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蔵
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自
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本
稿

は
、
も
の

と
自
己

と
の
関

係
を
追
求
す

る
こ
と

を
主
導
的
な
動
機
と

し
、
そ
の

た
め
の
手

が
か
り
を
道
元
と

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
を
比
較
検
討

す
る
こ
と

に
求

め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
二

人
の
思
索

に
は
も
と

も
と
何
の
相
互
関

係
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
以
下

の
考
察
に
お

い
て
は
、

「
も
の
の
存
在
と
自
己
の
同
一
」
と

い
う
、
も
の

と
自
己

と
の
関

係
に
関
す

る
最
も
極
端
な
存
在
投
企

に
よ

っ
て
、
二
人
の
思
惟
を
比
較
す
る

た
め
の
領

域
を
開
き
た
い
と
思
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
領
域
は
比
較
す
る
こ

と
自
体
を
目
的
と
し
て
し
つ
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
以
下

の

比
較
思
想
的
考
察
を
通
じ
て
、
こ
の
領
域
そ
の
も
の
が
一
層
明
瞭

に
さ
れ

、

そ
の
根
拠
が
確
か

め
ら
れ

る
こ
と
こ
そ
が
重
要

で
あ
る
。
そ
れ

に
よ

っ
て
私

た
ち
の
社
会
が
デ

カ
ル
ト
以
来
一
貫
し
て
「
も
の
の
存
在
と
自
己

の
分
離
」

と

い
う
思
想
構
造
の
上
で
展
開
し
て

い
る
こ
と
が
見
え
る
よ
う

に
な
り
、

さ

ら

に
こ
の
思
想
構
造

に
対
す

る
、
よ
り
広
範
な
批
判
的
考
察
が
可

能
に
な

る

こ

と
こ
そ
本
稿
の
狙
い
と
す

る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で

あ
る
。

さ
て
、

周
知
の
と
お
り

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て

デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
「
主
観
」
と
し
て
の
自
己
に
対

し
て

手
厳
し
い
批
判
を

展
開
し
て

い
る
。
し

か
し
彼
が
提
示
す
る
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
自
己

は
、
デ
カ
ル

ト
的
な
近
代
主
義
を
克
服
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
『
存
在

と
時
間
』

に
お
け
る
「
も

の
」
と

「
自
己
」

の
関
係
に

着
目
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
こ
の
問
題

を
提
起
し
、
考
察
し
た
い
と
思

う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
こ
の

観
点
に
立
つ
こ
と

に
よ

っ
て
初
め
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「
世
界
内
存
在
」

の
存
在
論
が
、
そ
の
主
観
客

観
図
式
の
克
服

と
い
う
自
ら

の
意
図

に
も
拘
ら
ず

、
現
実

に
は
デ
カ
ル
ト
同
様
「
も
の
の
存
在
と
自
己
の

分
離
」
と

い
う
西

欧
近
代
の
根
源
的
な
制
約
の
う
ち
に
留
ま

っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す

る
こ
と

が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
の
考
察
で

は
初
め
に
。

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の

『
存
在
と
時
間
』

に
お
け

てＦｖつに在所の己自るけおに
Ｉ

間時と在存
ｒ

とｊ
蔵眼法正ｒ－
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る
自
己

の
所
在

を
検
討

し
、
そ
れ
が
「
も
の
」
の
存
在
と
の
分
離

に
お

い
て

本

来
的
に
開
示

さ
れ
る
「
現
」

に
あ
る
こ
と
を
示

し
（
第
一
章
）、
次

に
こ
れ

と
対
照

的
に
、
道
元

の

『
正
法

眼
蔵
』
に
お
け
る
自
己

の
所
在
が
、
諸
法
即

仏
法
と

し
て
の
「
も

の
」

の
側
に
あ
る
こ
と
を
示

し
た
い
と
思
う
（
第
二
章
)
。

そ

し
て
最

後
に
両
者

を
「
も
の
の
存
在
と
自
己
の
同
一
」

と
い
う
観
点
か
ら

対

比
的

に
考
察
す

る
（
第
三
章
)。
こ

の

章
で

は
、
『
存

在

と
時

間
』

に
は

「
自
己

的
な
も

の
の
世
界
」

と

い
う
観
点
が

欠
落
し
て

お
り
、
こ
れ

が
「
も

の
」

か
ら
分
離

さ
れ

た
不

安
な
自
己
の
自
覚
と

い
う
近
代

的
自
己
経
験
を
も

た
ら
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し

、
こ
れ
に
対
し

て
『
正
法
眼
蔵
』

に
お
け
る

諸
法
即
仏
法
な
る
聖
性
の
次
元
こ

そ
「
も
の
の
存
在
と
自
己

の
同

一
」

の
可

能
的
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
い
と
思

う
。

１

『
存
在
と
時
間
』
の
目
的
と
す

る
と
こ
ろ

は
、
存
在
一
般
の
意

味
の
究
明

で
あ

っ
て
、
自
己
の
究
明
で

は
な

い
。
し

か
し
そ

の
記
述

は
、

ほ
と
ん
ど
私

た
ち
一
人
一
人
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ

の
自
己

の
あ
り
方

の
分
析

に
終
始

し

て

い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間

の
自
己
が
他
の
存
在
す

る
も
の

と
は
違

っ

て

、
自
己
の
存
在

に
自
ら
関
わ

っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て

、
存

在
の
意
味
へ
の
問
い
を
究
明
す
る
た

め
の
通
路
で
あ
る
と
見
ら
れ
て

い
る
か

ら

で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
自
己
の
あ
り
方

を

「
こ
の
存
在
者
の
存
在
は
、
そ
の
つ
ど
私
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
表
現
し
て

