
〈
研

究

論

文

８

〉

非
　
思
　
量
　
の
　
哲
　
学

―
―
超
越
論
哲
学
と
道
元
―
―

宗
教

に
お
い
て

も
哲
学

に
お
い
て
も
、
そ

れ
を
遂
行

し
担
う
者
自
身

が
問

い
と
化
す

る
と
い

う
こ

と
、
こ

の
こ

と
が
他

の
諸
科
学

に
対
す

る
宗
教

・
哲

学
の
特
異

な
点
で

あ
る
と
言
え
よ

う
。
宗
教

お
よ
び
哲
学

に
お
い
て
は
自
己

自
身

が
中

心
問

題
と
な
る
。
西
洋

哲
学
史
上

こ
の
自
己
の
問
題
を
最

も
徹
底

し
て

究
明

し
た
の
は
、
自
我

を
第
一
原
理

と

し

て

そ

の
哲
学
を
展
開
し
た

Ｊ

・
Ｇ

・
フ

ィ
ヒ
テ
で
あ
ろ
う
。
フ

ィ
ヒ
テ

に
お
い
て
こ
の
自
我
の
問
題
は
、

知

の
知
自

身
に
よ
る
自
己
根
拠
づ
け
の
問

題
と
し
て
取
り

あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
知

の
自
己
根
拠

づ
け

が
同

時
に
実
践
哲
学
の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
点

が
フ

ィ
ヒ
テ
知

識
学
の
超
越
論
的
実
践
哲
学
と
し
て
の
特
色
で
あ

る
。
他
方
東
洋

の
思
想
史
上

に
お
い
て
最
も
徹
底
し
て
自

己
を
究
明
し

た
ひ

と
り
に
道
元
を

挙

げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
本
発
表
で
は
フ

ィ
ヒ
テ
の
自
我

と
道
元

の
自
己

と
の
異
同
を
、
第
一
章
で
は
両
者
の
行
為

論

を
め
ぐ

っ
て
、
第
二
章
で

は
両

者

の
自
然
観
の
違
い

に
関
し
て
、
そ
し
て
第
三
章
で

は
両
者

に
お
け

る
知
の

長
　
澤
　
邦
　
彦

契
機
に
関
連
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
知

の
知

、
知
識
学
と
し
て
の

フ
ィ
ヒ
テ
超
越
論
哲
学
と
非
思
量
の
只

管
打
坐
行

と
し
て

の
道
元
禅
の
統
一

的
把
握
の
手

が
か
り
を
探
り
、
言
わ
ば
「
非

思
量
の
哲
学
」

と
も
言
う

べ
き

も
の
の
可
能
性

を
追
求
し
て
み

た
い
と
思
う
。

一
　

フ

ィ
ヒ

テ

の

自

我

と

道

元

の

自
己

周
知

の
如
く
フ

ィ
ヒ
テ
は
一
七
九
四

年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

に
お
い

て
、
事
行

と
し
て
の
絶
対
我

の
純
粋
自
己
定
立
活
動
を
第
一
原
理

と
し
て
出

発
し

、
非
我

の
反

立
、
自
我

と
非
我
と
の
可
分
性
に
よ

る
総
合
と
い

う
三
つ

の
根

本
命
題

を
立
て

、
さ
ら

に
理
論
的
部
門
に
お
い
て
は
構
想
力

に
よ

る
総

合

を
、
実
践
的
部
門

に
お
い
て

は
努
力
・
当
為

に
よ
る
総
合
を
以
て
知
識
学

の
課
題

の
解
決

を
は
か
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
前
期
知
識
学
に

お
け

る
試
み

に
対

し
て

は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
今
日
に
至

る
ま
で
多
く
の
批
判

只

ｙ

ｑ

ｙ



が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
批
判
の
主
な
点
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
に
お

