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唯
識
思
想
と
現
象

学

―
比
較
論
的
諸
観
点
の
提
示
を
通
し
て
―

フ
ッ
サ
ー
ル

は
自
ら
の
現
象
学

を
、

あ
ら
ゆ
る
客
観
的
意
味
形

成
の
根
源

的
な
場
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
へ

立
ち
帰

り
、
存
在
す

る
世
界

を
意
味

形
成
体

な
い
し
妥
当
形
成
体
と
し
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
．

徹
底

し
た
超
越

論

哲
学
と
し
て
自
認
し
、
客
観

主
義
的
前
提
に
無
自
覚
な
ま
ま
依
存
し
て

い

る
科
学
的
理
性
に
対
す

る
根
底

的
な
批
判
を
企
て
た
。
一
方
、
唯
識
思
想
は

我
法
の
仮
説
を
遍
計
所

執
性
と
し
て
剔
刔
し
、
そ
の
迷
妄
の
依

っ
て
来
る
所

以

を
依
他
起
的
な
「
識
転
変
」
の
「
事
」

に
探

っ
た
。
確

か
に
、

ク
ロ
ノ
ロ

ジ

カ
ル

に
は
唯
識
論
に
近
代
科
学
批
判
が

あ
り
得
よ

う
は
ず
も
な
く
、
ま

た

そ
れ

は
ア
ビ
ダ

ル
マ
の
法
実
在
論

と
中
観

派
の
「
空
」

を
綜
合
し
つ
つ

「
転

依
」

に
至

る
道
を
示
そ
う
と
し

た
の
で

あ
り
、
そ
の
限
り
唯
識
論

と
現
象

学

は
時
代

も
問
題
も
隔
絶
し
て

い
る
．

し
か
し
対

象
認
識
を
素
朴

に
無
自

覚
な

ま

ま
遂
行
し
て

い
る
我

々
の
知
の
構
造
に
透
徹
す
る
た
め
に
、
一

方
は
超
越

論
的
主
観
性
の
意
味
構

成
作
用

の
解
明

に
向
か
い
、
他
方
は
仮
説
の
所

依
だ

司
　
馬
　
春
　
英

る
識
の
因

縁
生
起
を
闡
明

す
る
と
い
う
点
で

、
両
者
に
平
行

関
係
と
も
言
う

べ
き
共
通
性
が
認

め
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ

だ
け
で
は
対
象
的
な
知
の
可

能

性
の
条
件
へ
と
向
か
う
問
い
の
共
有
を
指
摘
し
た
だ
け
で
、
唯
識
論
を
何
故

カ
ソ
ト
で
は
な
く
現
象
学
と
対
比
す
る
か
と
い
う
必
然
性
を
ま
だ
明
確
に
示

し
得
て
い
な

い
。
本
論
は
こ

の
必
然
性
を
次
の
三

点
に
探
る
も
の
で
あ
る
。

①
　

現
象
学
的
還
元
と
唯
識
三
性
説

対
象
帰
依
的
な
自
然
的
態

度
が
遍
計
所
執
性
に
比

定
さ
れ

る
な
ら
、
そ
の

自
明
性
・
匿
名
性
の
自
覚
化

と
し
て

の
超
越
論
的
還
元

に
よ

っ
て
露
呈
さ
れ

て

く
る
超

越
論
的
生

の
領
野

こ
そ
依
他
起
的
「
事
」
の
世
界

と
解

さ
れ
得

る

で

あ
ろ
う
。

②
　
阿
頼

耶
識
縁

起
に
お
け

る
「
種
子
生
現
行
、
現
行
薫

種
子
」
と

後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的
歴
史
」

フ
ッ
サ
ー
ル
後

期
思
想
は
、
中
期
の
デ
カ
ル
ト
的
方
途
に
基
づ
く
超
越
論



的
主
観
性

の
呈
示

を
自
己

批
判
し

つ
つ
、
超
越

論
的
機
能
を
担
う
主
観
の
自

己
構
成
そ

の
も

の
の
内

に
、
沈

殿
し
た
意
味
構

成
の
歴

史
を
露
呈
す
る
「
発

生
的
構
成
分
析
」

に
向

か
っ
た
。

一
方
、
阿
頼
耶

識
縁

起
に
お
け

る
標
記
の

言
葉
は
、
現
行
識
と

そ
の
依
止

た
る
阿
頼
耶
識

の
交
互
循
環

の
内

に
、
現
行

識
の
薫
習

に
よ

る
種
子
が

次
刹
那

の
現
行
識
に
お
け

る
世
界
現
出

を
規
定
し

て
ゆ
く
構
造
を
解
明
し
て

い
る
。
薫
習
さ
れ
た
種
子

は
後

続
の
現
行
識

に
対

し
て
超
越
論
的
機
能
を
持

つ
が
、
こ
の
機
能
は
無
始
爾
来

の
流

れ
と
し
て

の

阿
頼
耶
識
に
薫
習
さ
れ
た
、
沈
殿
し
た
歴
史
に
根
差
し
て

い
る
。
果
転
変

に

お
け
る
見
分
－
相
分
の
相
関
が
ノ
エ
シ
ス
-
ノ
エ
マ
の
静
態
的
構
成
に
比
せ

ら
れ

る
と

す
れ
ば
、
識
そ
の
も
の
の
因
縁
生
起
た
る
因
転
変
は
。

カ
ン
ト
に

は
見
ら
れ
な
い
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的
歴
史
」
の
開
示
に
こ
そ
対

