
〈
研

究

論

文

６

〉

プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ヤ
ー
の
開
発

―
―
ラ
テ
ィ
オ
に
関
わ
っ
て
―
―

近

世
西

洋

哲
学

の

出

発

点

は

デ

カ

ル

ト

Ｄ
ｅ
ｓ
ｃ
ａ
ｒ
ｔｅ
ｓ

，
　
Ｒ

．

求

め

ら

れ

る

。

彼

は

、
方

法

的

懐

疑

を

経

て

、

周

知

の

ご

と
く

、

思

惟

す

る
者

と

し
て

の

自

己

の

存

在

は

否

定

す

る
こ

と

が
で

き

な
い

、

と

し

、
「

我

思

う

、
故

に

我

あ

り

」

と

の

明

証

的

意

識

の
存

在

を

真

理

把

握

の
前

提

と

し

て

、

古

代

ギ

リ

シ

ア
以

来

の
二

元

論

を

徹

底

さ

せ

、

思

惟

す

る
も

の

と

延
長

さ

れ

た
も

の

、

す

な

わ
ち

、

理

性

と

自

然

、

主
観

と

客

観

、

精

神

と

物

質

、

精

神

と

身

体

と

を

厳

密

に
分

離

し

、
独

立

さ

せ

、

こ

こ

に

、

見

る
主

観

以

外

の
一

切

を
対

象

化

し

、
そ

れ

を
観

察

も

、

分

析

し

、

更

に

そ

の

分

析

し

た

も

の

を
総

合

し

、
再

構

成

し

て
ゆ

く

と

い

う

方

法

論

を
確

固

と

し

た
も

の

と
し

て

築

き

上

げ

た

。

そ

の

影

響
下

に

、

人

間

に

固

有

な
理

性

を
高

く

掲

げ
、

一

切

を
自

然

の
光

の

下

に
見

て

、

現

実

の

経

験

を
重

ん

じ

、
合

理

的

に
世

界

を
理

解

し

、
論

証

す

る

態

度

が
強

ま
り

、

い

わ

ゆ

る

啓
蒙

主
義

時
代

を
現

出

し

て

、
自

然
科

学

的

認

識

の
正

し

さ

と

人
間

理

性

の

偉

大

さ

に

対

す

る
確

信

を

生

ん
だ

。

か
く

し

竹
　

内

明

て

、

自

然
界

の

様

々

な

法

則

が
発

見

さ

れ

、

そ

の
自

然

法

則

に

よ

っ
て

つ
い

に

自

然

を
変

形

し

、

利

用

し

、

征

服

す

る

と

い

う
方

向

に
近

代

の
科

学

文
明

が
出

現

し

た

の

で

あ

る
。

教

育

に

お
い

て

も

、

そ

れ

は

、
意

識

の
発

展

を

意

味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ナ
ト
ル
プ
Ｎ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｐ
，
　
Ｐ
．
に
よ
れ
ば
、

教

育

は

、

教

育

す

る
意

志

が
被

教

育

者

の

意

志

を
捉

え

、
意

志

さ

れ

た

目

標

へ
導

く

も

の

で

あ

る

か
ら

、

意

志

の
陶

冶

に

他

な

ら

ず

、

自

覚

的

・
意

志

的

に
衝
動
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｂ
の
段
階
か
ら
意
志
W
i
l
l
e
の
段
階
へ
高
め
、
意
志
の
段
階