け
る
自

我
と
非
我

と
の
総
合

は
結
局
の
と
こ
ろ
不

完
全
な
も

の
に
終

わ
り

、

実
践
的
部
門

に
お
け

る
究
極

の
解
答

で
あ
る
当
為

Ｓｏ
ｌｌｅ
ｎ

も
要
す

る
に
解

決

の
不
可
能
性

の
表
現

に
す

ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ

の
よ

う
な
フ

ィ
ヒ
テ

批
判

に
対
し
て

、
以
下
フ

ィ
ヒ
テ
知

識
学

の
努
力
・
当
為

に
よ

る
自

我

と
非
我

と
の
総
合

の
真
意

を
明
ら

か
に
し
て
み

た
い
と
思
う
。

フ

ィ
ヒ
テ

に
よ
れ

ば
、
自

ら
を
月
面
上

の
一

熔
岩
に
等
し

と
せ

ぬ
者

、
自

ら
の
自

主
独
立

を
信
ず

る
者

は
、
お
の
ず
か
ら
知
識
学

の
立
場

、
超

越
論
的

観
念
論

の
立
場

に
立

た
ざ
る
を
得
な
い
。
「
汝
自

身
を
注
視

せ
よ
」
、
こ

れ
が

哲
学
者

に
向
け
ら
れ

る
第
一

の
要
求

で
あ
る
。
こ

う
し
て
知
識
学

は
自
己
自

身

と
そ

の
世
界
経
験
と

を
そ

の
根
拠

に
遡
っ
て
、
し

か
も
知

の
知

の
問
題

、

知
の
根
拠

づ
け
の
問
題
と
し
て
解
明

し
よ
う
と
す

る
。
あ
ら
ゆ

る
知

の
根
底

に
あ
る
自
己

意
識
は
、
ま
た
同

時
に
我

々
の
一
切
の
世
界
経
験
の
説
明
根
拠

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
原
理

と
し
て
立
て
ら
れ

る
絶
対
的
な
自
我
は
、

決
し
て
経
験
的
・
有
限

的
な
個
人
の
自
己
意
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
切
の

経
験
の
成
立
可

能
性
の
根
底
に
考
え
ざ

る
を
得

な
い
超
越
論
的
な
自
我
の
こ

と
で
あ
る
。
超
越
論
的
根
拠
と
経
験
的
実
在
と
の
次
元

を
は
っ
き
り

と
区
別

す
る
こ
と
は
、
知
識
学

の
正

当
な
理
解
に
と

っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
多
く
の
フ

ィ
ヒ
テ
批
判
は
こ
の
超

越
論
的
自
我

を

経
験
的
自
我

と
取
り

違
え

る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。

知
識
学

の
原
理

と
し

て
の
絶
対
的
自
我

の
絶
対
性

と
は
、
こ
の
超
越
論
的
根

拠
と

し

て

の

確
実

性

・
普
遍
性

の
こ

と
で

あ
り

、
自
我

か
ら
非
我

や
世
界

の
経
験
的
実
在

を
産

出
さ
せ
る
よ
う
な
自
我

の
絶
対

主
義

な
ど
で
は
な
い
。

し
か
も
こ
の
絶
対
我

の
超

越
論
的
根
拠

と
し
て
の
働
き
は
、
決

し
て
理
論

的
な
面

に
の
み
限

ら
れ
て
い
る
も

の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
性
上

た
だ

ひ
た
す

ら
遂
行

さ
る

べ
き
も
の
と
し
て

の
み
あ
り

得
る
極

め
て
実
践

的
行
為

的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
事
行
我

の
本
質
は
、
そ
れ
が
対
自

的
に
定

立
即
存

在
で
あ
る
と
い

う
点

に
あ
り
、
そ

の
根
底

に
あ
る
対
自
性

と
は
た
だ
自
我

の

活
動

と
し
て
の
み
有
り

得
る
の
で
あ
る
。
自
我
の
能
動
性

な
く
し
て
障
害

は

な
く
、
実
践
な
く
し
て
理
論

は
な
く

、努
力

な
く
し
て
客
観
は
な
い
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
自
我

の
能
動
性

が
理
論
的
総
合
に
お
い
て
働
く
と
き
、
そ

れ

が
構
想
力

で
あ
る
。
こ

の
構
想
力

の
動
揺

Ｓｃ
ｈ
wｅ
ｂｅ
ｎ

に
お
い
て
時
間

が
生

じ
直
観
内
容

が
与
え

ら
れ
る
の
で

あ
る
。
従

っ
て
実

践
的

な
構
想
力

と
言
わ

れ
る
努
力

Ｓ
ｔｒｅ
ｂｅ
ｎ

は
、
時
間
の
内

で
行

わ
れ
る
果
し
な
き
彼
岸
的
目
標
の

追
求

な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
時
間
す

ら
も
そ

の
内

か
ら
生
じ
て
く
る

よ
う
な
、
今
こ
こ
に
お
け

る
純
粋
な
活
動

・
行
為
で
あ
る
。
い

や

む

し

ろ

今

・
こ
こ

と
い
う
時
間

・
空
間
す
ら
も
そ
こ

か
ら
展
開
し
て
く
る
よ
う
な
行

為

な
の
で
あ
る
。

有
限
と
無
限
と
の
接
点
に
立

っ
て
絶
対

へ
の
方
向
を
見
失

わ
ず
に
努
力
す

る
こ
と
、
そ
こ
に
知
識
学
の
当
為

の
立
場

が
あ
る
の
で
あ
り

、
こ
の
よ
う
な

働
き
を
不
完
全
な
総
合
と
見
る
の
は
、
完
全
を
静
止
と
解

し
、
真
理
を
到

達

と
の
み
解
す
る
人

間
存
在
の
誤

っ
た
理
解

に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

学哲の量思非
－

9
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次
に
道
元
の
自
己
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
仏
道
を
な
ら

