
〈
研

究

論

文

２

〉

ヒ
ュ
レ
ー
の
現
象
学

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
ヒ
ュ
レ
ー
と

初
期
唯
識
思
想
に
見
ら
れ
る
阿
陀
那
識
と
の
比
較
考
察
―
―阿

　
部
　
　
　

旬

現
象

学
哲

学
の

た

め
の
諸
構

想
』
（

以
下

『
イ

デ
ー

ン
』
）

第
一

巻
に

お
け

る

ヒ
ュ

レ
ー
の
概

念

を
導

き
の
糸

に
、

そ
の
前
後

の

フ
ッ

サ

ー
ル
の
講
義

お
よ

び
刊
行

さ
れ

た
文

献

か
ら
、

さ
ら

に
遺
稿
で

あ

る

「
生
き

生
き
し

た

現
在

」
と

い
う

標
題

が
つ
け
ら

れ
て

い
る
Ｃ

草
稿

ま

で
言
及

し

て
考
察

す

る

も
の
で

あ

る
。
阿

陀
那
識

に
関

し
て

も
、『
深

密
解

脱
経
』

お

よ
び

『
解

深
密

経
』

か

ら
「
摂

大
乗
論

」
、
「
成
唯
識

論
」

と

い
う
思

想
的

流
れ

に
お

い
て

考
察

し
て

い
く
こ

と
に
す

る
。

一
　

フ

ッ

サ

ー

ル
に

お

け

る

ヒ

ュ

レ

ー

ヒ
ュ
レ

ー

の
概
念

が
生
ま

れ

た
背
景

に
は

、
近

代

の
知

の
前

提
を
掘

り

返
し

、
そ

の
前

提
で

あ

る
自

然

主
義
的
態

度

か
ら
脱

す

る
と

い
う
意
図

が

あ

っ
た
。

そ
の
当

時

す
で

に
心
理

学

な
ど
か

ら
も
イ

デ
ア

的
な

客
観
性

が

リ
ア

ル
な
感

性
的

知

覚
に
基

づ
く
こ
と

は
述

べ
ら
れ
て

い
た

が
、
彼

ら
の

45 1

は

じ
め
に

フ
ッ
サ
ー
ル
の
ヒ
ュ
レ
ー
の
概
念
は
こ
れ
ま
で
本
人
の
み
な
ら
ず
、
文

献

の
訳
者
や
学
者
た
ち
を
困
惑
さ
せ
て
き
た
こ
と
で
知

ら
れ
て

い
る
。
今

回
そ
れ
と
比
較
す
る
瑜
伽
行
唯
識
派
に
お
け
る
阿
陀
那
識
の
概
念
も
全
く

同
様
に
学
者
た
ち
か
ら
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
一
言
で

言
え
ば
、
顕
現
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
故
の
難
儀
性
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ

れ
故
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
、
お
よ
び
そ
の
研
究
に
お
い
て
は
主
題
と

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
今
回
そ
れ
ら
に
あ
え
て
光
を
当
て
て
み
る
こ

と
に
も
意
義

が
あ
る
が
、
時
代
も
背
景
も
異
な
る
思
想
同
士
の
比
較
考
察

に
よ
っ
て
、
今
後
の
現
象
学
の
探
求
の
在
り
方
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
比
較
考
察
方
法
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
に
関
し
て
は
、
『
純
粋
現
象
学
と