か

ら
更

に

理

性

意

志

Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆｔ
w
ｉｌ
ｌｅ

の
段

階

へ
と

発

展

さ

せ

る
こ

と
で

あ

る

、

と

さ
れ

た
。

そ

の
影

響

で

あ

ろ

う
、

わ

が
国

の

篠

原

助

市

も

、

教

育

は

生

ま

れ

な

が

ら

の
自

然
性

を

理

性

的

た

ら
し

め

る
作

用

で

あ

る

と

の
立

場

か

ら

、
そ

の
本

質

を

「

自

然

の

理

性

化

を
助

成

す

る
作

用

」

で

あ

る
、

と

し

て

い

る
。

こ

の

よ
う

に

、

デ

カ

ル

ト

的
世

界

観

の
下

に

、

近

代

科

学

が
成

立

し

、

巨

大

な
成

果

を

も

た

ら

し

、

世

界

は

莫

大

な
利

益

に
浴

す

る
こ

と
と

な

っ

た
。

４
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し

か
し

、

そ

の
二

元

論

は
近

代

科

学

と
人

文

的

世

界

と

の

越
え

が

た

い
断

絶

を

生

み

、

理

性

の
力

に
よ

っ
て

地

上

の

万

物

を

改

善

し

、

無
限

に
進

歩

さ

せ

る

こ

と

が
で

き

る

と
い

う

自

己

の

力

を

過

信

し

た

オ
プ

テ

ィ
ミ

ス
テ

ィ

ッ

ク

な

進
歩

の

思

想

は

、

か

え

っ
て

理

性

中

心

の
機

械

文

明

に

よ

る
人

間

の
機

械

化

、
人

間

性

の

衰

弱

、

人

間

疎

外

な

ど

の
深

刻

な

問

題

を

招

き

、

自

然

の
荒

廃

や
核

兵

器

の

開

発

な

ど

全

地

球

的
規

模

で

の

人

類

の
危

機

を

招

来

す

る
こ

と

と

な

っ
た

。

こ

の
近

代

的

世

界

観

の
中

枢

を

な
す

理

性

は

、

中

世

ス

コ

ラ

哲

学

に

お

い

て

、

被

造

物

の
自

然

を
照

ら
す

概

念
的
・
論

証

的
能

力

た

る
ラ

テ

ィ
オ

ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ

で

あ

っ
て

、

自

然

を
超

え

た
神

に
向

か
う

直

観

的

認
識

能

力

た

る

イ

ン

テ

レ

ク
ト
ゥ
ス
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｓ
と
対
を
な
し
、
と
も
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け

る

心

の
最

高

部
分

と

し

て

の

ヌ

ー

ス

ｎ
ｏ
ｕ
ｓ

よ
り

分

岐

し

た
も

の

で

あ

っ
た

。

ギ

ジ

シ

ア
哲
学

に

お
い

て

、
根

本

的

に

重

要

な

意

義

を

有

す

る

も

の

は

こ

の

ヌ

ー

ス

な

の
で

あ

っ
て

、

ア

ナ

ク

サ

ゴ
ラ

ス

Ａ
ｎ
ａ
ｘ
ａ
ｇ
ｏ
ｒ
ａ
ｓ

に

お

い

て

は

、

コ

ス
モ

ス

た

る
自

然

に
秩

序

と
運

動

と
を

も

た
ら

す

純

一

無

雑

な
原

動

力

と

考

え

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が
、

そ

れ

は

い

ま

だ

在

来

の
質

料

論

的

・
機

械

論

的

説
明

の

域

を

出

る
も

の

で

は

な

か

っ
た

。

し

か
し

、

ソ

ク
ラ

テ

ス

Ｓ
ｏ
-

ｋ
ｒ
ａ
ｔｅ
ｓ

は

、
形

相

論

的

・

目

的
論

的

哲
学

の

道

を

歩

み

、

ヌ

ー

ス
を

し

て

外

的

な
自

然

の
秩

序

の
原

理

か

ら
内

的

な
自

然

の
秩

序

の

原

理

と

い

う

方

向

に

向

け

し

め

た
。

こ

の

こ

と
は

プ
ラ

ト

ン

Ｐ
ｌａ
ｔｏ
ｎ

に

お
い

て

も
同

様

で

あ
り

、

形
相
に
し
て
不
滅
の
実
在
た
る
自
然
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
ー
i
d
e
a
ま
た
は
エ
イ

ド

ス

ｅ
ｉｄ
ｏ
ｓ

を

認

識

し

う

る

も

の

こ

そ

が
普

遍

的

な
も

の

た

る

ヌ

ー

ス
で

あ

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
に
至
っ
て
明
瞭

に

認

識

さ

れ

、

ヌ

ー

ス

は

心

の
最

高

の
部

分

と
し

て

の
理

性

を

意
味

し

、
そ

の
対

象

た

る

イ

デ
ア

ま

た

は

エ
イ

ド

ス
は

自

然

ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｓ

と

呼

ば

れ

て
い

る
。

し

か

し

て

、
ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス
は

、

形

相

因

と
し

て

理

性

を

有

し

て
い

る

が

故

に

、
人

間

は

、
動

物

と
異

な

っ
て

、

質

料

を

含

ま

ぬ
純

粋

な
形

相

た

る
神

に

連

な

っ
て

い

る
存

在

で

あ

る
、

と

し

た

の

で

あ

る

。

一

方

、

キ
リ

ス
ト

教

に

お
い

て

、

そ

の

哲

学

は

、

そ

の
実

体

か
ら

す

れ

ば

、

超
1
1
1

.
然
の
哲
学
で
あ
る
か
ら
自
然
の
哲
学
た
る
ギ
リ
シ
ァ
哲
学
と
は
別
個
の

哲

学

と

い

わ

な

く

て

は

な

ら

な

い
。

す

な

わ

ち

、

キ
リ

ス
ト

教

哲

学

に

お
い

て
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
被
造
物
に
は
あ
ら
ず
と
し
て
き
た
自
然
を
、
神
が
そ

の

愛

の

故

に

無

か

ら

創

造
し

た
、

そ

れ

故

に

全

く

超

自

然

的

な

神

の
信

仰

を

基
本

と

し

、

そ

れ

を

理
解

し

よ

う
と

す

る
哲

学

だ
か

ら

で

あ

る

。
し

か
し

な

が
ら

、

超

自

然

的

な

神

的

世

界

を

理
解

す

る

に

際

し

て

、
新

プ
ラ

ト

ン
派

の

哲
学
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
,
　
Ａ
．
の
哲
学
に
よ
り
な
が
ら
も
、

