
〈
研

究

論
文

１

〉

禅
言
語
の
逆
説
構
造

―
―
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
規
則
論
を
手
が
か
り
に
―
―

序

仏
教

の
中
で

は
、
特
に
褝
に
見
ら
れ

る
よ

う
に
、
そ
れ
が
本
質

的
に
言
お

う
と
す

る
こ
と
を
、
あ
え

て
否

定
的
、
も
し
く
は
逆
説
的
な
言
葉
を
通
じ
て

表
現
す

る
場

合
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
、

真
理
を
直
接
言
語
化
す
る
の
で

は
な

く
、
そ
れ
を
あ
え

て
語

ら
な
い
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
が
与
え

ら
れ
る
。
し

か
し

そ
れ
は
、
仏
法
の
内
の
何
か
究
極
的
な
真
理
が
人
知
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
が

ゆ
え

に
語
ら
れ
な
い
、
と
説
明

さ
れ
る
だ
け
で

は
不
十
分
と
考
え

ら

れ
る
。
そ
こ
で

こ
の
小

論
で

は
、
言
語
が
機

能
す

る
た
め

に
不
可

欠
な

背
景

と

な
る
条

件
を
念
頭

に
、
そ
の
語

ら
れ

な
い
こ

と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て

み

た
い
。
こ

の
、
地
平

と
で
も

言
う
べ
き

背
景

は
、
宗
教
言
語
を
含
め
た
言

語
一
般
が

機
能
す

る
た
め
に
不
可

欠
な
枠
組
み
で

あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
自
体

は
常

に
非
主
題

的
に
背

後
に
沈

ん
で

い
て
客
体
化

さ
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の

冲
　

永
　

宜
　

司

地
平
自
体

を
主
題
化

し
よ
う
と
し
て

も
、
ま
た
そ
の
背
景
と
な
る
別
の
地
平

が
必
要
と

な
り
続
け

る
。
禅
で
逆
説
が
用

い
ら
れ

る
の
は
、
そ
の
目
指
す
と

こ
ろ

が
こ

の
客
体
化
を
許
さ
な
い
も
の
に
関
係
す

る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し

か
も
そ
れ
は
、
我
々
の
凡
央
と
し
て
の
生
の
営
み

を
根
幹

か
ら
成
り
立
た

せ
て

い
る
世
界
地
平
全
般
に
対
す
る
相
対
化
を
要

求
す
る
。
こ
こ
で
は
、
禅

言

語
の
逆
説
の
事
例
を
確
認
し
た
後
、
そ
れ
が
こ
の
相
対
化

と
し
て
の
空
の

次
元

へ
と
修
行
者
を
導
く
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
有
の
次
元
で

の
言
語
使
用
の

無
根
拠
性

を
暴
露

し
て

ゆ
く
構
造

に
着

目
し
た

い
。

そ
れ

に
あ

た
っ
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ
イ
ン
の
「
規
則
」
と
い
う
考
え

方
を
参
照
す
る
。
そ
れ

は
、
仏
法

な
ど
の
究
極
の
真
理

に
関
す
る
問
い
さ
え

、
有
の
次
元

に
お
け
る
、

あ
る
言
語
使
用
に
則
っ
て
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
石
。
例
え
ば
公
案
の