主

張

で

は

、

ど

う

し

て

意

識

が

こ

の

主

観

的

感

覚

か

ら

超

越

的

客

観

性

に

向

か

う

こ

と

が

で

き

る

の

か

の

説

明

が

足

り

な

か

っ

た

。

そ

こ

で

知

覚

そ

の

も

の

の

構

造

が

解

体

さ

れ

、

無

意

識

も

含

め

た

意

識

に

お

け

る

意

味

構

成

が

探

求

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。
『
論

理

学

研

究

』
（

以

下

『

論

研

』
）

で

は

ま

さ

に

範

疇

的

知

覚

と

感

覚

的

知

覚

を

区

別

し

、

そ

し

て

後

者

を

還

元

し

て

い

く

こ

と

と

な

る

。

そ

こ

に

お

い

て

感

覚

内

容

と

そ

の

内

容

の

た

め

の

素

材

と

は

『

論

研

』

で

は

ま

だ

区

別

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

が

、
『

イ

デ

ー

ン

Ｉ

』

に

お

い

て

、

そ

れ

ら

が

ノ

エ

マ

と

ヒ

ュ

レ

ー

的

与

件

と

に

区

別

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

そ

こ

に

行

き

着

く

ま

で

の

『

内

的

時

間

意

識

の

現

象

学

』
（

以

下

『

時

間

講

義

』
）

に

お

い

て

す

で

に

ピ

ュ

レ

ー

が

見

ら

れ

る

。

そ

こ

で

の

考

察

は

ま

さ

に

感

覚

的

知

覚

体

験

を

時

間

的

に

考

察

し

た

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

時

間

そ

の

も

の

の

流

れ

と

、

そ

の

う

ち

で

生

成

活

動

す

る

意

識

流

と

が

見

出

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

区

別

さ

れ

た

二

つ

の

流

れ

は

ヒ

ュ

レ

ー

と

共

に

、

フ

ッ

サ

ー

ル

現

象

学

に

お

い

て

最

後

ま

で

困

難

性

を

究

め

る

問

題

な

の

で

あ

り

、

『
イ

デ

ー

ン

Ｉ

』

で

は

、

主

題

の

わ

き

に

迫

い

や

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

こ

と

は

、

そ

れ

ら

の

解

明

が

容

易

で

な

い

こ

と

と

同

時

に

、

そ

の

解

明

の

た

め

に

先

に

な

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

研

究

課

題

が

あ

る

こ

と

を

示

唆

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

の

先

行

さ

れ

た

研

究

が

『

イ

デ

ー

ン

Ｉ

』

に

お

い

て

、

超

越

的

客

観

性

の

考

察

を

可

能

に

す

る

超

越

論

的

還

元

と

い

う

方

法

論

を

導

入

し

て

行

わ

れ

た

、
下

記

に

見

ら

れ

る

意

識

の

意

味

構

成

の

構

造

の

考

察

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

。

現

象

学

的

区

域

の

全

体

に

お

い

て

…

感

覚

的

ヒ

ュ

レ

ー

と

、

志

向

的

モ

ル

フ

エ

ー

と

い

う

、

注

目

さ

れ

る

べ

き

二

重

性

と

統

一

性

が

支

配

的

役

割

を

演

じ

て

い

る

の

で

あ

る

。

…

志

向

的

体

験

は

、
そ

こ

で

は

、

意

味

付

与

（

非

常

に

広

義

に

解

し

た

そ

れ

）

に

よ

る

統

一

と

し

て

、

立

ち

現

れ

て

く

る

。

感

覚

与

件

と

い

う

も

の

は

、

様

々

な

段

階

の

志

向

的

形

成

化

な

い

し

意

味

付

与

の

た

め

の

素

材

、

つ

ま

り

素

朴

な

形

成

化

・

意

味

付

与

の

た

め

の

素

材

と

か

、

ま

た

は

独

特

の

仕

方

で

基

づ

け

ら

れ

た

形

成

化

・

意

味

付

与

の

た

め

の

素

材

と

し

て

与

え

ら

れ

て

く

る

の

で

あ

る

。

上

記

引

用

か

ら

言

い

得

る

こ

と

は

、

ヒ

ュ

レ

ー

与

件

は

「

そ

れ

自

身

の

う

ち

に

寸

分

も

志

向

性

を

持

た

な

い

感

覚

的

な

」

単

な

る

体

験

の

素

材

で

あ

る

が

、

そ

れ

な

し

で

は

内

在

的

客

観

性

の

構

成

構

造

は

成

立

し

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

う

し

て

前

期

に

お

い

て

客

観

性

の

構

造

が

明

ら

か

に

さ

れ

る

と

、

そ

の

構

成

を

可

能

に

し

て

い

た

根

拠

で

あ

る

超

越

論

的

主

観

性

に

目

が

向

け

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

は

意

識

の

流

れ

そ

の

も

の

と

、

そ

の

意

識

流

に

お

け

る

構

成

構

造

の

探

求

へ

と

つ

な

が

っ

て

、

そ

れ

ら

の

連

関

に

お

け

る

超

越

論

的

主

観

性

の

発

生

が

問

わ

れ

る

よ

う

に

な

る

の

で

あ

る

。

そ

う

し

て

『

イ

デ

ー

ン

Ⅱ

』

で

な

さ

れ

る

身

体

に

お

け

る

感

覚

体

験

の

考

察

か

ら

志

向

的

ギ

ネ

ス

テ

ー

ゼ

的

作

用

面

と

非

志

向

的

ピ

ュ

レ

ー

的

領

野

の

生

成

面

と

が

見

出

さ

れ

る

。

そ

れ

ら

と

身

体

と

の

関

係

が

次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

「

個

人

の

意

識

全

体

は

、

そ

の

ヒ

ュ

レ

ー

を

基

盤

に

し

て

何

ら

か

の

仕

方

で

彼

の

身

体

と

結

合

さ

れ

て

い

る

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

端

的

に

言

い

か

え

れ

ば

、

意

識

の

あ

ら

ゆ

る

生

成

活

動

は

ヒ

ュ

レ

ー

を

的

領

野

基

盤

に

身

体

と

結

合

し

て

い

る

こ

と



に
よ
っ
て
可

能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
両
者
の
関
係

を
時
間
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
レ
ー
の
生
成
の
流

れ
を
基
盤
に
し

て
、
そ
こ
に
お
い
て
意
識

の
生
成
活
動
の
連
続

が
可
能
に
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
レ
ー
を
基
盤
に
し
た
原
感
性
に
よ
る
生
成

活
動
の
形
式

は
、
「
自
我
が
以
前
に
行
っ
た
生
き
生
き
し
た
諸
活
動
は
す

べ
て
沈
降
し
て
い
て
、
そ
れ
が
種
々
の
傾
向
や
・：
以
前
の
…
活
動
の
変
形

や
類
似
物
な
ど
と
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
、
自
我
の
歴
史
的
生
成

の
形
式
と
「
全
く
同
じ
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

ヒ
ュ
レ
ー
の
原
領
野
は
、

歴
史
的
生
成
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
歴
史
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
生
成
活
動
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
の
原
領
野

が
、

も
し
く
は

流
れ
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
自
明
の
ま
ま
に
せ
ず
に
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
れ
が
基
盤

と
な
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
活
動
を
一
時
遮
断
（
エ
ポ
ケ
ー
）
さ