創

造

さ

れ

た
自

然

的

世

界

を

説
明

す

る

に

際

し

て

は

、

一
部

の

ギ
リ

シ

ア
哲

学

を

依

用

し

て

い

る

の

で

あ
り

、
そ

の

意
味

に

お
い

て

、

キ
リ

ス
ト

教

哲

学

は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
非
連
続
の
連
続
的
展
開
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
し
か

り

と

し

て

、

た

と
え

ば

、

ス
コ

ラ

哲

学

を
代

表

す

る
ト

マ
ス

ー
ア

ク

ィ

ナ

ス

、
T
h
o
m
ａ
ｓ
　
Ａ
ｃ
ｑ
ｕ
ｉ
ｎ
ａ
ｓ
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教

義

を

体

系

化

す

る

た

め
に

、
ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

哲

学

を

採

用

し

、

イ

ン
テ

レ

ク

ト

ゥ

ス

が
可

知

的

真

理

を

端

的

に
推

論

な

し

に

把

捉
す

る
能

力

で

あ

る

の

に
対
し
、
ラ
テ
ィ
オ
は
可
知
的
真
理
を
認
識
す
べ
く
す
で
に
認
識
さ
れ
た
一

発開の一ヤニ
ユ

ジラプ″Ｄ
只
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つ
の
事
柄
か
ら
他
の
事
柄
へ
と
推
論
に
よ
っ
て
段
階
的
に
進
む
能
力
で
あ
っ

て
、
そ
れ
故

に
、
両

者
は
静
止
と
運
動

、
所
有

と
獲
得
と
の
関
係

に
比
定

さ

れ
い
結
局
そ
れ
ぞ
れ
完
全
と
不
完
全
と
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヌ
ー
ス
は
、
質
料
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
形
相
た
る
神
を
認

識
す
る
能
力
、
そ
の
故
に
最
高
の
直
観
的
能
力
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
イ
ン

テ
レ
ク
ト
ゥ
ス
と
、
質
料
と
形
相
と
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
自
然
の
実
体
を
認

識
す
る
概
念
的
・
論
証
的
能
力
た
る
ラ
テ
ィ
オ
と
に
分
け
ら
れ
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
明
晰
判
明
知
の
規
則
を
立
て
、
自
然
を
照
ら
す

光
と
し
て
の
こ
の
ラ
テ
ィ
オ
の
み
を
理
性
と
し
て
継
承
し
て
、
人
間
最
高
の

精
神

的
機
能
と
み
な
し
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
目
的
論
的
・
本
質
的
自
然
観

に
対

し
て
、
法

則
的
・
機
械
的
・
現
象
的
自
然
観
を
樹
立
し

た
の
で

あ
っ
た
。
も

っ
と
も
、

デ
カ
ル
ト

は
、
そ

の
『
方
法
序
説
』

に
お
い
て
、
疑

っ
て
い
る
自

己

は
完
全

・で

は
あ
り
え

ず
、
そ
れ
と
対

照
さ
れ
る
「
完

全
な
存
在
者
」
と

い

う
生
得

的
観

念
の
う
ち
に
は
現
存

が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
し
て
神
の
存
在
を

証
明

し
。
神

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
物
質
的
世

界
の
認
識
へ
向

か
う
と
い
う

立
場
を
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
科
学
の
発
展
の
な
か
で
、
延
長
さ
れ

た
物
質

の
領
域
の
み

が
科
学

の
対
象
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
神
す
ら

疑
い
、
教
会
に
戻
ら
な
い
者
を
輩
出
さ
せ
、
神
を
知
る
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ゥ
ス

は
否

定
さ
れ
る

に
至
り

、
ラ
テ

ィ
オ

が
神
に
代
わ

っ
て
世
界

を
支
配
す

る
原

理
で
あ

る
、
と

さ
れ

た
こ

と
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
自
己

を
裁

き
、
理
性

を

統
御
す

る
倫
理
的
規
準

の
喪
失

を
意
味

し
た

か
ら
、
欲
望

の
肥
大
化

、
利
己

的
自
我
の
克
服
、
一
謙
虚
さ
、
情
緒
性
、
生
命
の
畏
敬
な
ど
の
衰
弱
と
い
っ
た

状
況
を
招
来
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
近
代
の
合
理
主
義
的
な
人
間
中
心
。
理

性

中

心

の

西

洋

思

想

の

歴

史

的

帰

結

で

あ

っ

た

か

ち

、

も

は

や

神

の

観

念

な

り
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ゥ
ス
な
り
を
回
復
さ
せ
る
原
理
は
、
そ
の
神
学
や
哲
学
自

体

に

は

見

出

し

が

た

い

、

と

い

っ

て

よ

い

。
　

こ
こ
に
、
東
洋
の
仏
教
の
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ｐ
ｒ
ａ
ｊ
ｎ
ａ
が
注
目
さ
れ
な
ぐ