比
さ
れ
る

べ
き
で
あ

ろ
う
。

③
　

現
象

学
的
反

省
論
の
ア
ポ
リ
ア
と
唯
識
三
性
説

―
「
顕
現
せ
ざ
る
も
の
の
現
象
学
」
へ
の
道

「
生
き
生
き
し

た
現

在
」

の
分
析

は
現
象

学
的
反

省
の
遂
行
そ
の
も
の
が
反

省
に
先
立
つ
自
我

の
原
一

分

裂
を
前
提
す

る
こ
と

を
示
し

た
。
こ
こ
に
現
象

学
は
先
反
省
的
な
反
省
根

拠
。
つ
ま
り
反
省

的
対

立
を
可

能
に
す
る
根
源
的

な
裂
け
目
の
生
起

に
立
ち
会

う
こ
と

に
な

る
。
こ

の
生
起
の
事
態
は
、
知
の

対

象
面

か
ら
身
を
退
け
る
仕
方

に
お

い
て
の
み
知

の
形
成
作
用

を
可

能
に
し

て

い
る
非
－

対

象
的
経
験
の
次
元

に
属
す
る
。
こ

の
生
起

へ
の
歩
み
戻
り

を

三
性
説

に
お
け

る
「
依
他
起
に
お
け
る
遍
計
所
執

か
ら
の
常

時
の
遠
離
性

が

円
成
実
性
な
り
」
（
『
三
十
頌
』
第
ニ
一
頌
）
と
い
う
規
定
と
対
比
し
つ
つ
考
察

し
た
い
。

「

一
」
　
還
元

に

お
け

る
態

度

転

換

と

三

性

説

ま
ず
最

初
に
、
唯
識
学
派

の
説
く
「
三
性
説
」
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象

学

的
還
元

に
お
け

る
自
然

的
態
度
か
ら
超
越
論
的
態
度
へ
の
態
度
的
転
換
と

対
比
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
の
間

に
見
ら
れ
る
対

応
関
係
を
比
較
論

的
に
考
察
し

て

お
き

た
い
。
『
唯
識
三
十
頌
』

に
従
え

ば
、
唯

識
論
の
主
題

は
①

識
転
変

論
、
②
三
性

説
、
③
修
道
論

（
転
依
・
二
智
）

の
三

つ
の
柱
か
ら
な
る
と
考

え
ら
れ

る
が

、
こ

の
う
ち
「
識
転
変
論
」

は
、
識
の
三
層
構
造
や
阿
頼
耶
識

と
現
行
識
と

の
織
り
成
す
交
互
因
果

等
の
精
緻

な
分
析
を
含
み
、
歴
史
的
に

は
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
や
経
量
部
の
教
説

を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
大
乗

の
立

場
か
ら
阿
頼
耶
識
縁
起
論
と
し
て
総
合
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
に
対
し
、