れ
な
け
れ
ば
露
に
さ
れ
得
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
純
粋
自
我
の
能
作
を

停
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
自
我
の
反
復
さ
れ
る
意
味
構
成
は
、「
人

間
が
そ
の
内
奥
か
ら
し
て
意
志
す
る
も
の
、
必
当
然
的
な
目
的
論
」
と
も

言
う
べ
き
人
格
的
理
性
運
動
な
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
運
動
こ
そ
が
哲

学
で
あ
る
、
と
看
做
す
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
純
粋
自
我
の
エ
ポ
ケ
ー

は
「
本
質
的
に
完
全
な
人
格
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
・：
さ
し
あ
た

り
宗
教
的
回
心
と
も
」
言
う
べ
き
究
極
的
な
エ
ポ
ケ
ー
で
あ
る
。
事
実
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
つ
ま
り
現
象
学
的
考
察
を
可
能
に
し
て
き
た
超

越
論
的
絶
対
的
な
主
観
性
か
ら
は
還
元
さ
れ
得
な
い
ヒ
ュ
レ
ー
的
流
れ
の

生
動
性
の
考
察
は
、
現
象
学
の
枠
を
超
え
て
し
ま
っ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、

フ

ッ
サ

ー

ル
に

と
っ
て

哲
学

の
遮
断

を
意

味
す

る
と
言

っ
て

も
過
言
で

は

な

い
の
で

あ
る
。

こ

の
こ

と
は
逆

に
言

え
ば

、
ヒ
ュ

レ

ー
が
あ

る
意
味

哲
学

を
基
礎

づ
け

て

い
る
以

上

、

そ
の

領
野
に
対

す

る
フ
ッ
サ

ー

ル
の
興

味
は
消

え
失

せ
な

い
の
で

あ
り

、

そ
の
情

念

が
草

稿
に

お
け

る
超
越

論
的

主
観
性

の
自
我

能

作

の
遮
断

下

の

ヒ
ュ

レ
ー
の
流

れ

の
考

察

に
現

れ
て

い
る
。

そ
れ
は
ま

さ

に

「
時
間

講

義
」

で
残

さ
れ

て

い
た

二
つ

の
流

れ
の
問
題

を

主
題
的

に
扱

う

こ
と

に
他

な

ら
な

い
。
そ

こ
で

は
自

我

の
活

動

の
眠

り
と
死

の
違

い
を
、

そ

の
後
目

覚

め
得

る

か
ど
う

か
の
相
違

か

ら
考
察

し
、
目

覚

め
の
瞬
間

に

お
い
て
「
人
格
的
―
自
我
」
で
あ
る
超
越
論
的
自
我
が
構
成
さ
れ
る
こ
と

で

「
主
観

的
現

存

在

の
身

体

と
主
観
的

現
存

在
の
環

境
世

界

を
直
ち

に
知

覚
し

う

る
」

の
に
対

し
て

、
眠

り
と
は
異

な

る
死

に
つ

い
て

は
次

の
よ

う

に
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

す

な
わ

ち
世

界
内

部
的
統

覚
を
可
能

な
ら
し

め
る

こ
と

の
条

件
、

い

い
か
え

れ

ば
ヒ
ュ

レ
ー
的

際
立

ち
と

い
う
条

件

が
解

消

さ
れ
る
こ

と

に
、
わ
た
し
(
i
c
h
)
の
死
は
存
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
わ
た
し
の
能
作
も
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
こ
の
条
件
は

”身

体

”
と

い
う

タ

イ
ト

ル
の

も
と

に

存

す

る
。

そ

う
で

あ

れ

ば
、

想
像

を
超

え

て

い
る
が
、
自

我
能
作

が
な
く

と
も
自

己
存
在

そ

の
も

の

は
残
り

続

け

る
の
だ
ろ

う
か
。

超
越
論
的
主
観
性
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
構
成
、
つ
ま
り
〈
わ
た
し
〉
の
あ