で
は
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
音
訳
し
て
般
若
、

意

訳

し

て

智

慧

と

呼

ぼ

れ

、

一

切

法

を

空

と

観

じ

、

世

界

の

実

相

が

皆

空

で

あ

る

こ

と

を

動

的

に

自

覚

し

、

い

ね

ゆ

る

相

資

相

成

・
の

縁

起

の

法

を

体

認

す

る

主

体

的

・

直

観

的

・

実

践

的

知

で

あ

る

。

い

わ

ぱ

行

為

的

直

観

に

伴

っ

た

純
粋
経
験
と
も
い
う
べ
く
、
そ
れ
は
、
対
立
観
・
固
定
観
を
否
定
し
、
。
現
実

の
具
体
的
世
界
に
お
い
て
意
義
を
持
つ
空
観
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
や
観

念

、

時

空

を

も

超

え

た

も

の

で

あ

る

故

に

宇

宙

意

識

と

い

っ

て

も

よ

く

、

存

在

の

す

べ

て

を

全

体

的

に

把

捉

す

る

主

客

一

体

の

総

合

判

断

・

全

知

で

あ

る

か

ら

、

理

性

的

自

我

中

心

に

世

界

を

相

対

的

・

客

観

的

・

固

定

的

に

捉

え

る

西

洋

の

対

象

論

理

的

な

認

識

論

を

批

判

し

、

超

克

す

る

否

定

の

契

機

を

含

ん

で

お

り

、

科

学

的

な

理

論

知

を

包

摂

し

、

統

御

し

、

発

展

さ

せ

る

可

能

性

を

持

っ

て

い

る

、

と

い

え

る

。

こ
の
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
は
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
う
ち
の
慧
で
あ
り
、

戒

す

な

わ

ち

戒

律

、

自

ら

誓

っ

て

自

己

の

生

活

を

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

す

る

倫

理

と

定

す

な

わ

ち

禅

定

（

身

体

を

安

定

さ

せ

、

精

神

を

統

一

す

る

瞑

想

と

を

斧

件

と

し

、

こ

れ

に

基

礎

づ

け

ら

れ

て

の

み

成

立

す

る

。

戒

・

定

の

実

修

が

な

け

れ

ば

心

は

い

わ

ゆ

る

四

諦

に

お

け

る

苦

諦

と

集

諦

の

行

な

わ

れ

る

所

た

る



に
留
ま

る
の
で
あ

る
。
大
乗

に
お
い
て

、
三
学

を
開

き
、
布
施

・
持

戒
・
忍

辱
・
精
進
・
禅
定
・
智

慧
の
六

波
羅
蜜

と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

も
、
こ

れ

に
一

点

の

揺

る

ぎ
も

な

い
。

智

慧

は
静

か

な

清

い

心

か

ら

生

ま

れ

る

の

で

あ

つ
て

、

周
知

の

例
で

い
え

ば
、
『
法

句
経

』

に

「

禅

な

き

人

に

智

あ

る

な

し
」

と

あ

る

ご

と

く

で

あ

る

。

禅

定

ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ｉ

は

三

昧

と

音

訳

さ

れ

る

が

、

ま

た

止

観

と

も

意

訳

さ

れ

る

ご

と

く

、

雑

多

な

想

念

を

止

め

て

瞑

想

し

、

心

を

一

つ

に

集

中

さ

せ

て

正

し

い

智

慧

を

喚

起

し

、

そ

れ

に

よ

っ

て

諸

々

の

事

象

を

観

察

し

、

洞

察

す

る

こ

と

な

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

仏

教

の

唯

識

思

想

に

よ

れ

ば

、

意

識

は

無

意

識

の

深

淵

を

背

後

に

持

ち

、
自

己

存

在

の

内

面

を

定

す

な

わ

ち

瞑

想

に

よ

っ

て

立

体

的

・

重

層

的

に

掘

り

下

げ

て

い

く

と

、

第

六

識

と

い

わ

れ

、

眼

・

耳

・

鼻

・
舌

・

身

の

前

五

識

に

基

づ

い

て

い

る

い

わ

ゆ

る

意

識

ｍ

ａ
ｎ
ｏ
ｖ
ｉ
ｊｎ
ａ
ｎ
ａ

の

底

に

無

意
識
的
な
自
我
意
識
と
も
い
う
べ
き
末
那
識
ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｓ
　
す
な
わ
ち
第
七
識
が

潜
在
し
、
更
に
、
自
己
存
在
の
内
面
を
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
い
く
深
層
に
ア
・
プ

リ

オ

リ

な

根

源

的

意

識

で

あ

る

阿

頼

耶

識

ａ
ｌａ
ｙ
ａ
ｖ
ｉｊｎ
ａ
ｎ
ａ

す

な

わ

ち

第

八

識

に

突

き

当

た

り

、
末

那

識

は

実

は

こ

れ

に

支

え

ら

れ

て

い

る

、
と

す

る

。

あ

た

か

も

大

海

に

浮

か

ぶ

水

面

下

の

流

氷

の

よ

う

に

、

意

識

の

下

に

あ

っ

て

人

間

の

心

を

支

え

る

無

意

識

の

領

域

が

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

し

か

も

、

こ

れ

ら

深

層

意

識

の

極

、

無

意

識

的

な

心

の

深

奥

に

、

真

実

の

自

己

、

す

な

わ
ち
い
わ
ゆ
る
仏
性
ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ
ｔ
ａ
　
な
い
し
如
来
蔵
ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ａ
-
ｇ
ａ
ｒ
ｂ
ｈ
ａ
が
存