ふ
と
い

ふ
ば
、
自
己

を
な
ら
ふ
也
」
で

あ
る
。

自
己

と
は
仏
道

を
な
ら

う
者

で
あ

る
・

な
ら
う
と
は
実
践
究
明
し

体
得
す

る
こ
と
で

あ
る
。
従

っ
て

仏
道

を
な
ら

う
と
い
う
こ

と
は
、
仏
道

を
な
ら
う
者
を
な
ら
う
と
い

う
こ

と
で
あ

り
、

仏
道
を
行
ず
る
と
い

う
こ

と
は
、
仏
道
を
行
ず
る
者
自
身

を
究
明
体
得

す

る
こ

と
で

あ
る
。
自
己

を
な
ら
う
者

は
自
己

で
あ
り

、
自
己

の
徹
底
究
明

の
極

、
自
己

が
仏
道
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
自
己

そ
の
も

の
を
忘

れ
、
万
法

に
証
せ
ら

れ
る
と
い
う
こ

と
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
は
只

管
打

坐
行

に
よ

る
自
己

の
身

心
脱
落
で
あ
り

、
他
己

の
身

心

脱
落
で

あ
る
0
1只
管
打

坐
は
思
索

に
よ
る
真
理
追
求
で
も
な
く
、
身
体
的
行

為

に
よ
る
対

象
世
界

の
変
革

と
い
う
目

的
達
成
で
も
な
い
。
意
識
に
お
い
て

も
身

体
に
お
い
て
も
追
求
・
達
成
と
い
う
志
向
性

が
や
み
、
自
己
自
身
に
安

ら
う
と
こ
ろ
、
そ
の
無
所
求
・
無
所
得
の
と
こ
ろ

に
な
お
営
ま
れ
る
精
進
修

行

が
只
管
打
坐
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
修
行

に
お
い
て
は
「
修
証
こ
れ
一
等

な
り
」
、
修
証
一
如
で
あ
る
。
修
は
証
上

の
修

な
る
が
故

に
、
修
の
ほ

か

に

証
な
く
、
修

に
始

め
な
く
、
証
に
終

わ
り

な
し

と
言

わ
れ

る
の
で
あ
る
。
修

と
証
と
を
手
段
と
目
的
と
し
て
、
あ

る
い
は
ま

た
時
間
上

の
先
後
関
係
と
し

て
捉
え

る
こ

と
は
間
違

っ
て
い
る
。

道
元

の
時
間
理
解

の
一
端
は
『
現
成
公
案
』

の
中

の
薪

と
灰

の
話

に
窺

わ

れ

る
。
「

た
き
木

は
ひ

と
な
る
、

さ
ら

に
か
へ
り
て

た
き
木

と
な
る
べ

き

に

あ
ら
ず
・
し
か
あ
る
を
、
灰
は
の
ち
、
薪
は
さ
き
と
見
取
す
べ
か
ら
ず
。
し

る

ぺ
し
、
薪

は
薪

の
法
位
に
住
し
て

、
さ
き

あ
り

の
ち
あ
り

、
前
後

あ
り

と

い
へ
ど
も
、
前
後

際
断
せ
り

。」
薪

が
燃
え
て
灰
に
な
れ
ば
、
灰

は
も

は

や

も
と
の
薪

に
は
戻

ら
な
い
。
常
識

的
な
時
間
順
序
か
ら
言
え

ば
薪

が
先
、
灰

は
後
で
あ
る
。

し
か
し

そ
の
よ

う
に
見
取
、
見
て
取

る
者

は
ど
こ

に
い

る
の

か
。
薪

と
灰

に
前
後
関
係

を
見
て
取

る
の
は
薪
自
身
、
灰
自
身
で

は
な
い
。

薪

の
外

、
灰
の
外

か
ら
見
て

、
こ

れ
に
前
後
を
つ
け
る

が
、
薪

は
薪
で
あ
り

の
ま
ま
の
真
実
を
具
現

し
て

お
り

、
灰

は
灰
で
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
具
現
で

あ
る
。
薪

・
灰

そ
の
も
の
に
お
い
て

は
「
前
後
あ
り
と
い
へ
ど
も
前
後
際
断

せ
り
」

が
そ
の
ま
ま
一

つ
の
事

柄
と
し
て
具
体
的

に
現
前
し
て
い

る
。
そ

れ

は
見
取

す
る
者
に
と
っ
て

の
先
後
関
係

と
は
ま

っ
た
く
別
の
事
柄
で

あ
る
。

春
夏
秋
冬
に
つ
い
て
言
え

ば
、
四
季

の
変
化

と
い
う
時
間
的
枠
組

が
ま
ず
あ

っ
て
、
そ

の
中
で
春
に
花

開
き
秋
に
紅
葉

す
る
の
で
は

な
く
、
花
開

い
て
春

、

紅
葉
し
て
秋
な
の
で
あ
る
。
花
や
紅
葉

を
見
て
取

る
者

に
と
っ
て
の
春
の
花
、

秋

の
紅
葉
で

は
な
く
、
見
て
取

る
者
な
き
花
の
春
で
あ
り

、
紅
葉
の
秋
で
あ

る
。
一
事

象
の
全
面
的

に
展
開
す

る
と
こ

ろ
、
そ
こ
に
今
こ
こ

と
い
う
時
空

が
開

か
れ
る
の
で

あ
り
、
今
こ
こ

に
行
ず

る
の
で
は
な
く
、
行
じ
て
今
、
行

じ
て
こ

こ
な
の
で

あ
り
、
「
行

持
現
成
す

る
を
い
ま

と
い
ふ
」
の
で

あ

る
。

扇

を
使

う
こ
と
な
く
し
て
風

は
起
こ
ら
な
い
の
で

あ
る
。

以

上
に
述

べ
た
フ

ィ
ヒ
テ

と
道
元

と
の
共
通
点

と
し
て
次
の
諸

点
が
挙

げ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
共

に
自
我

な
い
し
は
自
己

と
い
う
人
間

存
在
の
根

本
を
究
明

せ
ん
と
し
て

い
る
こ

と
。
そ

し
て
そ

れ
ら
は
決
し
て
単
な
る
経
験

的
世
界
の
自
我

や
自
己
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間

を
超
え
た
絶
対
的
な
性



格
を
有
し
て
い

る
こ

と
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
は
実
践
的
行
為

の
上
で

の
み
実
現

さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で

あ
る
こ

と
。
そ
し
て
そ
の
行
為

は
目
的
実

現
の
手
段

な
の
で

は
な
く

、
今
こ

こ
に
お
け
る
純
粋
活
動
で

あ
る
こ

と
。

そ
の
行
為

は

今
こ
こ
と
い
う
時
間
空
間

す
ら
も
そ
こ
か
ら
展
開

し
て

く
る
よ
う
な
絶
対
的

な
行
で
あ
る
こ

と
。
以

上
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
上

述
の
多
く
の
共

通
性

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
と
道
元

の
自
己
と
の
間

に
は
見
過

ご

す
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
相
異

が
あ
る
。
そ
の
相
異

を
次
章

に
お
い
て
、

両

者
の
自
然
観
を
中
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

ニ
　

フ

ィ

ヒ

テ

と

道

元

の

自

然

観

フ

ィ
ヒ

テ

は

シ
ェ

リ

ン

グ
と

の

往

復

書

簡

の

内

で

自

然

の

実

在

性

に

つ

い

て

の

論
争

を
展

開

し

て

い

る

が
、

そ

こ

で

フ

ィ
ヒ

テ

は

自

然

を

「

見

出

さ
れ

た

」
ｇ
ｅ
ｆｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ

も

の

と
し

て

の

み

認

め
て

い

る
。

超

越

論

哲

学

の
立

場

か

ら

一
切

の

実

在

を

「

発

生

的

に

」
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ

説

明

し

よ
う

と

す

る

フ

ィ

ヒ

テ

に

と

っ
て

は

、

自

然

と

い
え

ど

も
我

々

の
意

識

か
ら

独

立

に

存

在

し

得

る

も

の
で

は

な
い

。

知

識

学

は

、
我

々

の
意

識

か
ら

独

立

な
外

界

の
実

在

を

前

提

す

る

よ

う
な

独

断

的

実

在

論

の

立
場

で

も

な
く

、
ま

た
自

我

主

観

か

ら

一

切

の
実

在

を
導

出

し

よ

う

と
す

る

よ

う

な
独

断

的

観

念

論

の
立

場

で

も

な

く

、

我

々

の
世

界

経

験

の

一
切

を
超

越

論

的

な

根
拠

か

ら
解

明

し

よ

う

と
す

る

批

判

的
観

念

論

の
立

場

で

あ

る
。

そ

こ

に
自

我

の
自

己

自

身

と

の

交

互
作

用

か

ら

自
我

と
非

我

と

の
開

係

を

説

明

せ

ん

と
す

る
フ

ィ
ヒ

テ

知

識

学

に

お

け

る

一
切

の

哲
学

的

努

力

が
傾

注

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

フ

ィ
ヒ
テ

は

シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ

う
に
は
ま

と
ま

っ
た
自
然
哲
学

を
著
わ
し

て

は
い
な
い

が
、
一

七
九
八

年
の
『

道
徳
論
』
そ

の
他
に
見

ら
れ

る
彼
の
自

然
論
は
お
よ
そ
次
の
如
き
も
の
で

あ
る
。
自
然
も
身
体
も
本
来
理
性
的
な
る

も
の
で
あ
り

、
そ
の
点
で
は
自
我

も
身
体
も
一
つ

の
も
の
と
見
な
し
得
る
。

し
か
し
自
然
や
身
体

が
理
性
的
で
あ
る
と
言
え
る
の

は
、
そ
れ
ら

が
理
性
的

な
存
在
者
と
し
て
の
自
我
の
目
的
概
念
に
照
ら
し
て
見
ら
れ

る
限
り

に
お
い

て
で
あ
る
。
即
ち
身
体

が
自
我
の
自
由
意

志
実
現
の

た
め
の
道
具
W
e
ｒ
ｋｚｅ
ｕ
ｇ

と
考
え
ら
れ
、
自
然
が
そ
の
た
め
の
素
材
S
t
o
f
f
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
自
我