ら

ゆ
る
意

味
構

成

の
歴
史
的

生
成
活

動

は
、
身

体

と
ヒ

ュ
レ

ー
と
を
条
件

に
可

能
に

な

っ
て

い
た

の
で

あ

る
。
言

い
か
え

れ

ば
、
そ

れ
ら

を
失

う

こ
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と
は
、
〈
わ

た
し
〉

と

し
て

生

き
て

い
る
こ

と
の
意

義

を
失

う

の
で

あ
り
、

つ
ま
り

死

を
意
味

す

る
の
で

あ

る
。

し
か
し

逆
に
言

え

ば
、

超
越

論
的

主

観

性

が
死

ん
で
も

、

ヒ
ュ

レ
ー

は
流

れ
て

い
る
こ

と
に

な

る
。
自

我
能

作

の
停
止

が
問

わ

れ
る

こ
と
で

、

そ
れ
ま

で
自
明

と

さ

れ
て

い
た

ヒ
ュ

レ

ー

の
生
動

性

の

持
続

の
事

実

が
、
「
そ

の
活
動

的

エ
ネ

ル

ギ

ー
な

ど

は

ど

う

な
っ
て

い
る
の

か
？

」

と
初

め
て

疑
問

視

さ
れ

る
の
で

あ

る

が
、
最
終

的

に
は

そ
の
流

れ

の
持
続

は
事

実

と
し

か
言

い
よ

う
の

な

い
行

為

と
し

て
フ

ッ
サ

ー

ル
現

象
学

の

残
余

で
あ
り

続

け

る
の
で
あ

る
。

二
　

解

深

密

経

に

お

け

る
考

察

初
期

唯
識

思
想

に

お

い
て

、
初

め
て

阿
陀

那
識

が
一

つ

の
概

念

と

し
て

登

場

す

る
の
は

『
解
深

密
経
』

に
お

い
て
で

あ

る
。

そ
の
背

景

に
は

、
そ

れ
ま
で

意
識

と
言

え

ば
現
出

し
得

る
現

行

す
る
五

感
覚

識

と
意

識
を

含

め

た
前

六
識

に
よ

っ
て
現

出

さ
れ

る
も

の
か

ら
し

か
考
察

さ

れ
得

な
か

っ
た

の

が
、

そ
の
意
識

構

造
だ

け
で

は
修
行

に

お
け

る
涅
槃

に

も
似

た
滅
尽

定

と
言

わ

れ

る
無
意

識

の

状
態

を

説
明

し

得

な
く

な
っ

て

き
た

の

で

あ

る
。

そ
こ
で

唯

識
学
で

は

、
小
乗

部

派

の
細
心

思
想

や
、
経

部

の
住

持
、

有

部

の
命

根
、
大

衆
部

の
根
本

識
な

ど

の
先

駆

思
想

を
吸
収

し

、
総

合
統

一

し

て
、

無
意

識
下

の
状

態

か
ら
現

出

す
る
識

へ

の
意

識

の
構

造

を
そ

れ
ら

の

相

と

性

か
ら
解

き
明

か
す

こ
と

を
試

み

る
。

玄

奘
訳
『
解

深
密

経
』
「
心
意

識

相
品

第
三

」
、
即

ち
菩
提

流

支
訳

の
「

深

密

解

説
経
」「
聖
者

廣

慧
菩

薩
問

品
第

六
」
に

お
い
て

、
識

は
機

能
的

に
心

、

意

、

意
識

に

区
別

さ
れ

、
そ

れ

ら

の
特
徴

的

性
質

を

静
態

的

に
捉

え
て

、

一
切

種
子

心

識

、
阿

陀
那

識

、
阿

梨
耶
／

阿

頼

耶
、

心
（

質
多

）
、

そ

し

て

波

や
影
像

に
比

喩

さ

れ
る
（
無

）
分
別

識
と
五

感
覚

識

の
六
識
身

の
名

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
阿
陀
那
識
は
「
身
」
を
執
持
す
る

と

い
う

役

割

を

担

っ
て

お

り
、

よ

っ
て

「
執

持

」

を

意

味

す

る
梵

語

（
ａ
ｄａ
ｎ
ａ
）

の
音

表

記

で
記

述

さ

れ
て

い
る
。
阿

陀

那

識

そ

の

も

の
は
絶

え

る
こ
と

な

い
流

れ
で

あ
り
、
ま

た
変
化

す

る
こ

と
の
な

い
鏡
面

の

よ
う

な

の
で
あ

る

が
、
そ

れ

が
瀑
流

に
見
え

る
の

は
、
六
識

身

が
そ

れ
を
基
盤

に
し
て

、

そ
こ

に
お

い
て

よ

く
波

を
立

た
せ
た

り
、

様
々

な
像

を
興

し
た

り
す

る
か

ら
で

あ
る

。
そ

れ

を
踏

ま
え

て
こ
の
章

は
次
の

一
文
で

締

め
く

く
ら

れ
て

い

る
。

（
菩
）
諸
種
阿
陀
那
能
生
於
諸
法
　
我
説
水
鏡
喩
不
爲
愚
人
説

（

玄
）

阿

陀
那

識

甚

深

細
　

我

於
凡

愚
不

開

演
　

一
切

種

子
如

瀑

流

恐
彼

分
別

執

爲
我

（

阿
陀

那

識

は
甚

だ

深

細

な
り
、

一
切

の
種

子

は
瀑

流

の
如

し
。
我

れ
凡

と
愚

と
に

は
開

演

せ
ず
、
恐

ら

く
は
彼

れ
分
別

し
執

し
て
我

と

為

ん

こ
と

を
。
）

菩

提

流
支

と

玄
奘

と
の
訳

の
相
違

は

一
目
瞭

然

で

あ
ろ

う
。

前
者

は
、

こ

れ
ま
で

述

べ
て

き
た

阿
陀

那
識

の
特
徴

を
如

実

に
述

べ
て

い
る
。

し
か

し
後

続

す
る
唯

識
派

の
経

典

に
お

い
て
阿
頼
耶

識

の
教
証

と

し
て
用

い
ら

れ
て

い
る
の
は

玄
奘

訳
で

あ

る
。

そ
れ
は
何
故

だ

ろ
う

か
。

し
か

も
な

ぜ

阿
頼

耶
識

の
教

証

と
し
て

阿

陀
那
識

が
述

べ
ら

れ
て

い
る
こ

の
一
文

が
引

用

さ
れ

る
の
で

あ
ろ

う

か
。

こ
の

こ
と
は
両
者

に

お
け

る
、
阿

陀
那

識

が

凡
人

に

は
説

か
れ