い

る
。
こ
の
「
私

の
も
の
で

あ
る
」
と

い
う
言
葉
は
、
私

た
ち
自
身
が
自
己
を

獲
得
し
た
り
、
あ

る
い
は
見
失

っ
た
り
す
る
可
能
性
を
自
ら
の
内

に
持

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
事
物
は
そ
れ
が
「
何
」
で
あ
る

か
と
い
う

こ
と
に
よ

っ
て
表
示
さ
れ

る
が
、
私
た
ち
は
、
あ
ら

か
じ

め
何
も
の

か
と
し

て

あ
る
の
で

は
な
く

「
関

わ
る
存
在
」
（
Ｚｕ
-ｓ
ｅ
ｉｎ
)

と
し
て

可
能

的

に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
は
、
私
た
ち
の
自
己

を

Ｄ
ａ
ｓｅ
ｉｎ

と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
奇
妙
な
呼
称
は
、
私

た
ち
が

「
関
わ
る
存
在
」

と

し
て
、
存
在
に
向
か
っ
て
「
開
か
れ
て
い
る
こ
と
」
を
Ｄ
ａ
（
＝
「
現
」
)

で
も

っ
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

は

「
世
界
内
存

在
」
で

あ
る
。

こ
の
概
念

は
、
『
存

在
と
時
間
』

に
お
い
て
は
、
い
き
な
り
提
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と

い
う
の
も

「
世
界
内

存
在
」

は
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ

る
よ
う
な
概
念
で

は
な

い
か
ら

で

あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
Ｄ
ａ
ｓｅ
ｉｎ

の
分

析

に
先
だ

っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
保
持
さ
れ
把
握
さ
れ
て
い
る
根
本
経
験
で
あ
る
（
G
A

６
３

，８
０
)°
し

た
が

っ
て

「
関

わ
る
存
在

」

に
お
け

る

「
～
へ
と
関

わ
る
」

（
z
u
）
こ
と
は
、
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
存
在
機
構
に
即
し
て
捉
え
ら
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
い

い
か
え
れ
ば

Ｄ
ａ
ｓｅ
ｉｎ

の
分
析

と
は
、
「
世
界
内

存
在
」
と
し
て
自
己

が
ど
の
よ
う
に
自
己
自
身
の
存
在
へ
と
関
わ
っ
て

い
る

の
か
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
世
界
内
存

在
」

と

い
う

視

点
は
、

い
か
に
し

て
「
主
観
」
が

「
客
観
」
へ
と
関
係
す

る
の

か
と

い
う

問
題
の
発
生
を
、
あ
ら

か
じ

め
遮
断
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
世
界

を
あ
ら
か
じ

め

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の
構
成
契
機
と
し
て
取

り
込

む
こ
と

に
よ

っ
て
、

デ

カ
ル
ト
以
来
の
主
観
客
観
図
式
を
の
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た



の

で

あ

る

。
「
も

の
」

は

世

界

の

う

ち

で

出

会

わ

れ

る

。

そ

し

て

世

界

は

「
も

の

」

で

は

な
く

「
関

わ

る

存

在
」

と

し

て

の

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

が

「
も

の
」

を

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の

「
自

分

自

身

の

た

め

に
」

と

い

う

目

的

へ
と

向

け

て

出

会

わ

せ

る
基

盤

で

あ

る
。

で

は

「
も

の
」

そ
れ

自

身

は

な

ん

で

あ

る
の

か

。
「
も

の

」

は

存

在

し

て

い

る

。

し

か

し

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

は

、
「
も

の
」

に

と

つ
て

は

「

お

の

れ

の

存

在

は

ど

う
で

も

よ

い

も

の
」
、
厳

密

に
は

「
ど

う

で

も

よ

い

も

の

で
も

、

ど

う

で

も

よ

く

な

い

も

の
で

も

あ

り

え

な

い
」
（
Ｇ
Ａ
２

，５
７
)
と

い

う

。

こ

の

表
現

は

「
も

の

」

に

は

自
己

自

身

へ

の

関

わ

り

が

存

在

し

な

い

、

と

い

う

こ

と

を

意

味

し

て

い

る

。
し

た

が

つ
て

「

も

の
」

の

自

体

存

在

（
Ａ
ｎ

-
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
-
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
)
は
、
も
の
の
そ
れ
自
身
へ
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
D
a
‐

s
e
i
n
へ
と
向
け
ら
れ
て
、
Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
の
た
め
に
用
立
て
ら
れ
て
い
た
り
、
あ

