は

力

ま

ず

に

行

わ

れ

る

べ

き

で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

。

八

世

紀

頃

に

書

か

れ

た

と

さ

れ

る

瑜

加

行

中

観

派

、

カ

マ

ラ

シ

ー

フ

の

『

修

習

次

第

』

で

も

、

「

息

は

出

入

に

際

し

て

音

が

し

た

り

、

激

し

か

っ

た

り

、

乱

れ

た

り

す

る

こ

と

な

く

、

出

入

り

が

知

覚

さ

れ

な

い

ほ

ど

ゆ

っ

く

り

と

且

つ

何

も

努

力

し

な

い

で

行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

（

『

仏

教

瑜

加

行

思

想

の

研

究

』

一

五

二

頁

、

ツ

ル

テ

ィ

ム

ー

ケ

サ

ン

・

小

谷

信

千

代

編

）

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

書

か

ら

も

、

ヨ

ー

ガ

や

坐

禅

に

お

け

る

呼

吸

は

自

然

に

行

う

べ

き

で

あ

る

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

（

1 0

）

『

弁

道

話

』

上

巻

六

五

頁

（

1
1

）

『

三

昧

王

三

昧

』

下

巻

一

三

頁

、

ま

た

『

行

持

』

中

巻

六

五

頁

に

も

殆

ど

同

様

の

文

が

あ

る

。

（

1 2

）

『

授

記

』

中

巻

八

七

～

八

八

頁

、

あ

る

い

は

『

仏

向

上

事

』

下

巻

二

七

七

頁
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な

ど

に

も

見

ら

れ

る

。

（

1 3

）
　

Ｍ

ａ

ｊ
ｏ
ｒ

　

Ｂ

ａ
ｓ
ｕ

，
　

Ｂ

．
Ｄ

．
　

ｅ

ｄ

．
ｆ

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｓ

ａ
ｃ
ｒ
ｅ

ｄ

　
Ｂ

ｏ
ｏ

ｋ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｈ

ｉ
ｎ

ｄ
ｕ
ｓ

 ． Ｖ
ｏ

ｌ
。

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｉ
．

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｍ

ａ

ｉ
ｔ
ｒ

ｉ
　

Ｕ

ｐ

ａ
ｎ

ｉｓ
ａ

ｔ
．

 

１
９
２

６

．
 

ｒ

ｐ

ｔ
．
，

　

Ａ

ｌ
ｌａ

ｈ
ａ

ｂ

ａ

ｄ
：
　

Ａ

Ｍ

Ｓ

Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
７
４
．
　
ｐ
ｐ
．
１
１
６
～
１
１
７

（

1
4

）
　

Ｒ

ａ

ｍ

ａ

　

Ｐ

ｒ
ａ
ｓ
ａ

ｄ
ａ

　
ｔ
ｒ

．
，

　

Ｐ

ａ

ｔ
ａ

ｎ

ｊ
ａ

ｌ
ｉ
’ｓ

　

Ｙ
ｏ
ｇ

ａ

　

Ｓ
ｕ

ｔ
ｒ
ａ

ｓ

　
ｗ

ｉ
ｔ
ｈ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　
ｃ
ｏ
ｍ

ｍ

ｅ
ｎ
-

ｔａ

ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｖ
ｙ

ａ

ｓ
ａ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
ｇ

ｌｏ
ｓ
ｓ

　

ｏ
ｆ

　
Ｖ

ａ

ｃ
ｈ
ａ
ｓ
ｐ

ａ

ｔ
ｉ
　
Ｍ

ｉ
ｓ

ｒ
ａ
.
　

Ｎ

ｅ
w

　

Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ
:

Ｍ
ｕ
ｎ
ｓ
ｈ
ｉ
ｒ
a
m
　
Ｍ
ａ
ｎ
ｏ
ｈ
ａ
ｒ
ｌ
ａ
ｌ

「

２
０
０
２
.
　
ｐ
.
 
１
２
,
　
ｐ
．
 
１
０
３

（
1
5

）

『

洗

浄

』

上

巻

一

〇

七

～

一

〇

八

頁

、

ま

た

『

洗

面

』

中

巻

二

九

七

頁

に

も

同

様

の

言

葉

が

あ

る

。

（

お

か

も

と

・

さ

ゆ

り

、

哲

学

・

仏

教

学

、

東

洋

大

学

大

学

院

）
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