な

い
理
由

の
解
釈

の
ず

れ
に
あ

る
と

思
わ

れ
る
。

菩
提



流

支

の
解

釈

は
後

の

『
摂
大
乗

論
』

か
ら
窺

う
こ
と

が
で

き

る
。

（

真
）

云
何

於
聲

聞
乗
不

説
此

心
相

及

説
阿

黎
耶

。
阿

陀
那
名

微
細

。

境

界
所

攝
故

。

何
以

故

。
聲
聞

人

無
有
勝
位

爲

得

一
切
智

智

。
…
故
不

爲
説
。

諸
菩

薩

應
有
勝

位

爲
得
一
切

智

智
。

故
佛

爲

説
。

（

玄
）
復

次

何
故
聲

聞
乘
中

。
不

説

此
心

名
阿

頼
耶

識
。
名
阿
陀

那
識

。

由

此
深

細
境

所
攝

故

。

所
以

者

何
。
由

諸
聲
聞

不

於
一

切
境

智
慮

轉
。

…
故
不

爲

説
。

若
諸

菩
薩

定
於

一
切
境

智
慮

轉

。
是

故
爲

説
。

（

何
故

に

声
聞

た

ち

に
は
、

こ

の
心

を

阿

頼
耶

識

あ

る

い
は
阿

陀

那

識

と
名

づ

く
と
説

か

な
い
の

か
。

そ
れ

は
最

も
深

細

な
も

の
に
属

す

る
か
ら

で
あ

る
。

そ
も
そ

も
声

聞
た

ち

は
あ

ら

ゆ
る
対
象

を
知

ら

ね

ば

な
ら

ぬ
と

い
う

こ
と
を

目
標

と
し

て

い
る

の
で

は
な

い
。
そ

れ
故

彼

ら
に
対

し

て
は

［
阿
陀

那
と

名

づ
く

と

い
う
こ

と

が
］

説

か
れ

な

か

っ

た

と
し

て

も
、
声

聞
乗

と

し
て

の
智

は
完

成

す

る

の
で

あ
り

、

解

脱

も
成
立

す

る
の
で

あ

る
か
ら

、
説

か
れ

な

い
の
で

あ

る
。

し

か

し
菩

薩

た
ち

は
あ

ら

ゆ
る
対

象

を
知

ら

ね
ば

な
ら

な

い
こ
と

を
目

標

と

し
て

い
る
。
そ

れ
故
、

彼
ら

に
対

し
て

は

（
阿
陀

那

と
名

づ
く

と

い
う
こ

と

が
）

説

か
れ

る
の
で

あ

っ
て
、

そ

の
智

が
な

く
て
は

一
切

智
者

の
智

【
す
な

わ
ち
仏

陀

の
智

】

を
獲

得

す
る

こ
と

は
容

易
で

は

な

い
。
）

声
聞

た
ち
と
は
異
な
り
、
菩
薩
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
ま
ず
知
ら
な

け
れ
ば
勝
義
諦
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
こ
そ
「
心
意
識
相
品
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
識
の

機
能
と
そ
の
現
出
で
あ
る
。
他
方
、
玄
奘
の
解
釈
は
、
菩
提
流
支
の
先
を

読
ん
で
、
凡
夫
の
性
向
か
ら
描
写
し
て
い
る
。
つ
ま
り
勝
義
諦
は
分
別
し

執
着
す
る
傾
向
を
完
全
に
滅
し
た
状
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と

の
な
い
凡
夫
に
は
、
身
に
お
い
て
そ
の
作
用
が
現
出
す
る
、
そ
れ
自
身
は

甚
だ
深
細
な
阿
陀
那
識
は
、
自
分
だ
と
間
違

っ
て
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

勝
義
諦
に
関
す
る
「
勝
義
諦
相
品
第
二
」
に
お
い
て
は
、
真
如
が
虚
妄

分
別
を
離
れ
た
妙
理
で
あ
る
無
分
別
智
の
レ
ベ
ル
で
、
そ
の
相
は
遍
一
切

一
味
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
「
心
意
識
相
品
第
三
」
が
あ
っ
て
、
そ
の

後
の
「
一
切
法
相
品
第
四
」
で
は
虚
妄
分
別
相
、
依
他
起
相
（
因
縁
相
）
、

円

成
実
相
（
第
一
義
相
）
が
説
か
れ
、
「
無
自
性
相
品
第
五
」
で
は
一
切

法
が
本
来
不
生
、
不
滅
、
寂
静
、
涅
槃
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
前
の
章
に
お

け
る
三
相
は
そ
れ
ぞ
れ
に
相
無
自
性
性
、
生
無
自
性
性
、
勝
義
無
自
性
性

と
い
う
性
質
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
分
別
瑜
伽
品
第

六
」
に
お
い
て
再
び
阿
陀
那
識
が
登
場
す
る
。
そ
の
章
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
明

か
し
て
き
た
三
相
や
六
識
身
が
起
こ
す
現
象
は
い
ず
れ
も
た
だ

唯
一
の
識
の
性
質
ま
た
相
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
止
観
と
い
う
修
行
に
よ

っ
て
会
得
し
て

い
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
章
に
お
い
て
、
修

行
の
各
段
階
を
経
て
、
法
住
智
を
得

た
時
、
開
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
一

番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
阿
陀
那
識
で
あ
る
。

（
菩
）
所
謂
不

覺
不
知
不
動
器
世
間
識
。
譬
如
阿
陀
那
識

（
玄
）
　一
者
不
可
覺
知
堅
住
器
識
生
。
謂
阿
陀
那
識
。
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（
一
に
は
不
可
覚
知
堅
住
器
の
識
生
ず
、
謂
わ
く
阿
陀
那
識
な
り
。
）