「
三
性
説
」
は
、
「
三
無
性
説
」

と
対

を
な
し
、
古
来
「
唯
識
中
道
」

の
所
説

と
さ
れ
て
き

た
よ
う

に
、
瑜
伽
行
が
そ
も
そ
も

空
の
思
想
に
よ

っ
て

一
貫
せ

ら
れ
る
た
め

に
最
も
枢
要
な
位
置
を
占

め
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
長
尾

雅
人
氏
は
「
三
性
説

は
菩

薩
道
精
神
の
中
核

を
衝
く
も

の
」
で

あ
り
、
「
識

論
は
必
ず
転
識
得
智
し
て
、
即
ち
識
を
転
換
し
て
仏
果
に
向
か
う
と
い
う
実

践
論
を
伴
わ
な
く
て
は
、
仏
教
的
な
意
味
を
生
じ
な
い
。
し
か
も
そ
の
為
に

は
三
性
論

の
裏
付

け
が
必
要
で
あ
ろ
う
」

と
述

べ
、
そ

の
根
拠

と
し
て
、

「
竜
樹

に
於
い
て

は
一
般
に
自
性

の
否
定
の
み

が
考
え
ら

れ
、
媒

介
と
し
て

の
否

定
の
場

所
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
」
が
、
「
空
性
全
現

の
為

に

は
、
殊

に
宗

義
上
の
理
論
的
根
拠
の
為

に
は
、
寧
ろ
否

定
せ
ら
る
べ
き
媒
介



が
必
要

と
な
る
」

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
依
他
起
性
こ
そ
、
遍
計
所

執
性
と

円
成
実

性
と
の
媒
介
者
な
い
し
統
一
者
の
位
置
に
立
つ
と

い
う
こ

と
を
挙
げ

て

い
る
。
遍

計
執
が
捨
離
さ
れ
て
円
成
実
が
顕
現
さ
れ
る

「
転
依
」

が
可
能

と
な
る
に
も
、
こ
の
捨
離
が
そ
こ

に
於
い
て

な
さ
れ

る
場

と
し
て

の
依
他
起

性
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
　

さ
て

、
三
性
説

が
真

な
る
涅
槃

の
世

界
と
言
語

的
に
分
節
さ
れ
た
現
象
世
界

と
の
逆

説
的
な
同

一
性
と

差
異
の
関

係

（
「
非

一
非
異
」
）
を
主
題
と
し

、
そ
こ
で
人
間

の
世
界

へ
の
根
本

態
度
の

相
違
が

問
題
と
な

る
限
り
、
三
性

そ
れ
ぞ
れ
の
関

係
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還

元

に
お
け

る
態
度

転
換
と

を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
も
あ
る
と
同
時

に
、
比
較
論
的

に
重
要

な
テ
ー

マ
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
遍
計
所
執
性

は
表

象
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
世
界

に
生
き
る
我

々
の

在
り
方

を
示
し

、
客
観
的
時
間
‐

空
間
に
あ
る
世
界

と
主
観
的
所
与
と
し
て

の
自
我

と
の
日
常
的
、
経
験
的
把
握

（
我
法
の
仮
説
）
を
含
み
、
言
語
的
分

節

化
に
よ
る
思
念

（
虚
妄
分
別
）
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
点

か
ら
、

そ
れ
は

フ

ッ
サ
ー
ル
の

「
自
然
的
態
度
」

に
比
定
で
き
よ
う
。
自
然

的
態

度
と
は
対

象

に
向

か

っ
て

直

進
す

る

（
Ｇ
ｅ
ｒ
ａ
ｄｅ
ｈ
ｉｎ
）

態
度
、

対
象

帰

依
的

態

度
、

「
世
界
の
中

に
入

っ
て
生
き

る
」
態
度

で
あ
り
、
日
常

性
と
と

も
に
科

学
的

認
識

（
自
然
主
義

的
態
度
）

も
こ
れ
に
属

す
る
。

こ
の
態
度
の
特
質
は

「
自

明
性
」

に
あ
り

、
世
界

と
い
う
自
明
的
先
所
与
性
を
前
提
し
、
世

界
確
信
を

地

盤
と
し

つ
つ
、
そ
の
こ
と
自
身
を
主
題
化
し
得
な
い
点
で
「
世
界
に
拘
束

さ
れ
て
」

お
り
、
ま
た
反

省
に
お

い
て
も
。
そ
れ
が
直
進
的
意
識
の
平
面
で

為

さ
れ
る
限
り

（
実
証
的
心
理

学
）
、
反
省
す

る
自
我
そ

の
も
の

は
「
匿
名

的
」
、
「
自
己

忘
却
的
」
で
あ
る
。
意
識
が
遂
行
態
に
あ
る
限
り
陥
っ
て

い
る

こ
う
し

た
対

象
帰
依
的
・
直
進
的
「
素
朴
性
」
、
そ
れ
こ
そ
「
遍
計
所
執
性
」

と
言
え

よ
う
。

次
に
依
他
起
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
比
較

の
順
序

か
ら
す
れ
ば

フ
ッ
サ
ー

ル
の
「
超
越
論
的
態
度
」

に
比
定
さ
る
べ
き
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
が
、
こ
こ

で
は
慎
重
に
相
違
を
も
見
定

め
た
査
定
が
要
求

さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
共
通
性

を
指
摘
す
る
た

め
に
ま
ず
、
依
他
起
性
が

「
我
法

の
仮
説
」
（
遍

計
所
執
の

迷
い
の
世
界
）
の
拠

っ
て
来

る
所
依
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
。

さ
ら

に
そ
れ

が
「
因
縁
生
起
」
す

る
「
事
」

に
求
め
ら
れ
て

い
る
こ

と
に
注
目
し

た
い
。

世
間
的
仮
説
が

「
識

の
所
変

に
依
る
」
（
第
一
頌
）
と
さ
れ
て
い
る
点
は
超
越

論
的
還
元
に
、
そ
し
て

「
是

諸
識
転
変
、
分
別
所
分

別
」
（
第
一
七
頌
）
は
超

越
論
的
構
成
論

に
対
応
す

る
と
解
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
「
超
越

論
的
」
問
題
と

は
、

何
よ
り

も
上
述
の
「
自
明

性
」
、
「
自
己
忘

却
性
」

の
自

覚
化
で

あ
り

、
先
所
与

的
「
世
界
」

に
つ
い
て
の
構
成
問
題
で

あ
る
。
そ
れ

に
対
応

し
て

、
超
越
論
的
主
観
性
と
は
徹
底
し
た
世
界

（
内
的
）
関
心
の
抑

制
か
ら
明

る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
世
界

構
成
的
主
観
性
で
あ
り
、
超
越
論
的

エ
ポ

ケ
ー
と
は
自
然
的
態
度

に
お
け
る
主
観
性

の
自
己
理
解
、
自
己
自
身
を

世
界
の
中
の
存
在
者
と
み
な
す
自
然
的
自
己
理
解
の
徹
底
し
た
拒
絶
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
抑
制

（
エ
ポ

ケ
ー
）
は
、
「
私

の
こ
れ
ま
で

の
生
全
体

の
普
遍

的
批
判
」
と
し
て
、
顕
在
的
作
用
だ
け
で
な
く
、
習
性
化
し
て

ハ
ビ
テ

ュ
エ

ー
ル
に
妥
当
し
続
け

る
一
切

の
意
識
能
作
に
わ
た
る
も

の
で

な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
こ
こ
で
要
求

さ
れ

る
抑
制
へ
の
包
括
的
な
意
志

決
断

の
可
能
性
の
問



題
は
、
主
観
性
の
局
在
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
も
絡
み
。
後
に
現
象
学
的
反