と
自
然
と
は
自
由
の
主
体
と
客
体

と
し
て
互
い
に
同
質
性
を
有
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
両

者
は
決
し
て

同
一

な
も
の

と
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
の
主
体
と
し
て
の
自
我

と
、

自
我

の
自
由
実
現
の
素
材
と
し
て
の
自
然

と
の
間
に
は
明
確
な
境
界

が
存
在

す
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
理
解
に
対
し
て
、
道
元
に
お
い
て
は
自
己

と
自
然

と
は
よ
り
一
層
親
密

な
関
係
に
あ
り

、
両
者

の
間

に
境
界

は
な
い
。

自
然

は
人
間

に
と
っ
て
単

に
認
識
の
対
象
で

も
目
的
実
現

の
た
め
の
素
材
で

も
生
活
環
境
で
も

な
い
。
総
じ
て
人
間
主
体
に
対
す

る
客
体

と
し
て
の
自
然

概
念
は
道
元
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
と
自
然
と
は
主
観
―
客
観

図

式
の
内
で
対

立
し
て
い

る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
統
一

の
内

に
あ
り
、

学晢の量思非

自
己
が
万
法
で
あ
り
、
自
己
が
自
然
で
あ
る
。
『
山
水
経
』
冒
頭
に
「
而
今

の
山

水
は
、
古
仏
の
道
現
成
な
り
」

と

あ

る
。
『
唯
仏
与

仏
』

に
は
「
尽
大



地
是
自
己
の
法
身
な
り
」
と
あ
る
。
今
こ
の
山
水
自
然
が
仏
道
現
成
で
あ
り
、

全
自
然
あ
げ
て
自
己
本
来
の
姿
で
あ
り
、
仏
法
現
前
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
自
我
と
自
然
と
を
対
立
さ
せ
、
自
然
の
内
に
あ
る
仏
性
を
主
体
的
自
我

が
獲
得
成
就
し
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
切
の
主
観
的
思
惟
、
人
間

的
作
為
を
超
え
て
「
尽
大
地
と
お
な
じ
く
お
こ
な
ひ
、
尽
衆
生
と
も
に
お
こ

な
ふ
」
そ
れ
が
仏
の
行
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
主
観
―
客
観
と
い
う
認
識
上

の
、
ま
た
主
体
―
客
体
と
い
う
行
為
上
の
対
立
的
枠
組
に
収
ま
ら
な
い
仏
の

行
、
他
方
ま
た
主
―
客
を
超
え

た
絶
対
的
超
越
者
を
も
立
て
ず
に
全
自
然
全

宇
宙
と
共
に
行
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
身
を
以
て
す
る
只
管
打
坐
の
行
、
そ
れ

が
仏
道
、
仏
法
の
現
前
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
に

お
け
る
自
我
と
非
我
と
の
関
係
と
は
全
く
異
な
る
自
己
と
自
然
と
の
関
わ
り

方
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
己
究
明
の
徹
底
の
極
、
自
己
の
身
心
脱
落
し
、
他

者
そ
し
て
一
切
へ
と
連
な
る
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
他
同
じ
く
転
ぜ
ら
る

る
」
が
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
道
元
に
お
い
て
自

己
と
全
自
然
と
の
同
時
成
道
を
可
能
に
し
て
い
る
そ
の
自
己
理
解
と
い
う
も

の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
自
我
概
念
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に

道
元
の
自
己
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
と
に
つ
い
て
は
、
前
章
に
挙
げ
た
共
通
性

の
ほ
か
に
も
、
そ
の
自
然
理
解
に
関
し
て
次
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
即
ち
両
者
に
お
い
て
自
然
は
決
し
て
人
間
存
在
か
ら
独
立
自
存
の

客
体
で
は
な
く
、
深
く
自
我
お
よ
び
自
己
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
関
わ
り
方
は
両
者
に
お
い
て
全
く

異
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
自
然
は
認
識
対
象
で
あ
り
意
志
的
行
為
の