法
住
智
と
は
、
菩
提
流
支
で
は
「
住
持
法
」
、
玄
奘
に
於
い
て
「
了
別

真
如
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
修
行
に
よ
っ
て
了
別
真
如
を
得
れ
ば
、

そ
こ
で
は
見

る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
虚
妄
分
別
を
滅
し
、
勝
義
諦
を
超
え
た
時
開
示
さ
れ

る
の
は
、
間
主
観
的
に
平
等
一
味
の
環
境
世
界
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
第

八
地
以
上
の
阿
陀
那
識
の
次
元
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
解
深
密
経
」
を
貫
く
一
つ
の
テ
ー
マ
は
、
凡
夫
が
分
別
す
る
こ
と
を

滅
す
れ
ば
、
真
如

を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
六
識

身
さ
え
滅
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
現
行
識

を
滅
し
た
時
、

そ
れ
が
基
盤

と
し
て
い
た
阿
陀
那
識
や
、
そ
の
阿
陀
那
に
依
止
し
て

い
る

阿
頼
耶
識
は
ど
う
な
る
の
か
？
　
深
層
の
主
観
性
か
ら
真
な
る
超
越
の
次

元
に
至

る
過
程
が
三
自
性
や
止
観
と
い
う
修
行
と
し
て
記
述
は
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
実
的
な
現
場

の
考
察
が
こ
こ
に
お
い
て
は

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま

さ
に
こ
れ
ら
、
『
解
深
密
経
』
に
お
い
て
残

さ
れ
た
問
題

が
「
摂
大

乗
論
」
に
お
い
て
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
章
第
五
十
三
節
の
、
滅

尽
定
に
お
い
て
「
識
は
身
体
か
ら
離
れ
な

い
」
と
述

べ
た
そ
の
識
が
、
阿

頼
耶
識
以
外
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
教
証
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

確
か
に
、
滅
せ
ら
れ
る
の
は
現
象
的
前
六
識

で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る
。
言
説
を
離
れ
た
そ
の
境
地
は
元
来
「
身
証
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

身
を
も
っ
て
で
し
か
会
得
で
き
な
い
境
地
で
あ
る
。
た
だ
し
問
題
は
ど
う

し
て
感
覚
識

も
滅
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
そ
の
身
体
が
死
ん
で
お
ら
ず
、

そ
の
滅
尽
か
ら
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
異
熟
識
の
よ
う
に
種
子
を
保
持
、
熏
習
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

阿
陀
那
識
の
よ
う
に
有
根
身
を
執
持
し
て
失
わ
し
め
な
い
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

こ
う
し
て
『
摂
大
乗
論
』
に
お
い
て
は
、
阿
頼
耶
識
を
真
妄
和
合
の
絶

対
識
な
る
も
の
に
す
る
べ
く
「
阿
頼
耶
識
、
用
異
熟
識
一
切
種
子
　
為
其

自
性
、
能
摂
三
界
一
切
自
体
一
切
趣
等
」
と
あ
る
よ
う
に
、
阿
頼
耶
識
に

す
べ
て
の
機
能
を
収
斂
す
る
が
、
そ
の
こ
と
で
矛
盾

が
起
き
る
。
な
ぜ
な

ら
『
解
深
密
経
』
に
も
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
「
執
受
」
は
そ
れ
が
遍
計
所

執
性
を
生
み
出
す
素
で
あ
る
限
り
涅
槃
に
お
い
て
は
滅
せ
ら
れ
る
べ
き
作

用
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
意
識
構
造
の
考
察
に
お
け
る
矛
盾
点
や
欠
落
点
を
克
服
し

つ
つ
、
再
構
成
し
て
い
る
の
が
『
成
唯
識
論
』
で
あ
る
。
そ
の
第
二
巻
に

お
け
る
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
二
偈
か
ら
第
五
偈
ま
で
の
解
釈
文
謂
わ
く
、

初
阿
頼
耶
識

異
熟
一
切
種

不
可
知
執
受

處
了

（
中
略
）

恒
轉
如
瀑
流

阿
羅
漢
位
捨

（
初
め
は
阿
頼
耶
識
な
り
。
異
熟
な
り
。
一
切
種
な
り
。
不
可
知
の

執
受
。
処
と
の
了
な
り
。
…
恒
に
転
ず
る
こ
と
暴
流
の
如
し
。
阿
羅

漢
の
位
に
捨
す
。
）

す
な
わ
ち
後
期
唯
識
思
想
で
は
、
阿
頼
耶
識
は
阿
羅
漢
位
で
は
滅
せ
ら

れ
る
べ
き
染
分
の
妄
識
と
さ
れ
、
他
方
阿
陀
那
識
は
「
相
続
執
持
識
」
と



し
て
区
別
さ
れ
て
、
第
八
地
以
上
、
仏
果
以
後
ま
で
残
る
地
位

を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
阿
陀
那
の
名
に
込
め
ら
れ
た
「
執
持
」
と
は

生
命
の
維
持
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
っ
て
阿
陀
那
識
は
生
命
あ
ら
し
め
る
根

源
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
記
引
用
が
示
す
の
は
、
阿
頼
耶
識

が
目
覚

め

た
瞬
間
に
、
阿
陀
那
識
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
が
維
持
さ
れ
て
い
る
身
体
と