省
の
遂
行

そ
の
も

の
に
潜
む
匿
名
性
と

い
う
反
省
論

の
ア
ポ
リ
ア
へ
の
直
面

を
余
儀
な
く
さ
せ

る
困
難
な
壁
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
こ
こ
で
意
識
が
非
主

題
的
・
非
顕
在
的
な
諸
相
を
含
む
「
無
際
限
な
生

の
連
関
」
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
こ
と

は
注
目

に
値
す
る
。
そ
れ

は
、
依
他
起

に
お
け
る
因
縁
生
が

阿
頼
耶
識
縁
起
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一

に
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
【
二
】
で
論
及
す
る
。

次
に
、
依
他
起
と
超
越
論
的
態
度
の
相
違
点
に
つ

い
て
若
干
見
て
お
き
た

い
。
和
辻

哲
郎
は
縁
起
に
お
い
て

「
法
を
観
ず
る
」
こ
と
と

フ
ッ

サ
ー
ル
の

本
質

直
観
を
等
置
す
る
可

能
性
を
示

唆
し
た
が
、
こ
の
次
元
で
は
む
し
ろ
両

者
の
相
違
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
伝
統
的
哲
学
に
対
し
て
、

形
相
的
還
元
を
導
入
し
、
ノ
エ
シ
ス
-
ノ
エ
マ
の
意
識
相
関
分
析
と
い
う
領

野

を
拓
い
た
。
唯
識
学
派
も
ま
た
当
時
の
実
在
論
的
傾
向

に
対
し
て
識
論
を

展
開
し
、
特
に
護
法
は
「
識
体
転
じ
て
二
分
に
似
る
」
と
い
う
ノ
エ
シ
ス
-

ノ
エ
マ
相
関
に
も
比
定
す
べ
き
見
解
を
示

し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
理
論

的

側
面

は
禅
定
に
お
い
て
法

の
空
性
を
観
ず
る
修
習
へ
の
前
段
階
で
あ
り
、

特

に
三
性

説
は
こ

の
実
践
面

と
切
り

離
せ
な
い
こ
と
は
先
述
の
ご
と
く
で
あ

る
。
ノ
エ
シ
ス
-
ノ
エ
マ
相
関
が
反
省
可
能
か
つ
直
示
可
能
な
所
与
と
し
て

分
析
さ
れ

、
そ
の
反

省
の
場
が
当
初

は
自

我
論
的
先
定
の
も
と
に
あ
っ
た
こ

と

は
否

め
な
い
の
に
対
し
、
唯
識

に
お
け

る
エ
ポ

ケ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
我

中
心
的
な
契
機

か
ら
解
き
放

た
れ
た
全
実
存

的
な
転
換
で

あ
り
、
理
論
的
観

察
者
を
予
想
す
る
「
反
省
」
と
は
異
な

る
も

の
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
対
比

は
中
期

フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
典
型
的
に
言
わ
れ

る
こ
と
で
あ
っ

て

、
後
期

フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
は
ま
た
異

な
っ
た
様
相
を
呈
し

て
く
る
。
そ
こ
で
は
先
-
反
省
的
・
先
-
対
象
的
・
先
-
言
語
的
な
意
味
連

関
、

つ
ま
り
受
動
的
綜
合
の
領
域
に
光
が
当
て
ら
れ
て

く
る

か
ら
で
あ
り
、

さ
ら

に
そ

こ
か
ら
、
反
省
を
可
能
と
し
つ
つ
反
省
に
取
り
込
ま
れ
な
い
も
の
、

反
省

そ
の
も

の
に
は
ら
ま
れ
る
原
理
的
匿
名
性
の
問
題

が
浮
上
し
、
現
象
学

的
思
惟
が
自
ら

の
隠

さ
れ
た
根
に
如
何
に
し
て
歩
み
戻
り
得
る

か
が
問
わ
れ

て
く

る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
現
象
学
的
反

省
の
臨
界

に
お
い
て
、
地
平

と
そ

の
地
平
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
深
み
の
次
元
と

の
交
錯
が
問
わ
れ
、
反

省
の
質
そ
の
も
の
が
中
期
と
は
異
な
っ
て
く

る
。
し

か
し
や
は
り
、
自

然
的

遂
行
の
抑
制
を
意
志
す
る
と
い
う
反
省

の
動
機

の
問
題

は
残
る
で
あ
ろ

う
。

も
し

和
辻
が
現

象
学
の
こ
う
し

た
展
開
を

射
程
に
入
れ
て
上

記
の
同

定
を

行

っ
て

い
た
と
す
れ
ば
。
そ
れ
は
瞠
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
次
元

の

問
題

は
、
反
省
論
の

ア
ポ
リ
ア
と
依
他
起
か
ら
円
成
実

へ
の
転
換
と
の
関
連

の
問
題
と
し
て
【
三
】
に
お
い
て
論
及
す
る
。

【

二

】
　
阿

頼

耶

識

縁

起

と

超

越

論
的

歴

史

性

『
成
唯
識
論
』

に
、
「
種
子
生
現
行

・
現
行
薫

種
子
」
、
「
三
法

展
転
・
因
果

同
時
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
依

他
起

に
お
け
る
因
縁
生

起
の

子
細
を
阿
頼
耶
識
縁
起
と
し
て

端
的
に
語

っ
て