素
材
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
主
体

に
対
す
る
自
然
で

あ
っ
た
。
道
元
に
お
い
て

は
自
然

は
対
象
で
も
素
材
で
も

な
く
、
主
体
に
対
す

る
客
体
で
は
な
か

っ
た
。

自

然
は
日
月
星
辰
、
山
河
大
地

、
山
川
草
木
で
あ
り

、
人

と
共
に
行

ぜ
ら
れ

転

ぜ
ら
れ

る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ

の
よ
う
な
相
異

は
要
す

る
に
自
我
お
よ

び

自
己
の
問
題
に
関
連
し
て
、
意
識
・
思
惟
・
知
の
契
機

が
両
者
に
お
い
て
い

か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の

か
、
そ

の
点
の
相
異
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
に
お
い
て

は
上
述
の
よ
う
な
両

者
の
自

然

理
解
の
相
異

の
根

底
に
あ
る
、
両

者
の
自
我
概
念
・
自
己
理
解
の
相
異
を
知

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
考
察

し
て
み
た
い
と
思
う
。

三
　

フ

ィ

ヒ

テ

と

道

元

に

お

け

る

知

フ

ィ

ヒ

テ

に

と

っ

て

哲

学

と

は

知

識

学
W

 ｉｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
 ｔｓ
ｌｅ
ｈ
ｒ
ｅ

で

あ

っ

た

。

即

ち

知

の

知

、

知

の

自

己

根

拠

づ

け

の

問

題

で

あ

り

、

そ

れ

が
同

時

に

我

々

の

世

界

経

験

の

根

本

的

説

明

、

実

践

的

真

理

の

究

極

的

基

礎

づ

け

で

も

あ

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

そ

れ

は

知

を

そ

の

成

立

の

最

終

根

拠

に

ま

で

遡

っ

て

超

越

論
的
に
解
明
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の

知

で

は

な

く

、

知

そ

の

も

の

に

つ

い

て

の

知

の

体

系

的

究

明

で

あ

る

。

そ

こ

か

ら

し

て

知

識

学

は

必

然

的

に

唯

一

の

原

理

か

ら

の

階

層

的

体

系

構

築

と

い

う

道

を

取

る

こ

と

に

な

る

。

第

一

原

理

の

確

実

性

は

厳

密

な

学

問

的

方

法

に

よ

り

体

系

内

の

諸

命

題

に

伝

え

ら

れ

、

体

系

は

学

と

し

て

普

遍

妥

当

的

な

も

の

と

な

ら

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

そ

こ

に

知

識

学

の

、

な

い

し

は

哲

学

一

般

の

特

色

で

あ

る

、

確

実

性

・

普

遍

性

・

総

体

性

・

統

一

性

と

い

っ

た

根

本

的

ｎ

乙

1 0



諸

性

格

が
見

ら

れ

る

。

超

越

論

的

な
解

明

の
次

元

で

は

、
経

験

的

実

在

の
世

界

で

所

与

の

事

実

と
し

て

現

わ

れ

る
も

の

一

切

が
、

そ

の

根

拠

か
ら

発

生

的

に

ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ

説

明

さ
れ

な

け

れ

ば
な

ら

な

い

。

超

越

論

的

自

己

意

識

に

と

っ
て

は

、

そ

れ

と

無

関

係

に
言

わ

ば
そ

の

外

か
ら

与

え

ら

れ

る
よ

う

な

事

実

も

、

ま

た
そ

の
よ

う

な
事

実

の
事

実

性

Ｆ
ａ
ｋ
ｔ
ｉｚ
ｉｔａ
ｔ
も

残

る
こ

と

は
許

さ
れ

な

い

。

非

我

成

立

の
根

拠

と

い
え

ど
も

、

自

我

の
自

己

自

身

と

の
交

互

作

用

の
内

か
ら

説

明

さ

れ

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

。

し

か
し

こ

の
こ

と
は

経

験

的

実

在

の

次

元

に

お
い

て

、

非

我

を

自

我

か
ら

導

出

す

る

と
い

う

こ

と

で

は
な

い

。

あ

く

ま

で

も

超

越

論

的

な

次

元

に

お
け

る
非

我

成

立

の
可

能

根

拠

の
問

題

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

べ
き

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

な

立

場

に
立

つ
フ

ィ

ヒ
テ

は

、

一
八

〇

六

年

の

『
浄

福

生

活

へ
の

指

教

』

の

内

で

宗

教

に

つ
い

て

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い

る

。
「
学

は

、

既

に

宗

教

に

よ

っ
て

与

え

ら

れ

て

い

る

洞

察

、

即

ち
す

べ

て

の

多
様

な

る

も

の

が

端

的

に

一
者

に

基

づ

い

て

お
り

、

一

者

へ

と
還
元
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
実
d
a
s
s
の
洞
察
を
超
え
て
、
こ
の
連
関

の
い
か
に
W
i
e
 
の
洞
察
へ
と
進
む
。
そ
し
て
宗
教
に
と
っ
て
は
単
に
絶
対

事

実
ｅ
ｉｎ
　ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔｅ
ｓ
　Ｆ
ａ
ｃ
ｔｕ
m

に
す

ぎ

な

か

っ

た
も

の

が

、
学

に

と

っ
て

は

発
生
的
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
知
識
学
は
一
切

の

事

実

を

超

え

て

そ

の
根

拠

へ

と
迫

り

、

そ

れ

を

発

生

的

に
説

明

す

る
も

の

で

あ
り

、

哲

学

の

宗

教

に

対

す

る
特

色

は

ま

さ

に

こ

の
点

に

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

知

識

学

は

後

期

に
な

る

と
、

知

を

含

む

す

べ

て

を

絶
対

者

か

ら

の

絶

対

者

の

現

象

と
し

て

把

握

し

よ

う

と

す

る

。

そ

こ

で

は
知

は

「
自

己

自
身

に

よ
り

自

己

自

身

を

忘

れ

る

こ

と

で

あ
り

、
知

の

滅

却

ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉｃ
ｈ
ｔｅ
ｎ
　ｄ
ｅ
ｓ

W
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
」
で
あ
る
。
「
知
は
ま
さ
に
こ
こ
で
自
ら
の
終
極
を
把
握
す
る
こ
と

に

よ
っ
て
、
自
己
自
身

か
ら
出
て
行
く
」
。
し
か
し

知
は

自
己
自
身

に
よ

っ

て
自
己
自
身

の
内

に
自

ら
の
終
極

と
限
界

を
見
出
す

の
で
あ
っ
て
、
知
の
限

界

と
は
知

の
彼
方

に
あ
る
絶
対
的
超
越
者
の
存
立
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。
知

が
自
ら
の
限
界
を
知

る
こ
と
、
そ
し
て
自

ら
を
絶
対
者

の
現
象
と
し

て
捉
え

る
こ
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
知

が
知
に
お
い
て
知
自
身

を
知
る
と

い

う
こ

と
の
内

で
起
こ
る
こ

と
で
あ
る
。
知
は
絶
対

者
の
現
象
と
し
て
、
一

方

で
は
「
絶
対

者
か
ら
」
で
あ
り
他
方
「
絶
対
者

へ
」

で
あ
る
。
そ
こ
に
知

識
学

を
遂
行
す

る
者
の
努
力
・
当
為

が
あ
り

、
そ
の
と
き
無
限

な
る
も
の

が

有
限

な
る
人
間
存

在
の
行
為

の
内
で
働
く
。
こ
う
し
て
人
間

は
知
識
学
を
持

つ
の
で

は
な
く

、
自

ら
知
識
学
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
は

知

識

学

を
生
き

、
知
識
学

を
行
じ
、
知
識
学
を
遂
行
す

る
」

の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
フ

ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
自
我
の
本
質

は
知
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
こ
の
知

の
徹
底
の
極
そ
の
限
界
に
お
い
て
自
我
は
絶
対
者
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
知
の
根
本
構
造
は
、
知

の
知

と
し
て
の
超
越
論
的
対
自
性

で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で

は
道
元

に
お
い
て
知

の
契
機
は
い

か
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
『
唯
仏
与
仏
』
に
次
の
よ

う
に
あ

る
。
「
み

づ
か
ら
を
し
ら
ん
こ

と
を
も
と
む

る
は
、
い
け
る
も
の
の
さ
だ
ま
れ
る
心
な
り

。
然
れ
共

、
ま
こ

と
の
み

づ
か
ら
を

ぱ
み

る
も
の
ま
れ
な
り
、
ひ
と
り

仏
の
み
こ
れ
を
し
れ
り
。

…
…

仏
の
云

ふ
み

づ
か
ら
は
、
則

ち
尽
大
地
に
て
あ
る
な
り

。
然
ば
、
み

づ

か
ら
と
知

も
知
ぬ
も
、
皆
と
も
に
お
の
れ
に
あ
ら
ぬ
尽
大
地

は
な
し

。」
こ
こ

学哲の量思非0
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に
道
元

に
お
け
る
知
と
仏
法
と
の
関

わ
り

が
端
的
に
現
わ
れ
て
い

る
。
自
己

を
知

ろ
う
と
思

う
こ

と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
本
当
の
自
己
を
知

る
と

い
う
こ

と
は
、
仏
法

の
立
場

か
ら
尽
大
地
こ
れ
自
己
と
知

る
と
い
う
こ

と
で

あ
り

、
人
知

の
側

か
ら
み
て
知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
仏
法

の
側
か
ら
は
尽
大
地

法
身

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
人

知
の
側
か
ら
見

る
こ
と
に
対

し

て

は
、
「
仏

法
は
、
人
の
知
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
…
…
独
り
仏
に
さ
と
ら
る
る
」
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
「
諸

仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏

な
る
と
き
は
、
自
己
は

諸

仏
な
り

と
覚
知
す
る
こ
と
を
も
ち

ゐ
ず
」
、
「
法
も
し
身
心

に
充
足
す

れ
ば
、

ひ
と
か
た
は
た
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ

る
」
も
の
で

あ

り

、
「
得
処

か
な
ら
ず
自
己

の
知
見

と
な
り

て
、
慮
知
に
し
ら
れ

ん
ず
る
と
な
ら
ふ
こ
と
な

か
れ
」

と
言

わ
れ

る
の
で
あ

る
。

か
く
し

て
道
元

は
「
お
ほ
よ
そ
諸

仏
の
境
界
は
不
可

思

議

な
り

、
心
識

の
お
よ
ぶ

べ
き
に
あ
ら
ず
」

と
言
い
切

る

の

で

あ

る
。
こ

こ
で

は
人
間

の
一
切

の
知
的

営
み
が
拒
否

さ
れ
、
た
だ
仏
の
側
か
ら
す
る
仏

の
行
の
み

が
語
ら
れ
、
人
間

に
対
し

て
は
た
だ
「
一
向

に
坐
禅
弁
道

し
て
、

一
知
半
解
を
心
に
と
ど
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
は
フ

ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
、
知

を
究

め
尽
し
知

の
限
界

に
お
い

て
言

わ
れ
る

「
知
の
滅
却
」
と
も
全
く
異

な
っ
て
い

る
。
そ

し
て
ま

た
道
元

に
お
い
て
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
あ

っ
た
知
の
根
拠

づ
け

の
問
題
も
、
階
層
的
体
系
構

築
も
全
く

み
ち
れ

な
い
。
む
し
ろ
『
春
秋
』

の
巻

に
「
あ

や
ま
り
て
洞
山

に
偏
正
等

の

五
位
あ
り
て
人
を
接
す
と
い
ふ
。
こ
れ
は
胡
説
乱
説
な
り
、
見
聞
す
べ
か
ら

ず
」
と
あ
る
よ
う
に
段
階
的
体
系
的

な
説
明

を
拒
否
し
、
常

に
仏
の
側
か
ら
、

仏
法
そ

の
も
の
を
直
接
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

果
し
て
道
元

に
と
っ
て
人
間

の
慮
知
念
覚
は
こ

と
ご
と
く
否
定

さ
る

べ
き

も
の
で
あ
り
、
知

と
い
え

ば
た
だ
仏
の
智
慧
の
み

な
の
で
あ
ろ
う

か
。
仮
り

に
そ
う
だ

と
し
て
も
、

仏
法

が
衆
生
済
度
を
こ

と
と
す

る
も
の
で
あ
る
限
り

、

仏
智
慧
と
凡
夫
の
知

と
の
接
点

も
し
く
は
凡
夫

の
知

の
仏
智
慧
へ
の
転
換
、

「
転
識
得
智
」

が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
知

と
い
え
ど
も
仏
智
慧
に
救
い

と
ら
れ
て
あ
る
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
常
に
仏
の
側
か
ら
の
み
仏
法

を

説
き
、
身
を
以
て
す
る
只
管
打
坐
行
を
勧
め
る
道
元
に
、
人
知
の
契
機
は
皆

無
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

仏
道

が
身
を
以
て
す
る
「

身
学
道
」

で
あ
る
と
は
い

え

、
他
面

に
お
い
て

は
仏
法

は
人
に
伝
え
得
る
も
の
語
り

得
る
も
の
で
も

な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で

な
け
れ

ば
釈
尊
の
転
法
輪
も
道
元

の
『
正
法
眼

蔵
』
も
な

か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
道
元
は
『

心
不
可

得
』

の
巻
で
次

の
よ
う
に

言

っ
て

い

る
。「

過
去
心
不
可

得
、
現
在
心
不
可

得

、
未
来

心
不
可

得
。
い

ま
い
ず
れ
の
心
を
か
、
も
ち
ひ
を
し
て
い
か
に
点
ぜ
ん
と
か
す
る
」
と
問
う

て
徳
山
を
茫
然
答
え

る
と
こ
ろ

な
か
ら
し
め
た
老

婆

を

も
、
「
実

に
そ
の
人

な
る
こ
と
、
い
ま
だ
さ
だ

め
が
た
し
」
と
し
、「
む

か
し
よ
り
い
ま
だ

一

語

を
も
道
著
せ
ざ
る
を
、
そ
の
人
と
い
ふ
こ
と
、
い
ま
だ
あ
ら
ず
」
と
決
め
つ

け
て
い
る
。

得
道

な
れ
ば
道
得
な
ら
ん
、
即

ち
道

を
本
当
に
得
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
道
い
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

道
得
は
同
時
に
「
不
道
得
を
不
道
す
る
」
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
「
不

道
は
道
得
の
頭
正
尾
正
」
で
あ
る
。
こ
の
不
道
得
を
踏
ま
え
た
道
得
の
成
り

立
つ
場

は
単

な
る
人

間
悟
性
知
の
立
場
で

は
な
い
。
そ
れ
は
か
の
『
坐
禅
儀
』

に
「
不
思
量

底
如
何

思
量

。
こ
れ
非

思
量

な
り
。
こ
れ
す

な
は
ち
坐
禅
の
法



術

な
り
」

と
あ
る
非
思
量

の
場
で

あ
ろ
う
。
思
量

・
不

思
量

を
超
え
、

か
つ

両

者
を
そ

の
根
底

に
お
い
て
統

べ
て
い
る
非
思
量

、
こ

の
非
思
量

の
具
体
的

遂
行
が
「
心
意
識

に
あ
ら
ず
、
念
想
観
に
あ
ら
ず
」

と
言

わ
れ

る
、
一
切

の

身

心
の
志
向
的
作
為

が
休
止
し
た
と
こ
ろ
に
営
ま
れ

る
無
所
得
常
精
進
と
し

て

の
只

管
打
坐
行
で
あ
ろ
う
。

さ
て

こ
の
よ
う
な
宗
教
と
し
て
の
只

管
打
坐
行

に
お
い
て
、

さ
ら
に
な
お

哲
学
す

る
こ
と
の
余
地

が
残
さ
れ
て
い

る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て

も
な
お
い
わ
ば
「

非
思
量
の
哲
学
」

と
も
言
う

べ
き
も
の

が
可

能
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
可

能
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
は
い
か
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
も
そ
の
可