る
い
は
用
を
為
さ
な
か
つ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
Z
u
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
-

ｈ
ｅ
ｉｔ
)
に

あ

る
と

み

ら

れ

て

い

る
。

つ

ま

り

、
Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の

自

己

を

「
自

己

自

身

へ
の

関

わ

り

」

と

し

て

捉

え

、

そ

の

関

係

の
内

に
世

界

と

い

う
現

象

を

組

み

込

む

こ
と

に

よ

つ
て

、

ハ
イ
デ

ッ

ガ

ー

は

「

も

の
」

を
自

己

の
上

に

設

置

し

て

い

る
の

で

あ

る
。

と

こ

ろ

で

自

己

で

あ

る

こ
と

（
＝
自

己

性
)

は

、
積

極

的

に

は

何

を
意

味

す

る
の

で

あ
ろ

う

か

。

先

に

「
Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ
 
の

分

析

と

は

、

自

己

が

ど

の

よ

う

に
自

己

自

身

の
存

在

へ

と

関

わ

つ
て

い

る

か
を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
」

と

述

べ

た

が

、

こ

れ

は
次

の

よ
う

に

言

い

換

え

ら

れ

る

。

通

常

D
a
s
s
e
i
n
に
と
つ
て
自
己
の
自
己
性
が
明
ら
か
に
な
つ
て
い
な
い
こ
と
、
そ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

よ

う

な

可

能

性

が

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の
内

に

存

在

し

て

い

る

こ

と

、

そ

の

可

能

性

へ

向
け

て

自

ら

を

投

企

す

る

こ

と

に

よ

つ
て

、

自

己

性

が

獲

得

さ

れ

明

瞭

に

さ

れ

る

こ
と

で

あ

る

（
実

は

『
存

在

と

時
間

』

そ

の

も

の

が

、

そ

の

よ

う

な

自

己

投

企

の

記

述

に

ほ

か

な

ら

な

い
)
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

に
よ

れ

ば

、

こ

の

可

能

性

は
、

私

た
ち

が

頼

み

に
し

て

い

る

世
界

が

も

は

や

私

た
ち

の

た
め

に
何

一

つ

提
供

し

て

く

れ

な

く

な

る
よ

う

な

経
験

に

お
い

て

開

か
れ

る
。

で

は
、

こ

の

よ

う

な
非

日
常

的

な

経

験

と

は

な

に

か
。

そ

れ

は

「
不

安

」

で

あ

る

。
「
不

安

」

に

お

い

て

は

、

な

に

も

の

も

「
用

を

な

さ

な

い
」
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

は

、

こ

れ

を

は

つ
き

り

と

「
Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

の

無
」
（
Ｇ
Ａ
２
,
　
２
４
８
)
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
「
不
安
」
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー

ド

と

し

て

「
も

の

」

を
一

気

に
飛

び

越
え

、

自

己

自

身

に

直

面

し

よ

う
と

す

る

。
「
こ

の
世

界

に

は
寄

り

か

か

る

も

の

が

何

も

無

い
」

と

い

う

「
無

」

へ

向

け

て

自

己

を
投

企
す

る
こ

と

は

「

関

わ

る

存
在

」

と

し

て

の

自
己

の
本

来

的

な

様
態

で

あ

る

。

ハ
イ
デ

ッ

ガ
ー

は

、

こ

れ

を

「
死

」

と

「
良

心

」

の
分

析

を

通

じ

て

「
先

駆

的

覚

悟

性

」

と

し

て

規

定

す

る
。
「
先

駆

」

と

は

、

お

の

れ

の
死

を

純

粋

な

可
能

性

と

し

て

「
現

」

に

保

持

し

続
け

る
こ

と

で

あ
り

、

そ

れ

は

「
不

安

が

つ
て

い

る
死

へ

の

自

由

」
（
Ｇ
Ａ
２

，
　
３
５
３
)
で

あ

る

と

さ

れ

る

。

ま

た

「
覚

悟

性

」

と

は

、
お

の

れ

の

存

在

の

背

後

に

決
し

て

遡

行

で
き

な

い

と

い

う

負

い

目

あ

る

存

在

へ

と

、
「
不

安

な

気

持

ち

を

抱

き

つ

つ

自

ら

を

投

企

す

る
こ

と

」
（
Ｇ
Ａ
２

，　
４
０
４
)
で

あ

る
と

さ

れ

る
。

こ

の
両

者

の

統

一

と

し

て

の

「
先

駆

的

覚

悟
性

」

こ

そ

自

己

の

自

己

性

で

あ

り

、
自

己

の

所

在

は

、
「
先

駆

的

覚

悟

性

」

に

お

い
て

、

本

来

的

に
開

示

さ

れ

る

「
現

」

で

あ

る

と

見

る
こ

と

が

で

き

る

。

てＦ
Ｖ

つに在所の己自るけおに－
ｄ

間時と在存
ｒ

と－
ａ

蔵眼法正
ｒ－
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2

仏
教
の
原
則
的

立
場

は
無
我

で
あ
る
。
し
か
し

『
正
法

眼
蔵
』
は
、
自
己

に
論
及
す

る
こ
と
多

く
、
無
我

に
論
及

す
る
こ

と
は
き

わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
。

『
三
十
七
品
菩
提
分
法
』

の
巻
で
は
例
外

的
に
無
我

に
つ

い
て

論
じ
て

い
る

が
、
そ
の
扱

い
方

は
特
異

で
あ
り
「
観
法

無
我

は
長
者

長
法
身
、
短
者
短
法

身

な
り
」

と

い
い

「
一
切
法

無
一
切
法

を
観
法
無

我
と

参

学
す

る

な
り
」

（
下
一
九
‐

二
○
）

と
す

る

も

の
で

あ

る
。
「
法

無
我
」

は
、

一

般

的

に

は

「
存
在
す

る
も
の

に
は
自
性

が
無

い
」

と
い
う

意
味

で

あ
る

か
ら
、
「
自

性

身
」
で
あ
る

「
法
身
」
を
も

っ
て
こ
れ
を
説
明
す

る
の

は
、
逆
説

的
で

あ
る
。

こ
の
文

は
、
『
碧
厳
録
』
（
第
五
十
則
著
語
。
お
よ
び
第
三
十
則
頌
）
を
下

敷
き
と

す

る
も

の
と
思

わ
れ

る
が
、
そ
こ

に
は

「
無
我
」

へ
の
言
及

は
な
く

、
「
長

者
」
も

「
短
者
」

も
、
と
も
に
法
身
の
顕
現
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
が
狙

い
で
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
道
元
の
主
旨
が

「
無
我
」
を
説
く
こ
と

に
あ

る
以
上

、
こ
の
引
用

は

「
長
者
、
短

者
」
の
差
別

を
、
「
法
身
」

と
い
う
基

体

の
上
で

無
化

し
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
絶
対
差
別
の
絶
対
平
等
」

を

説

く
も

の
で
は
あ
り
得

な
い
。
こ
れ

は

「
長
法
身
」
「
短

法
身
」

と
い
う
言

い
方
で
も

っ
て

、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
個
別
性
に
即
し
て
無
我
で
あ
る
こ
と

を

い
う
の
で
あ

る
。
ま

た
「
一
切
法

無
一
切
法
」

は
、
『
仏
性
』

の
巻
に
お

け
る
「
一
切
衆
生
な
に
と
し
て
か
仏
性
な
ら
ん
～
魔
子
一
枚
を
将
来
し
て
一

切

衆
生
に

か
さ
ね
ん
と

す
。
仏
性

こ
れ
仏
性

な
れ
ば
、

衆
生

こ
れ

衆

生
な

り
」
（
上
三
三
五
）
を
さ
ら

に
徹
底

し
た
も
の
で

、
「
一
切

法
」
と

い
え

ば
そ

れ

っ
き
り
で
、
い

か
な
る
染
汚
も
許
さ
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
こ
の
「
無
我
」
の
説
明
は
、
「
法
」

の
相
対
化
を
許
さ
ず
、
「
法
」
そ
れ

自
身
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
無
我
」
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ

に
い
う
「
無
我
」
と

は
、
私
た
ち
か
ら
見
て

「
法
」
が

「
無
我
」

と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
「
法
」
そ
れ

自

身
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
御
抄
』

は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
「
法

を
人
あ

り

て
無
我

と
観
ず
る
に
あ
ら
ず
～
観
法
の
当
体
が
無
我
な
る
と
き

に
、
此
観

能

観
所
観

な
き
也
」

と
註
解
し
て

い
る
。
私

た

ち
は
、
こ

こ
で
、

道
元
が

「
法
」

を
そ
と
か
ら
傍
観
す
る
こ
と
を
嫌

い
、
「
法

」
の
側
に
視
座
を
置
い
て

論
じ
て

い
る
こ
と

に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
無
我
」

に
つ
い
て
は
、
「
法
」

が
相
依
相
関

に
よ

っ
て
成

立
し

て
い
る

か
ら
、
実
体
と
し
て

は
存
在
し
な
い
と
す

る
「
相
依
説
」
的
な
理
解
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
「
法
」
を
関
係
の
項
と
し
て
相
対
化
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
少
な