一
に
な
っ
た
環
境
世
界

が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
始
爾
来
の
生

成
の
流
れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
『
解
深
密
経
』

の
「
不
覚
知
堅
住
器
識
」
と
い
う
阿
陀
那
識

の
記
述
に
表
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
の
根
拠
が
問
わ
れ
る
こ

と
の
な

か
っ
た
生
成
の
流
れ
は
、
唯
識
思
想
に
お
い
て
は
阿
陀
那
識
と

い

う
維
持
作
用
に
よ
っ
て
可

能
で
あ
る
こ
と

が
は
っ
き
り
と
定
義
さ
れ
た
。

し
か
し
唯
識
に
お
い
て
も
、
阿
陀
那
識
は
あ
く
ま
で
阿
頼
耶
識
の
前
提
で

あ
り
、
そ
れ
が
主
題
的
に
探
求

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
阿
陀
那
識
に
お

い
て
は
我
法

の
妄
執

も
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

唯
識
を
語
る
必
要
も
観
行
を
行
う
必
要
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

ま

と
め

ヒ
ュ
レ
ー
と
阿
陀
那
識
は
、
両
思
想
に
お
け
る
主
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の

超
越
論
的
主
観
性
の
発
生
の
根
拠
を
問
う
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
能
作

の

基
盤
と
し
て
見
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
身
体
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ

レ
ー
と
阿
陀
那
識
そ
れ
ぞ
れ
を
基
盤
に
し
た
主
観
性
の
目
覚
め
の
瞬
間
に

お
い
て
「
主
観
的
現
存
在
の
身
体
と
主
観
的
現
存
在
の
環
境
世
界
」

が
す

で
に
そ
こ
に
あ
り
、
ま
た
唯
識
に
お
い
て
も
「
不
可
知
の
執
受
と
処
」
と

が
認
識

さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
事
実
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
歴
史
的
意
味
構
成
に
も
似
た
無
始
爾
来
の
生
成
の
不
断
の
流
れ
に
見
ら

れ
る
ヒ
ュ
レ
ー
の
生
動
性
や
、
そ
う
し
た
生
動
性
を
維
持
す
る
阿
陀
那
識

は
、
人
格
的
自
我
す
な
わ
ち
超
越
論
的
主
観
性
お
よ
び
阿
頼
耶
識
を
遮
断

し
な
け
れ
ば
開
示
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
す
の
は
、
認
識
主
観

か
ら
は
認
知
さ
れ
、
言
説
を
も
っ
て
説
明
し
得
な
い
故
に
、
ヒ
ュ
レ
ー
も

阿
陀
那
識
も
主
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
主
題
に
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
回
、
そ
の
身
を
も
っ
て
し
か
証
し
得
な
い
顕
現
せ
ざ
る
も
の
に
メ
ス

を
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
国
境
、
時
代
、
思
想
の
枠
を
超
え
て
受
け
継

が
れ
て
き
た
、
自
明
的
で
あ
る
が
故
の
難
題
中
の
難
題
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
自
明
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
我
々
が
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
し
か
な
い
基
盤
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
問
う
こ
と
の
意
義

は
何
か
。
そ
の
よ
う
な
現
象
学
的
還
元
の
限
界
を
超
え
出
た
領
域
を
現
象

学
に
お
い
て
主
題
的
に
扱
う
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
そ
れ
と
も
断
念
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
か
。
今
後
の
現

象
学

の
発
展
の
た
め
に

も
、
「
現

象
学
」

の
意
味
そ
の
も
の
を
見
直
す
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る

「
事
実
」
と
い
う
現
実
が
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
意
義
を
も
こ
の
機

会
に
是
非
と
も
考
え
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ヒ ユレ ーの現 象学
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夫

・

木

田

元
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央
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二
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「
過
去
―
と
未
来
領
野
。
眠
り
と
目
覚
め
。

超

越

論

的

わ

れ

の

死

の

超

想

像

性

」

と

題

さ

れ

た

Ｃ

４

草

稿

。

（
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Ｍ
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ｔ
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Ｉ
Ｉ
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Ｓ

．
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３
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（
９
）
　
i
b
i
d
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（

1 0
）
　
『
解
深
密
経
』
に
は
唐
の
玄
奘
訳
（
六
四
七
年
）
、
北
印
菩
提
流
支
訳
の
『
深

密
解
説
経
』
（
五
一
四
年
）
、
隋
の
真
諦
訳
『
解
説
経
』
（
五
五
七
ｌ
六
九
年
）
、

そ

れ

に

求

那

跋

陀

羅

訳

（

四

四

三

ｌ

五

三

年

）

の

四

漢

訳

が

あ

る

が

、

原

典

は

発

見

さ

れ

て

い

な

い

。

（

Ｈ

）
　

そ

う

し

た

思

想

の

発

展

は

、

地

論

宗

。

摂

論

宗

、

法

相

宗

へ

の

過

程

に

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

な

ぜ

な

ら

ば

『

解

深

密

経

」

の

現

存

す

る

四

租

の

漢

訳

の

う

ち

三

つ

が

そ

れ

ぞ

れ

の

宗

派

を

代

表

す

る

菩

提

流

支

、

真

諦

、

玄

奘

だ

か

ら

で

あ

る
。

（
1
2
）
　

心

、

意

、

意

識

の

い
ず

れ

に

ど

の

作

用

名

を

持

つ
識

が

相
当

す

る

か

に

つ

い

て

は

活

発

な

議

論

が
な

さ

れ

て

い

る
。

代

表

的

な

の

は
結

城

令

聞

『
心

意

識

論

依

り

見

た

る

唯

識

思

想

史

」

東

方

文

化

学

院

東

京

研

究

所

、

一

九

三

五

年

で

あ

る
が
、
桍
谷
憲
昭
「
Ｍ
α
η
A
ν
α
σ
α
M
ο
α
η
α
に
お
け
る
心
意
識
説
」
『
唯
識
思
想

論
考
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
‐
和
訳
と
注
釈
Ｉ
』

講
談
社
、
一
九
八
二
年
、
一
〇
八
頁
―
他
参
照
。

（
1
3
）
　
深
浦
は
、
「
総
じ
て
新
旧
両
訳
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
字
音
を
表
写