在

す

る

、

と

す

る

。

こ

の

仏

性

に

伴

う

意

識

が

仏

智

た

る

プ

ラ

ジ

ュ

ニ

ャ

ー

で

あ

っ

て

、

第

九

識

と

も

称

さ

れ

る

。

し

か

し

、

自

我

意

識

を

捨

て

、

過

去

の
影
響
を
全
く
払
拭
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
自
己
は
善
悪
相
対
の
阿
頼
耶
識

の
下

に
留
ま
り

、
仏
智
は
発
現

し
な
い
。「

懴
悔
偈
」

に
は
「
我
昔
所

造
諸

悪
業
皆
由
無
始
貪
瞋
痴
従
身
語
意
之
所
生
一
切
我
今
皆
懺
悔
」
と
あ

る

。

一

遍

が

「

我

心

は

六

識

分

別

の

妄

心

な

る

故

に

、

彼

土

の

修

因

に

非

ず

。
」

と

説

く

所

以

で

あ

る

。

か
の
ユ
ン
グ
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
Ｃ
．
Ｇ
．
は
、
個
人
的
経
験
を
超
え
、
人
間
の
意
志
と

は

自

立

し

て

活

動

す

る

遺

伝

的

か

つ

普

遍

的

な

原

意

識

を
「
集

合

的

無

意

識

」

'
ｄ
ａ
ｓ
　
ｋ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｂ
ｅ
w
ｕ
s
s
ｔ
ｅ
'
と
名
付
け
、
こ
れ
に
人
格
の
基
礎
を
求
め

た

。

元

型

ｄ
ｅ
ｒ
　Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔｙ
ｐ
ｕ
ｓ

と

呼

ば

れ

る

本

能

的

な

心

の

働

き

の

パ

タ

ー

ン

の

総

称

で

あ

っ

て

、

そ

の

回

り

を

、

意

識

の

表

面

に

現

わ

れ

る

こ

と

の

な

い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
Ｋ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｘ
、
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の

人

生

経

験

に

伴

う

情

動

化

さ

れ

た

心

理

的

複

合

体

が

囲

繞

し

て

い

る

、

と

す

る

。

そ

し

て

、

ユ

ン

グ

は

、

こ

の

集

合

的

無

意

識

の

中

心

に

「

自

己

」
「

ｄ
ａ
ｓ

Ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
’

と

い

う

超

越

的

な

本

当

の

自

分

を

想

定

す

る

。

そ

れ

は

、
意

識

と

無

意

識

の

両

方

を

含

ん

だ

心

的

作

用

全

体

の

中

心

で

あ

っ

て

、

究

極

的

に

は

人

間
の
心
的
な
世
界
の
本
質
を
な
す
「
内
な
る
神
」
'
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
u
n
s
'
と
も

呼

び

う

る

も

の

で

あ

っ
て

、
「

わ

れ

わ

れ

の

全

精

神

生

活

の

端

緒

は

、

解

き

が
た
く
こ
の
一
点
か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
あ
ら
ゆ
る
最
高
か
つ
究

極

の
目

標

は

こ

の

一
点

を
ひ

た
す

ら

目

指

し

て

い

る
よ

う

に

思

わ
れ

る
。
」

と
い

う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
先
の
唯
識
思
想
が
図
ら
ず
も
ユ
ン
グ
心
理
学
に
酷
似
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
末
那
識
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
の
、