く
と
も

『
正
法

眼
蔵
』

に
お
け
る
、
「
法
」
と

「
自
己
」

の
関

係

を
考

え

る
場
合

に

は
、
ふ

さ
わ

し

い
も

の
で

は
な

い
。

関

係

の
上

に

「
法
」
を

設
置
す

る
こ
と

は
、
「
法
」
の

そ
と

に
立

っ
て

「
法
」

の
所

在
を

「
測
度
」
す

る
「
人

慮
」

と
し
て
の

「
自
己
」

な
く
し
て
、
な

し
得
な
い
。

し

か
し
な
が
ら

「
人
慮

の
測
度
を
も
て
山

を
知
見
す

べ
か
ら
ず
」
（『
山
水
経
』

上
二
二
七
）
で
あ

る
。
自
己
は

「
法
」
の
そ
と

に
は
存
在
し

な
い
し
、
「
法
」

は
関
係
の
項
で
は
な

い
。

そ
れ
で
は
、
「
法
」

が
自
己

の
上

に
存
在
す

る
の

で
あ
ろ
う
か
。
「
法
」

は
普
遍
者
と
し
て

の
自

己
が
現
象

し
た
も
の
で

あ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば

『
有
時
』
の
巻
に
お
け

る
「
わ
れ
を
排
列
し
て
、
わ
れ
こ



れ

を
み

る
な
り
。
」
（
上
一
五
九
）
な
ど

に
は
、
そ

の
よ
う
な
解
釈

の
余
地

が

あ

る
よ

う
に
も
見
え

る
。
そ
の
場

合
、
自
己

は
「
法
」

の
基
体

と
し
て
理

解

さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し

か
し

、
こ
の
よ
う
な
「
基
体
説
」

的
な
理

解

は
、

た
と
え

個
々
の
法
が
現
象

に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
言
え
て

も
、
根
源

的

な
自
己

を
立
て

る
点
で

、
も
は
や

仏
教
で

は
な

い
し

、
「
法
」

を
そ
れ
自

身

以
外

の
存

在
か
ら

理
解
す

る
こ
と

を
、
染
汚

と
し
て
嫌
う
道
元

が
こ
れ
に
同

意
す

る
は
す
が
な

い
。
『
正

法
眼

蔵
』

に
お
け

る
、
自
己

の
所
在

は
「
法
」

で

あ
っ
て

、
そ
れ
以
外

に
は
あ
り
得

な
い
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て

「
法
」

の
側
に
視

座
を
置

く
と
は
「
法
」

が
自
己
で

あ
る
こ
と

で
あ
り
、
「
観
法

無

我
」

と

は
「
法
」

の
自

己

が

無
で

あ

る

こ

と

に
ほ

か
な
ら

な

い
。

こ

の

「
無
」

は
「
一
切
法
無
一
切
法
」
の
「
無
」
で

あ
っ
て

、
「
法
」

の
同
一
性

の

内

に
、

い
か
な
る
差
異
も
入
り
込
む
余

地
が
な
い
こ
と

、
即
ち
、
自
己
関

係

に
お
け

る
不
可

識
別

の
領
域
を
示
し
て

い
る
。

自
己
が
「
法
」

を
外
か
ら
眺

め
る
こ
と

を
止

め
、
「
法
」

の
同

一
性

の
内

に
入
り
込
む
時
、
自
己

は
「
無
」

と
し
て
顕

わ
に
な
る
の
で

あ
る
。

し
か
し

、
こ
の
「
無
」
を
自
閉

的
な
同

一

性
と
解

し
て

は
な
ら
な
い
。
私

た
ち
は
「
し
ば
ら
く
十

方
の
水
を
十
方

に
し

て

着
眼

看
す
べ
き

時
節
を
参
学
」

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
（
『
山
水
経
』
上
二

二
一
）
。
た
と
え
ば
水
は
「
随
類
の
所
見
不
同
」
で
あ
る
。
ま
た
「
着
眼
看
」

と
は
い
え

、
そ
れ
は
水
の
所
知
覚
で
も
不

知
覚
で

も
な
い
。
水
で

あ
る
こ

と

に
お
い
て

開
か
れ
る
自
己

の
「
無
」
が

「
本
水
な
き
が
ご
と
し
」

と
い
わ
れ

、

ま

た
「
依
水
の
透
脱
」
と

い
わ
れ

る
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
し
て

「
水

よ

く
現
行
す
」

が
成

立
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
論

理
構
造

は

『
正
法
眼
蔵
』

に

一
貫
す
る
も
の
で
あ

る
。
「
法
」

の
自

己
に
お
け

る
「
差
異
」

の
無
さ
は
、

「
自
己
を
忘
れ
る
こ
と
」
と
し
て
、
自
己
を
自
由
に
し
、
そ
の
動
域
を
「
尽

十

方
界
自
己
」
と
し
て
開
く

の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で

『
正
法
眼
蔵
』

に
お
け

る
「
法
」
と
は
、
「
諸
法

の
仏
法

な
る
時
節
」

に
お
い
て

記
述
さ
れ

た
「
法
」

で

あ
る
。
（
実
は

『
正
法
眼
蔵
』

そ
の
も

の
が
、
そ
の
よ
う
な
時
節

の
記
述

に

ほ
か

な
ら
な

い
。
）
こ
こ

で

は
「
諸
法
」

は
、
単
な

る
事
物

で

は

な
く

「
仏
法
」

そ
の
も
の
で
あ

る
。
『
正
法

眼
蔵
』

に
お

い
て

は
、
こ

の
よ

う
な

「
法
」

と
し
て
の
「
も
の
」
が

自
己
の
所
在
で

あ

っ
て
、
自
己
で
あ

る
こ
と

（
＝
自
己
性
）
は
「
無
」
と
し

て
「
尽

十
方
界
」

に
無
碍
の
動
域

を
開

い
て

い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
法
」
の
あ
り
方
を
、
私

た
ち

は
『
御
抄
』

の
註
解
に
な
ら
い
「
一
法
究
尽
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

3

次

に
両

者

に
お

け

る

自

己

の
所

在

を

比

較

検

討

す

る

。
『
存

在

と

時

間

』

に

お
け

る

自

己

の

所

在

は

「
現

」

で

あ

る
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