能
性

が
フ

ィ
ヒ
テ
の
超
越
論
哲
学

と
の
関

連
の
内

で
開
か
れ
得

る
の
で

あ
ろ
う
か
。

非
思
量

と
言

う
限
り

、
意
識
に
連

な
り

つ
つ
も
既

に
意
識
の
立
場
で

は
な

い
。
従

っ
て
フ

ィ
ヒ
テ

の
自
己

意
識
が
い

か
に
個
人
的
経

験
的

な
自
我

の
意

識

を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て

も
、
非

思
量
の
哲
学
は
自
己

意
識
の

超

越
論
哲
学
で

は
あ
り

得
ず
、
む
し
ろ
言

わ
ば
存
在
の
超
越
論
哲
学

へ
と
脱

皮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
思
惟

の
自

己
思
惟
、
知
の
自
己

根

拠
づ
け
と
し
て
展
開
し
て
き
た
超
越

論
哲
学

の
伝

統

の

内

で
、
果

し
て

存

在
の
超
越
論
哲
学
と
い
う
こ
と

が
言

わ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し

言

い
得
る
と
す

れ
ば
そ
の
際
に
は
、
存
在

の
超

越
論
的
性
格

が
問
題
で

あ
り

、

超

越
論
性
そ
の
も
の
の
根
本
変
革

が
要

求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の

場

合
に
は
次
の
如
く
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
即

ち
意
識
的
思

惟
活
動

の
み
に
自

ら
を
超
え
出
て
自

ら
へ
と
還
帰

す
る
と
い
う
超

越
論
的

構

造

が
あ

る
の
で
は
な
く
、
我

々
の
身

体
的
行
為
自
身
も
超
越
論
性
を
備
え
て

い
る
、
つ
ま
り
意
識
に
自
己

意
識
が
あ
る
よ
う

に
、
行
為
そ
の
も
の
に
自
己

還
帰
性

が
あ

る
、
と
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
は

し
な
い

か
。
そ
し
て
こ

の
自

己
還
帰
性

を
も
つ
行
為
に
よ
っ
て

か
え

っ
て
自
己
反
省
、
自
己
意
識
が
成
り

立
つ
と
は
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

仏
道

が
単
に
経
験
的
に
う
ま
く
世

に
処
す

る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
仏

道
を
行
ず
る
者
自
身
の
人
間
存
在

の
根
源
に
迫
り
、
そ
こ
か
ら
の
仏
行

が
ひ

と
、
人
に
お
い
て
営
ま
れ
る
と
き
、
そ

の
と
き
そ
れ
は
我
々
の
存
在

と
生
と

の
自

己
根
拠

づ
け
で
あ
り

、
仏
行
・
仏
道
の
超
越
論
的
性
格
を
示

し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
仏
法
に
お
い
て
仏
行
と
は
尽
大
地
と

も
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ

ば
こ
の
仏
行
の
自
己
存
立
、
自
己
根
拠

づ
け
と
い
う
超
越
論
的
性
格
は
ま
た
全
自
然
に
ま
で
も
広
げ
ら

れ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
で

あ
ろ
う
。

哲
学
の
根
本
に
あ
る
超
越
論
性
を
自
我

に
の
み
帰
す

る
の
は
一
面

的
で
あ
り

、
む
し

ろ
自
他
共
に
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
根
源
の

と
こ

ろ
で
、
思
惟
も
行
為

も
自
然
も
存
在
も
、
す

べ
て

が
す

べ
て
に
対
し
超

越
論
的
に
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
目
撃
す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
こ
と
仏
法

は
「

自
他
の
見

を
や

め
て
学
す
」

べ
き
も
の
で
あ
り

、
そ
こ
に

将
来
「

非
思
量
の
哲
学
」
成

立
の
可
能
性

が
開

け
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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ｒ

ｄ

　
Ｋ

ｒ
ｏ

ｎ

ｅ
ｒ

，
　
Ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｋ

ａ

ｎ

ｔ

　
ｂ

ｉ
ｓ

　
Ｈ

ｅ
ｇ

ｅ

ｌ
，
　
２

．
　
Ａ

ｕ

ｆｌ

ａ
ｇ

ｅ

，
　
Ｔ

ｕ

ｂ

ｉ
ｎ
-

ｇ

ｅ

ｎ

　
１
９

６
１

，
　
Ｂ

ｄ

．
　

Ｉ
，

　

Ｓ

．
３
７
５

ｆｆ
.

W
e

ｒ
ｎ

ｅ
ｒ

　
Ｂ

ｅ
ｃ

ｋ
ｅ

ｒ

，
　

Ｆ

ｉｃ

ｈ

ｔ
ｅ

　ｕ

ｎ

ｄ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｍ

ｙ

ｔ
ｈ

ｏ
ｓ

　
ｖ
o
m

　
Ｐ
ｒ

ｉｍ

ａ

ｔ
　
ｄ
ｅ

ｒ

ｐ
ｒ

ａ

ｋ

ｔ
ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｎ

ｕ

ｎ

ｆ
ｔ

，
　

ｉｎ

：
　

Ｒ

ｅ

ｈ

ａ

ｂ

ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
ｕ

ｎ

ｇ

　

ｄ
ｅ

ｒ

　
ｐ

ｒ
ａ

ｋ

ｔ
ｉｓ

ｃ
ｈ

ｅ

ｎ

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｅ

　
Ｉ
Ｉ

，
　
ｈ

ｒ
ｓ
ｇ

．
　
ｖ

．
　
Ｍ

．
　
Ｒ

ｉｅ

ｄ
ｅ

ｌ
，
　

Ｆ

ｒ
ｅ

ｉ
ｂ
ｕ

ｒ

ｇ

　
１

９
７
４

，　

Ｓ

．
　６

１
０

（

３

）
　

Ｊ

．
　Ｇ

．
　
Ｆ

ｉｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　
Ｖ

ｅ

ｒ
ｓ
ｕ

ｃ

ｈ

　
ｅ

ｉｎ

ｅ

ｒ

　
ｎ

ｅ
ｕ

ｅ

ｎ

　Ｄ

ａ
ｒ

ｓ
ｔ
ｅ

ｌ
ｌ
ｕ

ｎ

ｇ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
W
i

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｃ

ｈ

ａ

ｆ
ｔ
ｓ

ｌ
ｅ

ｈ
ｒ

ｅ

，
　
Ａ

ｋ

．
　

Ｉ
　
４

，
　

Ｓ

．
　１
８
６

（
４
）
　
Ｖ
ｇ
ｌ

．

Ｊ

．
G
.