発開の一ヤニａ
ジラフ
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阿

頼

耶

識

は

集

合

的

無

意

識

と

の

ア

ナ

ロ

ジ
ー

に

お
い

て

そ

れ

ぞ

れ
考

え

る

こ

と

が
可

能

で

あ

り

、

仏

性

は

ユ

ン
グ

の

「

自

己

」

に

比

定

す

る
こ

と

が
で

き

よ

う

。

し

か

し

、

ユ

ン

グ
の

集

合

的

無

意

識

と

は
異

な
り

、
唯

識

に

お
け

る
阿
頼
耶
識
の
在
り
方
は
、
修
行
に
よ
っ
て
昇
華
し
、
浄
化
・
改
善
さ
れ
る
、

と

さ

れ

て

い

る
。

こ

の

唯

識

説

に

基

づ
く

修

行

論

に
、

わ

れ

わ

れ

は
注

目

す

べ
き

で

あ

ろ
う

。

何

と

な

れ

ば
、

人

間

存

在

の

深

層

に
知

識

や
論

理

な

ど

の

人

間

の

意

識

で

は

自

由

に

な

ら

な

い

独

自

の

メ

カ

ニ

ズ

ム

を
持

っ

た
自

立

的

な

心

が
あ

り

、

そ

の
無

意

識

層

の

力

に

よ

っ
て

逆

に
人

間

は
支

配

さ
れ

て

お

り

、

し

か

も

、

教

育

は

、

こ

の

意

識

か

ら

自

立

し

た
無

意

識

層

の
生

得

的

な

力
を
知
ら
ず
、
知
識
の
伝
達
に
終
始
し
、
た
だ
意
識
の
成
熟
を
説
く
に
留
ま

っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

人

間

は

、

善

と
悪

、

美

と
醜

と

の

自

己

同

一

的

な
存

在

で

あ

る

か
ら

、

本

能

的

・
衝

動

的

な

欲

望

を
抑

制

し

て

こ

そ

よ

り

価

値

の
高

い
自

己

の
実

現

が

図

ら

れ

る
こ

と

は

自

明

で

あ

る
。

し

か

し

、

そ

の
観

念

的

な
道

徳

的
抑

制

は

他

律

的

な
禁

欲

主

義

の
傾

向

を

持

ち

、

し

ば
し

ば
神

経

症

そ

の
他

心
身

の

ゆ

が

み

を

招

く

。

人

間

は

自

ら
の

心

を
も

っ
て

心

を

コ

ン

ト

ロ
ー

ル
す

る
こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る
。
『

大

安

般

守

意

経

』
に

は
「
念

息

相

随

止

観

還
浄

欲

習

意

。

近

道

故

。

離

是

六

事

便

随

世

間

也

。

数

息

為

遮

意

。

相
随
為
斂
意
。
止
為
定
意
。
観
為
離
意
。
還
為
一
意
。
浄
為
守

意

。

用

人

不

能

制

意
故

行

此

六

事

耳

。
」

と
あ

る
。

東

洋

に
お

い

て

は
、
創
造
主
と
被
造
物
と
い
っ
た
原
理
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
持
た
な
か
っ
た
故

で
あ
ろ

う
か
、
古
来
身

体
と
精
神

と
は

は
っ
き
り

と
区
別

さ
れ
ず
、
む
し
ろ

逆

に
「
身

心
」
と

熟

語

さ

れ

て

、
「

身

心

一
如
」

な

る
思

想

が
広

く

行

な

わ

れ

、

儒
教

に

も

老

荘

思

想

に

も

、

最

も

典

型

的

な
形

に

お
い

て

は

仏

教

に

見

ら

れ

る

。

た

と

え

ば
、

道

元

は

、
『
正

法

眼

蔵

』

に

お

い

て

、
端

的

に
、
「

し

る

べ

し
仏
法
に
は
も
と
よ
り
身
心
一
如
に
し
て
性
相
不
二
な
り
と
談
ず
る
」
と
述

べ
、

体

と

心

は

実

体

に

お
い

て

全
く

一

つ

で

あ

る

と
す

る
こ

と
は

仏

教

の

常

に

説

く

と

こ

ろ

で

あ

る
、

と

し

、

こ
れ

を
前

提

し

て

、

そ

の

『
随

聞

記

』

に

お
い
て
、
「
道
を
得
る
こ
と
は
正
し
く
身
を
以
て
得
る
な
り
。
」
と
い
っ
て
い

る

。

身

体

は

意

識

を

包

み

、

逆

に

意

識

は
身

体

を
貫

い

て

い

る
の

で

あ

っ
て

、

身

体

と

意

識

と

は

、
二

元

対

立

的

な

も

の

と

し

て

で

は

な
く

、

相

互

浸

透

的

に
把

握

さ

れ

、

体

と

心

は
密

接

な
関

係

に
あ

る

と
い

う

以

上

に

離

す

こ

と

の

で

き

な

い
不

離

一

体

の

も

の

と

し

て
考

え

ら

れ

て
い

る
。

確

か
に

、

人
間

は

も
と
も
と
身
心
の
統
一
体
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
ご
と
く
独
立
し
た
実
体
と

考
え
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
無
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

思

う

に

、
人

間

の

生

は

、

行

動

・

言

語

お

よ

び

意

志

の
い

わ

ゆ

る
身

・

口

（

語

）
・
意

の

三

業

に

統

括

さ

れ

る
が

、

身

・

囗
（

語
）
の
二

業

は

心
に

意

思

す

る
こ

と

に

よ

っ
て

成

ず

る
か

ら

、
意

の

汚
染

を
断

ち
切

る

こ

と

を
根

本

と

す

る

。

仏

教

が
「

自

浄

其

意

」

を

そ

の

基

本

倫

理

と

す

る

所
以

で
あ

る
。

し

か

し

、

意

志

は

も

と

よ
り

善

悪

の
言

動

も
起

こ

っ
た

な
り

で

そ

の
ま

ま

消

え

去

る

も

の

で

は

な

く

、

心

の

奥

底

の
記

憶

の
集

積

所

と

も
い

う

べ
き

阿

頼

耶

識
に
そ
の
印
象
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
移
す
。
す
な
わ
ち
、
身
・
口
（
語
）
の
二
業