は
自

己

が

本

来

的
に
「
現
」
に
あ
る
こ
と
を
、
不
安
に
お
け
る
「
Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
の
無
」

と

い
う

経

験

を

経

由

し
て

発

見
す

る

の
で

あ

る
が

、

私

た

ち

は
こ

の

経

験

に

つ

い
て

検

討

を

加

え

る
こ

と

に
し

よ

う

。

先

に
見

た

よ

う

に

、

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

は

「
も

の
」

の

自

体

存

在

を

Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉｔ

で

あ

る

と

規

定

し

て

い

る
が
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
の
無
」
と
い
う
経
験
は

「
も

の

」

の

自

体

存

在

の

無

を

意

味

す

る

こ

と

に

な

る
。

本

来

的

な

「
現

」

は

、

不

安

に

よ

っ
て

貫
徹

さ

れ

て

い

る
の

だ

か
ら

、

そ

こ

に

「
も

の

」

は

存

て
Ｆ
ｖ

つに
在所の己自るけお

に
ｌ
ｄ

間時と在存
ｒ

と－
ｄ

蔵眼法正
ｒ

１’
ｂ



在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
本
来
的

自

己

か

ら

世

界

へ

の

関

わ

り

方

は

、
「
状

況

」

の
内

で

「
も

の
」

を

「
対

峙

さ

せ

る

こ

と

」
（
Ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
w
ａ
ｒ
ｔ
ｉｇ
ｅ
ｎ
）

で

あ

る

と

論

じ

て

い

る

か

ら

、

や

は

り

当

然

の

こ

と

と

は

い

え

、
「
も

の

」

は

存

在

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

し

か

し

、

そ

う

だ

と

す

れ

ば

な

お
の

こ

と

、

こ

こ

で

「
対

峙

」

さ

せ
ら

れ
て

い

る

「
も

の

」

と

は

一
体

何

で

あ

る

の

か

と

い

う

疑

問

が

生

じ

て

く

る

。

本

来

性

の

次

元

で

、
「
も

の

」

を

め

ぐ

っ

て

こ

の

よ

う

な

事

態

が

生

じ

る

の

は
、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー
が

「
も

の
」

の
存

在

す

る
世

界

を

自

己

の

構

成
契

機

と
見

な
し

て

い
る

こ

と

に
対

応

し

て

い

る
と

思

わ

れ

る
。
『
存

在

と

時

間

』

に

お

い
て

「
も

の

」

が

あ

る
と

い

う

こ

と

は

、

そ

れ

が

「
Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の

た

め

に
」

へ

向

か

う

「
用

立

て

」

の

意

義

関

連

と

し

て

の

世

界

の

中

に
所

在

を

持

っ
て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

こ

で

の

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

「
「
も

の

」
、

自

己

の

三

者

の

関

係

は

、

自

己

と

「
も

の

」

と

い
う

関

係

に
つ

い
て

見

れ

ば
、

自

己

に

お

い

て

「
も

の

」

が

存

在

し

、
「

も

の
」

に

お

い

て

自

己

が

存

在

し

な

い
、

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

ま

た

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

と

「
も

の

」

の

差

異

と

い

う

観

点

か

ら

見

れ

ば

、
Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

を

自

己

的

な

存

在

と

し

、
「
も

の

」

を

非

自

己

的

な

存

在

と

す

る
も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

し

た

が

っ
て

、
自

己

が

「
も

の
」

を

経

由

す

る

こ
と

な

く

確

保

さ

れ

る
本

来

性

の
次

元

に

お

い

て

は

。
「

も

の

」

は

、

し

か

る

べ
き

所

在

を

失

っ
て

し

ま

う
の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

私

た

ち

が
不

安

に
襲

わ
れ

る
時

、

確

か

に

「
も

の

」

は

何

の

役

に
も

立

た
な

く

な

る
。

し

か
し

こ

の

こ

と

は

、

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

の

主
張

す

る
と

お
り

、
不

安

と

い

う
現

象

に

「
も

の
」

が

全

く

関

与

し

て

い

な

い

と

い

う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
現
象
の
内
に
は
「
も
の
」
は
一

切

存
在
し

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
安
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
本
当

に
自
己

自
身

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
私
た
ち
は
、
訳
も
な
く
不
安
に
な
る
、
と