Ｆ

ｉｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　

Ａ

ｋ

．
　
Ｉ

　
２

，
　
Ｓ

．
　３

９
７

（

５

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

現

成

公

案

』

道

元

禅

師

全

集

上

。

大

久

保

道

舟

編

、

昭

和

四

十

四

年

、

筑

摩

書

房

、
七

頁

。

以

下

道

元

か

ら

の

引

用

・

参

照

は

同

書

に

よ

る

。

（

６

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

弁

道

話

』

七

三

七

頁

。

（

７

）
　

道

元

「

正

法

眼

蔵

現

成

公

案

」

八

頁

。

（
８
）
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
行
持
上
』
一
二
三
頁
。

（

９

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

現

成

公

案

』

一

〇

頁

。

（
1
0
）
　
Ｖ
ｇ
ｌ

．

Ｊ

．
G
．

Ｆ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　

Ｂ

ｒ

ｉ
ｅ

ｆ
w

ｅ

ｃ

ｈ

ｓ
ｅ

ｌ
　

１
７
９

９
-

１
８
０

０

　
ｕ

．
　

１
８
０

１
-

１

８
０

６
，

Ａ
ｋ

．

Ⅲ
　
４
　
ｕ

．

Ⅲ
　
５

（

1 1

）

　

Ｖ

ｇ

ｌ
．

　
Ｊ

．
　
Ｇ

．
　
Ｆ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　

Ｄ

ａ

ｓ

　
Ｓ

ｙ

ｓ

ｔ
e
m

　

ｄ
ｅ

ｒ

　
Ｓ

ｉ
ｔ
ｔ
ｅ

ｎ

ｌｅ

ｈ
ｒ

ｅ

 
ｎ

ａ

ｃ
ｈ

　
ｄ

ｅ

ｎ

Ｐ

ｒ

ｉ
ｎ

ｚ

ｉｐ

ｉｅ

ｎ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　
W
i

ｓ
ｓ
ｅ

ｎ

ｓ
ｃ

ｈ

ａ

ｆ
ｔ
ｓ

ｌ
ｅ

ｈ
ｒ

ｅ

，
　
Ａ

ｋ

．
　

Ｉ
　
５

Ｊ

．
Ｇ

．
Ｆ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　
W
i

ｓ
ｓ
ｅ

ｎ

ｓ
ｃ

ｈ

ａ

ｆ
ｔ
ｓ

ｌ
ｅ

ｈ
ｒ

ｅ

　ｎ

ｏ
ｖ

ａ

　
m
e

ｔ
ｈ

ｏ

ｄ

ｏ

，
　Ｋ

ｏ

ｌ
ｌ
ｅ

ｇ

ｎ

ａ

ｃ

ｈ
-

ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｆ
ｔ
　
Ｋ

．
　
Ｃ

ｈ
ｒ

．
　
Ｆ

ｒ

．
　
Ｋ

ｒ

ａ
ｕ

ｓ
ｅ

　

１
７

９
８

／
９

９
，

　

ｈ
ｒ

ｓ
ｇ

．
　ｖ

．
　
Ｅ

．
　
Ｆ

ｕ

ｃ

ｈ

ｓ

，
　

Ｈ

ａ
ｍ
-

ｂ
ｕ

ｒ
ｇ

　
１
９
８

２

（
1
2
）
　
道
元
『
正
法
眼
蔵
山
水
経
』
二
五
八
頁
。

（
1
3

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

唯

仏

与

仏

』

七

八

二

頁

。

（

1 4

）
　

同

書

、

七

八

四

頁

。

（

1 5

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

谿

声

山

色

』

二

二

二

頁

。

（

1 6
）
　
Ｊ
.
　
Ｇ

．

Ｆ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ

，

Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
ｎ
w
ｅ
ｉ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
　
z
ｕ
m
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
，
　
Ｓ
ａ
ｍ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ

ｅ

，
　
ｈ
ｒ

ｓ
ｇ

．
　
ｖ

．
　
Ｉ

．
　Ｈ
.

Ｆ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　
Ｂ

ｄ

．
　
Ｖ

，
　
Ｓ
.

　４

７
２

（
1
7

）

Ｊ

．
　Ｇ

．
　
Ｆ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｅ

，
　
Ｄ

ａ
ｒ
ｓ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌｕ

ｎ

ｇ

．
　
ｄ

ｅ
ｒ

　
W
i

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｓ
ｃ

ｈ

ａ

ｆ
ｔ
ｓ

ｌｅ

ｈ

ｒ
ｅ

　
ａ

ｕ

ｓ

　

ｄ
ｅ
ｒ

Ｊ
ａ

ｈ

ｒ
ｅ

ｎ

　

１
８
０

１
／
０

２

， 　

ｈ
ｒ

ｓ
ｇ

．
　ｖ

．
　
Ｒ

．
　
Ｌ

ａ

ｕ

ｔ
ｈ

　ｕ

．
　

Ｐ

．
　Ｋ

．
　
Ｓ

ｃ

ｈ
ｎ

ｅ

ｉ
ｄ
ｅ

ｒ

，
　

Ｈ

ａ

ｍ
-

ｂ
ｕ

ｒ

ｇ

　
１
９
７

７

，
　
Ｓ

．
５

２

（

1 8

）
　

ａ
.

　ａ

．
　Ｏ

．
，

　
Ｓ
.

　５

９

（

19

）
　

ａ
.

　ａ

．
　Ｏ

．
，

　
Ｓ
.

　
１
６

（
2
0

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

唯

仏

与

仏

』

七

八

三

頁

。

（

2
1

）
　

同

書

、

七

八

〇

頁

。

（
2
2

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

現

成

公

案

』

七

頁

。

（
2
3
）
　
同
書
、
九
頁
。

（
2
4

）
　

同

書

、

一

〇

頁

。

（
2
5

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

弁

道

話

』

七

三

三

頁

。

（
2
6

）
　

同

書

、

七

四

四

頁

。

（
2
7

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

春

秋

』

三

二

八

頁

。

（

2 8

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

身

心

学

道

』

三

九

頁

。

（
2
9

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

心

不

可

得

』

六

五

頁

。

（
3
0

）
　

同

書

、

六

六

頁

。

（
3
1

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

道

得

』

三

〇

二

頁

。

（
3
2

）
　

同

書

、

三

〇

三

頁

。

（
3
3

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

坐

禅

儀

』

八

九

頁

。

（
3
4

）
　

同

書

、

八

八

頁

。

（
3
5

）
　

道

元

『

正

法

眼

蔵

弁

道

話

』

七

四

三

頁

。

（

な

が

さ

わ

・

く

に

ひ

こ

、

哲

学

、

同

志

社

大

学

教

授

）

ａ
ｕ

Ｏ１
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