に
よ
っ
て
生
じ
る
心
の
表
面
の
経
験
も
善
・
悪
、
浄
・
染
と
も
に
心
の
最
深

層
の
阿
頼
耶
識
に
遺
伝
子
に
も
比
す
べ
き
い
わ
ゆ
る
種
子
b
i
j
a
と
し
て
植



え
付
け
保
存
さ
れ
る
、
と
す
る
。
ユ
ン
グ
は
、
無
意
識
の
「
影
」
'
ｄ
ｅ
ｒ

Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
'
の
領
域
を
越
え
て
生
の
目
標
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
自
己
」
を
実

現
し
、
本
来
の
自
己
自
身
に
な
る
こ
と
を
「
個
性
化
」
，
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
'

と

い

っ

て

い

る

が

、

そ

の

個

性

的

な

人

格

た

る

た

め

に

、

超

自

然

的

情

報

の

源

泉

で

あ

る
無

意

識

が
意

識

に
向

か

っ
て

発

し

て

い

る
強

い

感

動

や
不

安

を

引
き
起
こ
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
「
内
な
る
声
」
'
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
i
m
m
e
'
を
否
定
的
に

の

み

考
え

ず

、
む

し

ろ
創

造

的

か

つ
人

間

形

成

的

に
解

読

し

、
そ

の
警

告

や

暗
示

を
理

解

す

る

こ

と

が

大

き

な

意

味

を

持

つ

こ

と

は
確

か

で
あ

る
。

人

間

の

行

為

は
善

き

に

つ

け
、

悪

し

き

に

つ

け

、

心

の
深

層

に
結

果

を

残

し

、

や

が

て

表

層

心

理

や
自

律

神

経

を

通

じ

て

身

体

を

も

左

右
し

て
い

く

こ

と

と

な

る

か

ら

で

あ
り

、

や

は
り

行
動

を

慎

し

み

、

言
葉

を
正

し

て
身

・

囗
（

語
）
の

浄

化

に
努

め

な
く

て

は
な

ら

な
い

。

善

き

も

悪

し

き

も
衣

服

に
香

が

し

み

込

む

よ

う

に
自

己

の

心

の
根

本

に

薫
発

し

、

そ

の
性

を

移
す

、

と

さ

れ

る

の

で

あ
り
、
こ
れ
を
「
薫
習
」
'
ｖ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
’
と
い
う
。
身
心
は
一
如
で
あ
り
、
心
で

心

を

制
す

る

こ

と

が
で

き

な

い

か

ら

身

体

を

通

し

て

心

を

統

御
す

る

行

に

よ

る

の

で

あ

っ

て

、
身

・

囗

（

語
）

の

浄

化

を

経

、

意

の
汚

染

を
断

つ
三

業

の

清

浄

に

よ

っ

て
阿

頼

耶
識

は

薫

習

さ

れ

て

仏

性

と

な

る
。

調
三

業

の

行

に

よ

っ
て
禅
定
は
深
ま
り
、
空
へ
の
扉
は
開
か
れ
て
、
現
存
在
は
真
実
の
自
己
に

超
越
し
、
自
己
の
絶
対
転
換
を
実
現
す
る
。
か
の
善
導
の
『
往
生
礼
讃
偈
』

に
「
三
業
清
浄
奉
持
仏
教
」
と
あ
る
の
は
這
般
の
消
息
を
い
う
の
で
あ
っ

て

、

三

業

の

清

浄

に

よ

っ
て

、
知

ら

ず
識

ら

ず

の

う

ち

に

、

心

の

奥

底

に

沈

澱

し

て

き

た
諸

々
の

経

験

も

善

の

種

子
で

満

た

さ
れ

、
阿

頼

耶

識

は
浄

化

さ

れ
て
、
現
存
在
の
意
識
を
変
え

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
『
成
唯
識
論
』
に

は
「
転
識
得
智
」
と
い
う
。
こ
こ
に
、
第
八
阿
頼
耶
識
を
転
じ
て
第
九
識
の

仏
智
す
な
わ
ち
プ
ラ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
の
開
発
を
み

る
の
で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
の
自
覚
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
そ

の
深
層
意
識
に
自

己
た
る
根
元
的
な
も
の
を
組
み
込
ま
れ
、
人

格
化

さ
れ
て
い
く
事
実
を
確
認

し
た
。
し
か
し
、
現
今
の
教
育

が
、
心
の
内

な
る
世
界

に
隠
さ
れ

た
無
意
識

層
の
大
き
さ
を
知
ら
ず
、
主
知
主
義
に
走
り

、
ま
た
表
層

の
一
般
的
意
識
に

の
み
か

か
ず
ら

っ
て
い
る
点
に
問
題
を
感
じ
な
い
わ
け

に
は
い

か
な
い
。
そ

れ
故
に
こ
そ
、
身
体
を
通
し
て
心
を
統
御
し
、
人
間
存
在

の
深
層

に
何
ら

か

の
価
値
を
伝
え

て
こ
れ
を
変
革

し
、
そ
の
行
為

を
善
導
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
、

真
実
の
自
己
の
実
現
を
助
成
し
、
真
実
の
智
慧
を
開
発
す

る
真
の
教
育
的
パ

ラ

ダ
イ

ム
が
構
想
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ

っ
て
こ
そ
、
東
洋

の
ブ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
を
も
っ
て
西
洋
の
ラ
テ
ィ
オ
を
統
御
し
、
東
西
両
洋
を

融
和
し
、
止
揚
す
る

と
い
う
世
界
史
的
課
題
に
応
え

る
こ

と
が
可

能
と
な
る

の
で

は
な
か
ろ

う
か
。

（

―

）

Ｐ
.