い
う
経
験
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
見
知

ら

ぬ
も
の
と
出
会

っ
た
り
、
あ
る
い
は
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
も
の
が
、
見
知

ら

ぬ
相
を
顕
わ
し
て
く
る
時
に
も
、
私
た
ち
は
、
不
安
に
襲
わ
れ

る
。
そ
し

て

こ
れ
は
「
恐
れ
」
で
は
な
い
。
こ

の
「
見
知
ら
ぬ
も

の
」
は

Ｚ
ｕ
ｈａ
ｎ
ｄｅ
ｎ
-

ｓ
ｅ
ｉｎ

で

は
な

い
が
、

決
し
て
無
で
は

な
い
。
そ
れ

は
、
私

た
ち
の
支
配
圏

に
亀
裂
を
入
れ
る
不
気
味
な
異
世
界
の
存
在
を
告
知
し
て
、
私

た
ち
の
世
界

の
根
拠
を
奪
い
、
私
た
ち
を
不
安

に
す
る
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
侵
し
が

た
い
他
者

と
し
て

の
「
も

の
」
の
出
現
に
立
ち
会

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不

安

に
お
い
て
「
無
」

で
あ
る
は
ず
の
世
界
が
、
な
お
不
気
味
な
も
の
と
し
て
、

私

た
ち
に
迫

っ
て

く
る
の
も

、
実
は
。
私
た
ち
の
投
企
に
よ

っ
て

は
、
決
し

て

透
明
に
さ
れ
な
い
「
も
の
」

た
ち
の
多
重
な
世
界
が
そ
こ
に
潜

ん
で
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し

か
し

『
存
在
と
時
間
』

に

は
、
こ
の

よ
う
な

「
も

の
の
世
界
」
と

い
う
観
点

が
全
く

存
在
し

な
い
。

「
も
の
」
が
私
た
ち
の
支
配
を
超
え
て
独
自

の
世

界
を
持

っ
て

い
る
こ
と
を

認
め
る
た
め
に
は
、
「
も
の
」
が
他
の

諸
々
の

「
も

の
」

へ
と
関
わ

っ
て

い

く
自
己
的
な
空
間
を
開
い
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
う
な
れ
ば
、
自
己
を

「
関

わ
る
存
在
」
と
す
る
観
点
に
基
づ

く
、
事
物
的
存
在
性
と
実
存
の
区
別

と

い
う
、
『
存
在

と
時
間
』

の
出
発
点

に
あ
る
大
前
提
そ
の
も
の
が
再
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
に
違

い

ｎ

ｚ

・

″
｀

‥
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な
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
Ｚ
ｕ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
の
無
が
そ
の

ま

ま

自

己

自

身

へ

と

打

ち

返

さ

れ

、

自

己

自

身

が

不

安

を

も

た

ら

す

も

の
と

し

て

経

験

さ

れ

た

こ

と

は

、

単

に

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
の

実

存

に
固

有

な

経

験

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

べ

き

で

は

な

い
。

こ

の

経

験

の

実

存

的

な

性

格

自

体

が

「
も

の

」

と

「
自

己

」

の

分

離

と

い

う

近

代

の
歴

史

的

自

己

経

験

と

し

て

問

わ
れ

る

べ

き

も

の

な

の

で

あ

る

。

一

方

『
正

法

眼

蔵

』

に

お

け

る

自

己

の
所

在

は
、
「
法

」

で

あ

る

。
「
法

」

は
、
「
も

の

」

の

真

実

態

で

あ

り

、

自

己

は

、

法

の

同

一

性

に

お

け

る

「
無

」

と

し

て

世

界

へ
開

か

れ

て

い

る

。

そ

の

世

界

へ

の

関

わ

り

の

具

体

的

な

相

は

限

り

な

く

多

様
で

あ

っ
て

、

到

底

、

知

り

尽

く

し

え

な

い

が

、

す

べ

て

の

存

在

す

る

も

の

が

「
尽

十

方

界

自

己

」

と

し

て

あ

る

こ

と

に

変

わ

り

は

な

い

。

確

か

に

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

に

お

い

て

も

、

本

来

的

な

自
己

は

無

的

な

性

格

を

帯

び

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は
死

へ

の

「
先

駆

」

を

通

じ

て

、

自

己

の

全

体

を

自

己

に

お

い
て

確

保

す

る

こ

と

と

不

可

分

な

、
「
寄

る

辺

な

さ

」

の

自

覚

（

＝

「
覚

悟

性

」
）

で

あ

っ
て

、
『
正

法

眼

蔵
』

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

、

自

己

が

自

己

を

忘

れ

る

こ

と

と

し

て

世

界

へ

と

開

か

れ

て

い

る

こ

と

と

は

対

照

的

な

現

象

な

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

「
尽

十

方

界

自

己
」

と

い

う

あ

り

方

は

、

「

法

」

と

し

て

の

「
も

の
」

が
尽

十

方

界

の

す

べ

て

に

向

か

っ

て

開

か

れ

て

い

る

こ

と

で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い

。
世

界

の

一

領

域

に

だ

け
関

係

し

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

、
そ

れ

は
も

は
や

「
法

」

で

は

な

く

、

そ

の

領
域

に

内

属

し

、

そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
像
（
B
i
l
d
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る