い
る
。
種
子

と
は
阿
頼
耶
識

に
蔵
さ
れ
た
生
果
の
功
能
、
潜

在
余
力
で
あ
り
、
現
行
と
は
そ
こ
か
ら
現
出

し
て
く
る
現
象
世
界
で
あ
り

、
種
子

の
段
階
で

は
隠
れ
沈
ん
で
い
た
潜
勢
態



が

顕

れ

起

こ

っ
て

く

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

こ

こ

で

問

題

と

な
る

の

は

「
因

果

同

時

」

の

意
味

で

あ

ろ

う

。

安

田

理
深

氏

は

「

種

子

と

は
、

経

験

の
可

能

根

拠

、

経

験

の

ア

プ

リ

オ

リ

で

あ

る

。

経

験

と

経

験

の

先

験

的

根

拠

は
同

時

で

あ

る
」

と

述

べ

て

い

る

。

そ

の

限

り

、

種

子

の

先

験

性

は

カ

ソ

ト

的
意

味

に

お

い
て

も

理

解

さ

れ

得

る

。

し

か

し

、

彼

は
他

方

で

「
阿

頼
耶

識

は
無

始

爾

来

の

経

験

で

あ

る

。

個

と

い
う

も

の

が

そ

れ

自

身

の
構

造

と
し

て

歴
史

的

。

世

界

的

の

も

の

で

あ

る
。

無

始

爾

来

の

経

験

の

蓄

積

、

そ

れ

が
蔵

で

あ

る
」

と

、

歴

史

性

を

強

調

す

る

。

こ

こ

に
お

い

て

我

々

は

、
先

験

的
根

拠

そ

の
も

の

の

歴

史

性

と

い

う

問

題

に
直

面

し

て

い
る

の

で

あ

る
。

そ

し
て

、

こ

の
先

験

的

根

拠

そ

の

も

の

に

は
ら

ま

れ

る
経

験

の

蓄

積

と

い

う

「

歴
史

性
」

を
語

る

も

の

こ

そ

「
現

行

薫

種

子

」

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の
点

に

こ

そ

、
我

々
が

唯

識

論

を

カ

ソ
ト

の

先

験

哲

学

よ

り

も

む

し

ろ

フ

ッ

サ

ー

ル

の
超

越

論
的

現

象

学

と

比

較

す

る

こ

と
を

よ
り

適

切

と

考

え

る
理

由

が

あ

る

。

種
子

か
ら

現

行

へ

の

方

向

と

は

逆

の

「
所

変
が

逆

に
作

用

す

る
意

味
」

を

カ

ソ

ト

の
先

験

性

か

ら

読

み

取

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

カ

ソ

ト

で

は

経

験

と

い

え

ば

"ｅ
ｍ
ｐ
ｉｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
”
で

あ

る

か

ら

、

そ

の
先

験

的

根

拠

は

経

験

的

で

は

あ

り

得

な

い
。

し

か
し

、

唯

識

で

は

識

の

依

止

も

ま

た

識

で

あ

り

、

識

の

「
三

法

展

転
」

す

る

「

事

」

そ

の

も

の

が

世

界

構

成

的

な

超

越

論

的

機

能

を

担

っ
て

お

り

、

し

た

が

っ
て

そ

れ

は

フ

ッ

サ
ー

ル

の

超

越

論

的

経

験

の

領

野

に
比

定

し

得

よ

う

。

そ

の

際

、

識

転

変

の

同

時

性

は

長

尾

雅

人

氏

の

言

う

「
逆

に

時

間

や

空

間

の

根

源

と

な

る

も

の

」
、
「

刹

那

滅

の

性

」

を

表

し

、
「
三

法

展

転

」

す

る

「

事

」

こ

そ

、

そ

こ

に
お

い

て

超

越

論

的

時

間

化

が

行

わ

れ

る
時

間

構

成
的
事
象
で
あ

る
こ

と
を
語

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
超
越
論
的
問
題

と
は
「
自
明
性
」
の
自

覚
化
で
あ
り

、
習
性
化

さ
れ

た
非
顕
在
的
な
相
を
含
む
「
無
際
限
な
生
の
連

関
」

の
主
題
化
で

あ
る
こ
と
を
想
起

し
よ
う
。
超
越

論
的
還
元
と

は
、
「
自

ら

の
働
き

の
成
果
の
中
に
閉
じ

込
め
ら
れ
た
超
越
論
的
主
観
性
」
を
、
そ
の

自
己
忘

却
性

か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
後
期
フ
ッ
サ
ー

ル
の
発

生
的
構
成
分
析
は
。
あ
ら
ゆ
る
妥
当
意
味
に
含
蓄
さ
れ
、
沈
殿
さ
れ

た
意
味

の
歴

史
を
「
超
越
論
的
歴
史
性
」
と
し
て
露
呈
す
る
の
で
あ

る
。
イ

ソ
・
ケ
ル
ソ
氏
は
、
「
現
行
薫
種
子
」
を
発
生
的
現
象
学
の
「
沈
殿
」
と
解

し
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
こ

の
意
識
の
最
深

の
レ
ベ

ル
は
、
…
…

種
子
と

い
う
潜
在
能
力

と
い
う
形
で
、
あ
る