す
る
時
と
、
字
義
を
翻
出
す
る
時
と
の
二
極
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
「
譬

え
ば
Ａ
λ
α
ψ
α
を
ま
さ
に
『
阿
梨
耶
』
と
写
し
『
無
没
』
と
訳
し
、
新
た
に
『
阿

頼

耶

』

と
写

し

『
蔵

』

と

訳

す

る

が
如

き

は

、

単

な

る
字

音

・
字

義

の
相

違

の

み

に

留

ま

ら

な

い
。

そ

の

影

響

す

る

と

こ

ろ

、

前

者

に

あ

っ

て

は

真

妄

和

合

を

以

て

性

と

し

、

後

者

に

あ

っ

て

は

唯
妄

非

真

を

以

て

性

と

す

る
と

い
う

よ

う

に

、

全
く
異
な
る
解
釈
と
な
る
。
性
を
観
る
か
相
を
観
る
か
の
新
旧
解
説
の
相
違
は

こ
の
Ａ
λ
α
ψ
α
の
訳
に
あ
り
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
深

浦
正

文

『
唯

識

学

研

究

』
上

巻

、
教

史

論

、
永

田

文

昌
堂

、
一

九

六

八

［

一
九

五

四

］

年
、
二
三
八
―
九
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
同
章
に
お
け
る
諸
々
の
記
述
か
ら
推
測
す
る
に
、
恐
ら
く
「
諸
々
の
六
種
識

が
阿

陀

那

に

お

い
て

能

く

生

じ

る

。

水

鏡

の

譬

え

を

以

て

我

の

説

く
諸

法

は

、

愚

人

に
説

く

た

め
な

ら

ず

」

と
訳

し

得

る

が
、

現

在

ナ

ル

タ

ン
版

な

ど

か

ら

調

査

中

で

あ

る
。

（
1
5
）
　

長

尾

、

一

二

一
頁

。

（
1
6
）
　
実
際
、
勝
義
諦
に
関
す
る
「
勝
義
諦
相
品
第
二
」
の
章
の
あ
と
に
、
「
心
意
識

相
品
第
三
」
が
あ
り
、
識
の
性
質
と
相
を
記
述
し
た
「
一
切
法
相
品
第
四
」
、
「
無

自

性

相

品

第

五

」

が

く

る

。

（
1
7
）
　
「
地

波

羅

蜜

多

品

第

七

」
に

お

い

て

勝
義

諦

を

得

る

の

は

第

八

地

以

上

で

あ

る

こ

と

が
述

べ

ら

れ

て

い

る

。
『
国

譯

大

蔵

経
』

経

部

第

一

〇

巻

、
国

民

文

庫

刊

行

舎
、
一
九
二
七
年
［
第
三
版
］
、
「
勝
義
諦
相
品
第
二
」
の
脚
注
二
五
も
参
照
の
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（
1
8）
　「
阿
毘
逮
磨
倶
舎

詒
」
「
第
六
賢
聖

品
第
三
」
第
八
項
。

（
1
9）
　
阿

陀
那
識

の
名

が
な
い

が
、
「
三
界
一
切

自
体
一
切
趣
」

が
そ
れ
に
相
当

す
る

と
思

わ

れ
る
。
な

ぜ
な
ら
三
界

（
欲

界
、
色
界
、

無
色
界
）

に
属
す

る
こ
と

の

で
き
る
身
体
（
κ
A
ψ
α
）
で
あ
っ
て
、
統
一
さ
れ
た
「
自
己
存
在
」
で
あ
る
と
こ

ろ
の
身
体
（
Ａ
τ
μ
α
β
A
ω
α
）
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
執
受
」
が
滅

せ
ら
れ
て

い
る
は
ず

の
無

色
界
に
は
属
せ
な

い
か
ら
で
あ

る
。

（
2
0
）
　
深
浦
正
文
『
唯
識
学
研
究
』
下
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
八
「
一
九
五
四
」

年
、
二
四
八
－
五
六
頁
。
そ
こ
に
お
い
て
「
相
続
執
持
位
」
は
「
従
無
始
佛
果

盡
未
来
際
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

（
9
1一）
　
平
川

彰

『
イ

ン
ド
仏
教

史
』
下
巻
、
春
秋
社
、

二
〇
〇

一
　「
一
九
七
九
」

年
、

匸
一
七
頁

、
結
城
、
七
八
頁

。

（
９９一
）
　
深
浦
、
下

巻
、
五
八
三
頁

。

（

あ

べ

・

じ

ゅ

ん

、

西

洋

哲

学

、

大

正

大

学

大

学

院

）

53　1　ヒュレーの現象学


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