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｏ

ｒ
ｐ

，
　
Ｓ

ｏ
ｚ

ｉ
ａ

ｌｐ

ａ

ｄ

ａ

ｇ

ｏ
ｇ

ｉ
ｋ

，

Ｆ

ｉ
ｉ
ｎ

ｆ
ｔ
ｅ

　
Ａ

ｕ

ｆｌ
ａ

ｇ

ｅ

．
　
１

９
２
２

． 　

Ｓ

．
　
５

．

（
２
）
　
Ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ

，
　Ｓ

．　
５
４
-
８
３

．

（
３
）
　
篠
原
助
市
『
改
訂
理
論
的
教
育
学
』
一
八
ペ
ー
ジ
、
協
同
出
版
。

（
４
）
　
臼
木
淑
夫

・
梶
芳
光
運
・
田
丸
徳
善
・
中
川
栄

照
・
見
田
政
尚

・
峰
島
旭
雄

『
実
存
と

ロ
ゴ

ス
』
三
三
六

ペ
ー
ジ
（
臼
木
淑
夫

「
技
術

と
科
学
」
）
、
朝
日
出

版
社
。

（
５
）
　
川
田
熊
太
郎
「
ｘ
ｏ
ａ
と
Ｐ
ｒ
ａ
ｊ
ｎ
ａ
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
一
巻
第
二

号
、
三
一
〇
―
三
一
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。
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（
６
）
　
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
パ
（
高
田
三
郎
　
大
鹿
一
正
訳
）
『
神
学
大
全
』

・
第

ａ

冊
。
一
七
一
―
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
　
友
松
圓
諦
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
（
法
句
経
）
』
四
一
八
ぺ
ー
ジ
、
真
理
運
動
本
部
。

な

お

、

そ

の

前

句

に

「

智

な

き

人

に

禅

は

な

し

」

と

あ

る

ご

と

く

、

三

学

の

そ

れ

ぞ

れ

は

相

互

滲

透

的

・

相

互

補

助

的

な

関

係

に

お

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

な

ら

（
８
）
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
第
四
十
、
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
巻
華
厳
部
下
、

八

四

七

ペ

ー

ジ

。

（
９
）
　
大
橋
俊
雄
『
一
遍
上
人
語
録
―
付
播
州
法
語
集
―
』
七
七
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書

店

。

（
1
0
）
Ｃ

．
Ｇ

．

Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
Ｚ
w
ｅ
ｉ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｎ
ａ
ｌ
ｙ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
ｓ

G
ｅ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
W
e
ｒ
ｋ
ｅ
，
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｄ
，
　
２
　
Ａ
ｕ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ

．

１
９
７

４

．
　
Ｓ

．
　
２
６

１

．

（

1
1

）
　

『

仏

説

大

安

般

守

意

経

』

巻

上

、

『

大

正

新

脩

大

蔵

経

』

第

十

五

巻

経

集

部

二

、

一

六

四

ペ

ー

ジ

。

（

1 2

）
　

大

久

保

道

舟

『

改

訂

増

補

道

元

禅

師

全

集

』

二

四

ペ

ー

ジ

、

春

秋

社

。

（
1
3

）
　

和

辻

哲

郎

『

道

元

語

録

正

法

眼

蔵

随

聞

記

』

五

ニ

ペ

ー

ジ

、

岩

波

書

店

。

（
1
4

）

Ｃ

．
Ｇ

．
　
Ｊ
ｕ

ｎ

ｇ

，
　
Ｚ

ｘ
ｖ

ｅ

ｉ

　
Ｓ

ｃ

ｈ

ｒｉ

ｆ

ｔ
ｅ
ｎ

　
ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　
Ａ

ｎ

ａ

ｌｙ

ｔ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ
.
　
Ｐ

ｓ
ｙ

ｃ

ｈ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉ
ｅ

．

Ｓ

．

１
９

１
．

（

1 5

）
　

『

往

生

礼

讃

偈

』

、

『

大

正

新

脩

大

蔵

経

』

第

四

十

七

巻

諸

宗

部

四

、

四

四

〇

ペ

ー

ジ

。

（
1
6

）
　

『

成

唯

識

論

』

巻

第

十

、
『

大

正

新

脩

大

蔵

経

』

第

三

十

一

巻

瑜

伽

部

下

、

五

六

ペ

ー

ジ

。

。

（
た
け
う
ち
・
あ
き
ら
、
教
育
学
、
佛
教
大
学
助
教
授
）

9
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