意
識
の
流
れ
の
歴
史
を
含

ん
で

い
る
。

こ
の
種
子

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
意
識
の
流
れ
の
歴

史

の
沈

殿
、
つ
ま
り
そ
の
将
来
的
経
験

に
影
響
を
与
え
、
条
件
付
け

る
沈
殿

で

あ
る
」

と
。
さ
ら
に
彼
は
因

能
変
と
果
能
変
を
区
別
し
、
後
者
は
現
行
識

の
見
分
が
所
縁
に
依

っ
て
相
分
を
現
出
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で

、
現

に
妥
当
し
て

い
る
意
味
対
象
に
つ
い
て

の
静
態

的
構
成

に
相
当
す
る
に
対
し

て
、
前
者
は
現
に
妥
当
し
て

い
る
意
味
形
成
体

に
志
向
的

に
含
蓄
さ
れ
た
意

味
創
出
的
な
先
能
作
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
潜

在
的
構
成

能
作
の
諸
相
を
通
じ

て
当
の
顕
在
的
妥
当
意
味
が
形
成
さ
れ
て

く
る
発
生

的
構
成
を
表
し
て
い
る
、

と
考
え
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
因

能
変
に
お
け

る
種
子

の
功
能
は
「
沈
殿

さ
れ
た
歴
史
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
の
構
成
さ
れ
た
志

向
的
統
一

の
中
に
包
含

さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
阿
頼
耶
識
の
「
蔵
」
と

は
、
こ

の
沈
殿
さ
れ
た



志
向
的
含
蓄
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
三
法
展
転
」
と
は
、
「
現

行
薫
種
子
」
が
沈
殿
を
生
み

、
「
種
子
生
現
行
」

が
そ
れ

を
前
提
し
て

能
作

す
る
限
り
な
い
連
鎖
で

あ
り
、
阿
頼
耶
識

は
。
無
始
爾
来
の
歴
史
を
担

い
つ

つ
、
他
の
す
べ
て
の
識
の
依
止
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
の
世
界
構
成
の
基
盤
を

成
し
て

い
る
の
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、

阿
頼
耶

識
の
開

示

は
我

々

に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
次
の
よ
う
な
自
覚
を
促
す
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
本
当

は

我

々
は
限
り
な
い
生
の
連
関
の
全
体
的
統
一
の
中

に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
り

、

私
自
身
の
そ
し
て

か
つ
相
互
主
観
的
歴
史
的
生
の
無
限
性
の
中
に
立

っ
て

い

る
の
で

あ
る
」

と
い
う
自
覚
で

あ
る
。

「
三

」
　
地
平

か

ら

の

脱

却

と

円

成

実

性

―
―
「
顕
現
せ
ざ
る
も
の
の
現
象
学
」
へ
の
道

前
節
で

扱

っ
た
歴

史
性

は
、
顕
在

的
志
向
性

の
奥
行
き

の
次
元

を

成
す

「
地
平
」
と
し
て

解
明

さ
れ
て

き
た
も

の
で
あ

る
。

確
か

に
「
地

平
」

論

の

展
開

は
現

象
学
的
思

惟
の
切

り
拓

い
た
大
き

な
功
績
で

あ
り
、

そ
れ

ゆ
え

我
々
は
阿
頼
耶
識
縁
起
を

マ
ナ
識
と

い
う
自
我
統
覚
の
地
平
領
域
と
し
て

、

「
こ
の
統
覚
の
意
味
能
作
、
妥
当
能

作
が
究

極
的
に
そ
こ

に
由
来

す
る
超

越

論
的
歴

史
性
」

と
い
う
地
平
と
し
て
考
察
し
た

の
で
あ
る
。
し

か
し
、
最
近

の
現
象
学
的
思

惟
の
深

ま
り
は
む
し
ろ
、
決
し
て
地
平

に
姿
を
現

さ
ず

、
自

ら
は
絶
え

ず
そ
こ
か
ら

身
を
隠
し
つ
つ
、
地
平
的
開
け
を
可
能
と
し
て

い
る

機
能
へ
と
向
か
う
新
た
な
方
向
性
を
拓

い
て
い
る
。
そ
れ

は
事
象
的

に
は
、

「
生
き

生
き
し

た
現
在
」

に
お
け

る
自
我

の
原

分
裂

の
生
起
に

お
い
て
、
反

省

に
先
立
ち
つ
つ
、
現
象
学
的
反
省
を
促
し
て
く
る
次
元
、
つ
ま
り
現
象
学

を
営
む
こ
と
そ
の
も

の
の
匿
名
性
の
問
題
が
気
付

か
れ
、
さ
ら
に
こ
の
自
己

と
自
己
と
の
原
１
関
係
と
し
て
の
時
間
性
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
と
世
界
と

の
原
－

関
係
と
し
て

の
身
体
性
、
自
己
と
他
者
と

の
原
－

関
係
と
し
て
の
相

互
主
観
性

に
も
同
様

の
原
理
的
匿
名
性
が
纏
わ
り
付

い
て

い
る
こ
と
、
そ
し

て

そ
こ

に
は
、
一
方
が
自
ら
身
を
却
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
他
を
現
出
せ
し
め