。

水

が

わ
れ

わ

れ

の
知

見

し

う

る
限

り

で

の

水

で
あ

る

に
す

ぎ

な

い

な

ら

「
水
の
水
を
見

る
参

学
」
は
不
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
法
究
尽
」
に

お
け

る
自
己
と
世
界

の
関
係
を
生
態
学
に
お
け

る
個
体
と
環
境
世
界
の
関
係

と
同
一
視
視
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
生
態
学
に
と

っ
て

は
、
有
限
な
個
体

が
有
限
な
環
境
世
界

に
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
が
、
こ

う
し
た

問
題
意
識

に
沿

っ
て
行
わ
れ
る
私
た
ち
の
環
境
へ
の
配

慮

は
、
ほ
と

ん
ど
人
間
的
環
境
の
保
全
以

外
の
何
も
の
で
も
な

い
し
、
動
物
保

護

の
場
合
も
同
様

に
、
人
間
の
側
の
恣
意
的
な
選
択

に
基
づ
く
動
物
愛
護
で

あ

る
か
、
あ
る

い
は
動
物
資
源
の
安
定
的
確
保
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

か

し
生
態
学
的
な
研
究
は
、
あ
く
ま
で

科
学
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て

、
そ
れ

が
私

た
ち
の
存
在

投
企
を
決

定
し
て

い
る
の
で

は
な

い
。
私

た

ち
が

「
も

の
」
に
関
わ
る
際

に
必
要

な
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
も
の
」

に
即
し
て
有
限
性

を
突
破
す
る
視
界

を
開
く
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実

際
「
一
法
究
尽
」

の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
は
無
と
し
て
、
す
で
に
環
境
世
界

と
い
う
有
限

性

の
次
元
を
突
き
抜
け
て

い
て
、
人
間
が
そ
れ
を
確
保
し

た
り
保

全
し
た
り

で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で

「
も
の
」

の
自
己

は
、
如
何
な
る
領
域
に
結
ぶ
自
ら

の
像
に
も
所
在
せ
ず

、
聖
性

の
次
元

に
所

在
し
て
い
る
。
「
も
の
」
の
存
在
と
自
己

の
同

一
は
、
聖
性
の
次
元

に
お

い

て
成
立
す
る
の
で

あ
る
。

さ
て
私
た
ち
は
「
も
の
の
存
在
と
自
己
の
同
一
」
と

い
う
観
点

に
導
か
れ

な
が
ら
、
両
者
の
思
惟
を
比
較
検
討

し
て
き
た
。
こ
の
観

点
は
、
『
正

法
眼

蔵
』
に
関

す
る
考

察
を
通
じ
て
、
聖
性
の
次
元

に
お
い
て
、
自
ら
の
可
能
的

な
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た

『
存
在
と
時
間
』
を
検
討
す
る

てＦ
Ｖ

つに在所の己自るけおに
ｊ

間時と在存
ｒ

と
Ｉ

蔵眼法正ｒ
6
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こ

と
を
通
じ
て

、
そ
こ
に
見
ら

れ
る
、
不

安
に
お
け
る
自
己
性
の
自
覚
の
経

験
を
「
も
の
の
存
在
と
自
己

の
分

離
」

と
い
う
側
面
か
ら
見
る
こ
と
が
で

き

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
私

た
ち
は
、
さ
ら
に
こ
の
「
分
離
」
を
、
歴
史
的
に

生
起
し
た
問
題
と
し
て

問
う
必
要

が
あ
る
。
こ
こ

に
は
「
も
の
」
と
自
己
の

分

離
は
如
何
に
し
て
起

こ
っ
た

の
か
、
「
も
の
」

は
如

何

に
し
て

「
財
」
や

「
商
品
」
と
な
る
の
か
、
ま
た
そ
の
な

か

に
聖
性

は
ど
の

よ
う
に
変
容

さ
れ

た
姿
で

潜
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
多
く
の
問

い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

し

て
こ
れ
ら
の
問
題
群
は
、
今
日
の
歴
史
的
状
況

に
対
し
て
、
新
た
な
角
度

か
ら
照
明
を
与
え
る
可

能
性
を
持
っ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
か
ら
の
引
用
、
お
よ
び
参
照
指
示
は
、
略
号
G
A
を

用
い
る
。

（
２
）

『
正
法
眼
蔵
』

か
ら
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
版

に
お
け

る
巻
別
と
頁
を
示
す
。

（
３
）
　『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
六
巻
二
二
〇
頁
。

（

つ
じ

ぐ

ち

・
ゆ

う

い

ち

ろ

う

、

禅

学

・
哲

学

愛

知

県

立

刈

谷

東

高

等

学

校

教

諭

）

6
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