る
と

い
う
否
定
を
介
し
た
共
属
関
係
が
重
要

な
媒
体
機
能
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
が
見
出

さ
れ
て
き
た
こ
と

に
由
来
す
る
。
こ
こ

に
、
現
象
学
を
遂
行
す

る
思
惟
そ
の
も
の
が
現
れ
の
圈
域

に
姿
を
現
さ
な
い
と
い
う
事
態
へ
の
気
付

き
と
と
も

に
。
現
象
学
的
思
惟
が
自
ら
の
隠
さ
れ
た
根
に
向

か
っ
て
歩
み
昃

る
可

能
性
が
問

わ
れ
て
く

る
こ
と
と

な
る
。
可

視
化

現

象
（
地
平

的

広
が

り
）

を
可
能
と
す

る
不
可
視
の
機
能

（
垂
直
的
深
み
）
　へ
の
歩
み
戻

り
は
、

し

か
し
地
平
性
の
圈
域
の
中
で
の
視
の
転
換
や
沈
殿
さ
れ
た
も
の
の
回
復
と

い
っ
た
従
来

の
方
法

、
つ
ま
り
如
何
な
る
種
類
の
「
反
省
」
も
失
効
し
て
し

ま
う
、
反
省

の
臨
界

点
へ
と
我

々
を
連
れ
戻

す
。

こ
の
現
在

の
現
象

学
が
至
り
着

い
た
臨
界
点
に
お
い
て
こ
そ
、
我

々
は
唯

識
三
性
説

の
中

心
問
題

、
つ
ま
り
依
他

起
と
円

成
実
と

の
「
非

異
・
不

非

異
」

な
る
関
係
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
事
態
に
真
向

か
う
こ
と

に
な
る
。
依

他
起
は
い
わ
ば
そ
こ

に
お
い
て
世
界
が
開
示

さ
れ
る
超
越
論
的
生
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
常

に
遍
計
所

執
に
覆

わ
れ
て

い
る
。
こ
の
覆

い
を
外
し
て
超
越
論
的

生
を
取
り
戻
す
こ
と

な
し

に
は
依
他
起
は
透
明
化

さ
れ
な

い
。
し

か
し
、
こ

の
覆
い
を
取
り
外
す
こ
と
そ

の
こ
と

に
原
理
的
匿
名
性
が
纏
わ
り
付

い
て
い



る

の

で

あ

る
。

依

他
起

の

「
事

」

は

、

世

界

現

出

を

可

能

に
し

つ

つ

、

世

界

を

現

出

せ

し

め

る

と

い

う

ま
さ

に

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

自

ら

を

隠

す

。

さ

ら

に
こ

の

「
事
」

の

「
性

」

た

る

「
唯

識

性

」

そ

の

も

の

に
住

す

る

た

め
の

修

習

の

道

程

に

お

い

て
す

ら

、

こ

の

隠

蔽

構

造

が

支

配

し

て

い

る

。
「
現

前

に

少

物

を

立

て

て

是

れ
唯

識

性

と

謂

う

も

。

有

所

得

を

以

て

の
故

に
実

に
唯

識

に
住

す

る

に

は

非

ず

」
（
第

二
七
頌

）
。

こ

の

こ

と

は

。
我

々

の

思

惟

が

い

か

に

「
地

平

拘

束

性

」

を

免

れ
得

な

い
か

を

示

し

て

い

る
。

こ

の

点

で

、

地

平

拘

束

的

思

惟

か

ら

は
常

に

身

を

隠

す

「
顕

現

せ

ざ

る
も

の
」

を

ま

さ

に
そ

れ

と

し

て

尊

重
す

る

後

期
（

イ

デ

ガ

ー

の

思

惟

の

道

が

、

そ

し

て

そ

こ

に
お

け

る

「
現

れ

そ

の

も

の

の

本

質
由

来

」

へ

の

「
垂

直

的

歩

み

戻

り

」

が

着

目

さ

れ

る

べ
き

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

は

「
地

平

か

ら

の

脱

却

」

と

し

て

特

徴

付

け

ら

れ

る

。
「
円

成

実
性

は

依

他

起

に

お

い

て

常

に
遍

計

所

執

を

遠

離

す

る

性

な

り

」

と

言

わ

れ

る

。

こ

の

「
遠

離

」

と

「
地

平

か
ら

の

脱

却

」

と

の

比

較

論

的

考

察

は

、

き

わ

め
て

重

大

な

課

題

で

あ

る
が

、

こ
こ

で

は
す

で

に
紙

数

が

尽

き

て

し

ま

っ

た
。

別

稿

を

ご

参

照

い

た
だ

け

れ

ば

幸

い
で

あ

る
。

（
１

）
　
長
尾
雅
人

『
中
観
と
唯
識
』
（
岩
波
書
店
）
二
〇
〇
頁
。

（
２
）
　
i
b
i
d
・
二
三
八
頁
。

（
３
）
　
i
b
i
d
・
一
九
六
頁
。

（
４
）
　
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
新
田
義
弘
『
現
象
学
』
（
岩
波
書
店
）
五
四
-
五
九

頁
参
照
。

（
５
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
七
四
-
七
五
頁
参
照
。

（
６

）
　
　Ｈ

．　
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，　
Ｓ
.１
１
９

．　［
Ｈ
．
:　Ｈ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉａ
ｎ
ａ
］

（

７

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
Ｓ
.

１
５
４
.

（

８

）
　

和

辻

哲

郎

『

原

始

仏

教

の

実

践

哲

学

』

（

岩

波

書

店

）
　

一

五

四

頁

。

（

９

）

『

安

田

理

深

選

集

』

第

三

巻
　

（

文

栄

堂

）
　

一

六

頁

。

（

1 0

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

第

二

巻

、

一

四

二

頁

。

（

1
1
）
　

長

尾

雅

人

『

中

観

と

唯

識

』

二

四

三

頁

。

（

1 2

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.

二

四

三

頁

。

（
1
3
）
　
新
田
義
弘
『
現
象
学
と
は
何
か
』
（
紀
伊
國
屋
書
店
）
　
一
二
七
頁
、
講
談
社

学
術
文
庫
版
一
五
一
-
五
二
頁
。

（

1 4

）
　

Ｉ
ｓ
ｏ

　

Ｋ

ｅ

ｒ
ｎ
:

　

Ｏ

ｂ
ｊ
ｅ
ｃ

ｔ
，

　

Ｏ

ｂ

ｊｅ

ｄ
ｔ
ｉ
ｖ

ｅ

　

Ｐ

ｈ
ｅ
ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｎ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｏ

ｂ
ｊ
ｅ
ｃ

ｔ
ｉｖ

ａ
ｔ

ｉｎ

ｇ

Ａ

ｃ

ｔ
　

Ａ

ｃ
ｃ
ｏ

ｒ

ｄ

ｉ
ｎ
ｇ

　

ｔ
ｏ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　

’Ｖ

ｉ
ｊ
ｎ

ａ

ｐ

ｔ
ｉ
-
m
a

ｔ
ｒ
ａ

ｔ
ａ
ｓ

ｉ
ｄ

ｄ

ｈ

ｉ
，
　

ｏ

ｆ
　

Ｘ

ｕ

ａ
ｎ

ｚ

ａ
ｎ

ｇ

（

６

０
０
-

６

６
４

）
，

　

ｉｎ
:

　

Ｐ

ｈ
ｅ

ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｌ
ｏ

ｇ

ｙ

　
ａ

ｎ

ｄ

　

Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ａ
ｎ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ

ｐ

ｈ
ｙ

（

ｅ

ｄ
.
　

ｂ
ｙ

Ｄ
.
Ｐ
.
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｏ
ｐ
ａ
ｄ
ｈ
ｙ
ａ
ｙ
ａ
，
　
Ｌ
.
　
Ｅ
ｍ
ｂ
ｒ
ｅ
ｅ
，
　
Ｊ
.
　
Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
，
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
-

ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
，
　
１
９
９
２
)
　
ｐ
.
 
２
６
５
.

（

1 5

）
　

Ｈ
.

　

Ｘ

Ｖ

Ｉ
Ｉ

， 　

Ｓ
.
２
５

２
.

（

1 6

）
　

Ｈ
.

　

Ｖ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

，
　
Ｓ
.

１
５
３
.

（

1 7

）
　

Ｈ

．
　
Ｖ

Ｉ
，

　

Ｓ
.
２

１
２
-

１
３
.

（

1 8

）
　

Ｙ

ｏ
ｓ

ｈ

ｉ
ｈ

ｉ
ｒ
ｏ

　

Ｎ

ｉ
ｔ
ｔ
ａ
:

　

Ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｗ

ｅ
ｇ

　

ｚ
ｕ

 

ｅ

ｉ
ｎ
ｅ

ｒ

　

Ｐ

ｈ
ａ
ｎ

ｏ

ｍ

ｅ

ｎ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｅ

　

ｄ

ｅ
ｓ

Ｕ

ｎ

ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｉ
ｎ

ｂ
ａ
ｒ
ｅ

ｎ

，
　

ｉｎ

：
　

Ｚ
ｕ

ｒ

　
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　
Ａ

ｋ

ｔ
ｕ

ａ

ｌ
ｉ
ｔ
ａ

ｔ
　

Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ
ｅ

ｇ

ｇ

ｅ
ｒ
ｓ

ｎ
　

（

ｈ
ｇ
.

 

ｖ

ｏ

ｎ

 

Ｄ

．
 

Ｐ
ａ

ｐ

ｅ
ｎ

ｆ
ｕ

ｓ
ｓ

 

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｏ

ｔ
ｔ
ｏ

 

Ｐ
ｏ

ｇ

ｇ

ｅ

ｌ
ｅ
ｒ

，
　

Ｖ

ｉ
ｔ
ｔ
ｏ
:
:
:
1
.
０

Ｋ
１
０
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
，
　
１
９
９
０
)
　
Ｓ
.
４
５
.

（

1 9

）
　

Ｙ

ｏ
ｓ

ｈ

ｉ
ｈ

ｉ
ｒ
ｏ

　
Ｎ

ｉｔ
ｔ
ａ
:
　

Ｄ

ａ

ｓ

　
ａ

ｎ

ｏ

ｍ

ｙ
m
e

　
Ｍ

ｅ

ｄ

ｉｕ
m

　

ｉｎ

　

ｄ
ｅ

ｒ

　

Ｋ

ｏ

ｎ

ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｖ

ｏ

ｎ

 

ｍ

ｅ

ｈ
ｒ
ｄ

ｉ
ｍ

ｅ
ｎ

ｓ

ｉ
ｏ

ｎ
ａ

ｌｅ

ヨ
　

Ｗ

ｉｓ
ｓ
ｅ

ｎ

，  

ｉ
ｎ
:

 

Ｐ

ｅ
ｒ
ｓ
ｐ

ｅ

ｋ

ｔ
ｉｖ

ｅ
ｎ

Ｐ
ｒ
ｏ

ｂ
ｌ
ｅ
ｍ

ｅ

　

ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｈ

ｕ

ｓ
ｓ

ｅ
ｒ

ｌｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ

　

Ｐ

ｈ
ａ

ｎ
ｏ

ｍ

ｅ

ｎ
ｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｅ

　
（

ｈ
ｇ
.

 

ｖ

ｏ

ｎ

　

Ｅ
.

　

Ｗ
.

○
ｒ
ｔ
ｈ

，

Ａ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ

，
　
１
９
９
１
)
　
Ｓ
.
１
９
１

．

（
2
0

）
　

拙

著

『

現

象

学

と

比

較

哲

学

』

（

北

樹

出

版

、

一

九

九

八

年

）

九

九

－

一

一

二

頁

。

（

し

ば

・

は

る

ひ

で

、

比

較

哲

学

、

大

正

大

学

非

常

勤

講

師

）
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