氷

解
の
よ
う
な
事
態
は
、
そ
れ
に
有
意
味
な
答
え

が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な

く

、
そ
れ
が
求
め
て
い
た
真
理
を
真
理
た
ら
し
め
て

い
る
も

の
の
無
根
拠
が



暴
露

さ
れ
、
問

い
自
体

が
無
効
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

導
か
れ
る
。
こ
こ
で

彼

の
規
則

論
は
重
要

な
示

唆
を
与
え
て

く
れ
る
。
し
か
も
、
空
の
次
元

は
、

修
行
者

が
有
の
次
元

に
お
い
て

従
っ
て

い
た
暗
黙

の
規
則
が
、
そ
の
ま
ま
あ

り

続
け

な
が
ら

相
対
化

さ
れ
る
と
い
う
二
重
構
造
の
中
で

開
示

さ
れ
る
の
で

あ

る
。

一
　

問

い

が

発

せ

ら

れ

る

条

件

禅

に
お
い
て

「
仏
法

の
大
意
」
に
値
す
る
も
の
は
直
接
に
明
示

さ
れ
ず
、

逆

説
の
中

か
ら

導
か
れ

る
傾

向
が
強

い
。
こ
れ
は
、
「
仏
法
」

が
言

い
表
せ

な

い
理

由
で
あ

る
と
同

時
に
、
そ
の
「
仏
法
」

へ
の
問

い
が
そ
も
そ
も
発
せ

ら
れ

る
た
め
の
根

拠
の
方

へ
と
視
線
を
転
回
さ
せ

る
も

の
な
の
で

、
ま
ず
考

察

の
課
題
と
し
て
み

た
い
。
例
え

ば
六
祖

慧
能
が
嗣
法
す

る
機
縁

に
な
っ
た

有
名
な
頌

の
中

に
「
本

来
無
一
物
、

何
処
に

か
塵
埃

有
ら
ん
」
と
い
う
言

葉

が

あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ

れ
は
、
神
秀
が
心
を
常

に
く
も
り

な
く
「
明

鏡
台
」

の
よ
う

に
清

浄

に
保

つ
た

め
、
常

に
怠
ら

な
い

「
払
拭
」

を
主

張
し

「
塵

埃
」

を
よ
せ
つ
け

ま
い
と
し
た
こ
と
へ
の
反
論
の
意
味

も
持
っ
て

い
る
。
だ

が

、
悟
り
の
心
が
「
明

鏡
」
、
ま

た
そ
こ
へ

達
す

る
た

め
の
道
が

「
払

拭
」

と
し
て
朋
示
さ
れ
た
方
が
、
修
行
者
と
し
て
は
理
解
し
や
す
い
。
そ
れ
に
対

し
て

慧
能
の
頌

は
、
「
無
」

と
い
う
否

定
が
そ
の
ま

ま
肯
定

に
用

い
ら

れ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
そ
も
そ
も
「
塵
埃
」
の
成
立
か
ら
否

定
さ
れ
て

い
る
と
い

う
、
一

見
極
め
て
不

可
解

な
面
が
あ

る
。
そ
こ
で
ま

ず
、
「
無
」

を
肯

定
と

し
て

扱
う
に
は
、
「
無
」
を
否
定
的

な
名
辞

た
ら

し
め
、
我

々
に
と

っ
て

そ

の
よ
う
な
機
能
を
な
す
形
で
既
に
与

え
ら
れ
た
、
意
味
の
構
造
の
方
を
問
題

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時

に
、
「
塵
埃
」
が
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
た
め
に

は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
、
払
わ
れ
る
べ
き
消
極
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

る

た
め
の
根
拠
の
方
が
問
い
直
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
塵
埃
」

を
払
っ
て
「
明
鏡
」
を
保
つ
の
で
は
な
く
、
塵
を
塵
た
ら
し
め
て
い
る
根
拠

の
方
を
奪
う
こ
と
に
よ

っ
て
。
逆
に
初
め
か
ら
払
わ
れ
る
べ
き
塵
な
ど
ど
こ

に
も
な
か

っ
た
と
し
て
し
ま
う
論
法

に
な
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
鏡
や

塵
と
い
う
対

象
の
側
で
は
な
く
、
対

象
を
そ
の
よ
う
な
対

象
た
ら
し
め
て

い

る
、
我

々
が
既
に
そ
の
中
に
い
る
根
拠
の
方
を
突
く
も
の
で
あ
る
。

こ

れ
に
類

似
し

た
逆
説
の
構
造
は
、
典
型
例
と
し
て
は
鈴
木
大

拙
が
『
金

剛
般
若
経
』

を
解

釈
す
る

に
あ

た

っ
て
。
「
即
非

の
論
理
」
と

命
名
し
た
構

文
の
中

に
も
見
ら
れ

る
。
『
金
剛
経
』

は
慧
能
が
五
祖

弘
忍

の
下

に
入

っ
た

起
因

と
し
て
も

知
ら
れ

て

い
る
が
、
そ
こ

に
特
徴
的

に
見
ら
れ

る
構
文

は

「
仏
の
説
き
給

う
般
若

波
羅
蜜
と
い
う
の
は
。
す

な
わ
ち
般
若

波
羅

蜜
で
は

な
い
。
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
、

つ
ま
り
、
「
Ａ
は
Ａ
に
非
ず
。
故
に
A
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
形
式
で

表

さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
Ａ

を
そ
れ
ま
で
の
Ａ
と
し
て
い
る
基
底
の
方

を
否
定

し
、
そ
の
否

定
に
即
し
て
初
め
て
Ａ
が
本
来
の
Ａ

と
し
て
肯
定
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
Ａ
は
、
例
え
ば
生
死

の
よ
う
な
消
極

的
な
も

の
に
置
き

換
え
て

も
よ
い
。
す
る
と

「
Ａ

に
非
ず
」

に
お
い
て

は
、

如

何
に
生
死

を
離
れ
る
か
と

い
う
問

い
か
ら
。
「
君

ら
の
そ

う
逃
れ
た
い
と

い
う
生
死

な
る
も

の
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
。」
と
い
う
問
い
に
反
転
す

る
。
つ



ま
り
、
我
々
が
Ａ
を
何
か
と
し
て
規
定
し
た
り
、
そ
れ
へ
の
問
い
を
発
し
た

り
す

る
こ

と
さ
え

、
そ
れ

を
可
能

に
し
て

い
る
生
の
形
式
を
前
提

に
し
て

お

り
、

そ
の
隠
さ
れ
た
根
拠

へ
の
根
本

的
な
問

い
直
し
を
。
こ
の
逆
説
表
現

は

意
図
し
て

い
る
と

考
え
ら
れ

る
。

だ
が
我

々
は
そ
の
形
式
に
暗
黙

に
従
っ
て

言
語
を
用

い
て

い
る
の
で
、
普
通

は
そ
の
形

式
の
枠
内
に
い
る
と

い
う
意
識

さ
え
な

い
。
逆

か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
形
式

の
側
が

変
化
し
た
場

合
、
Ａ

は
そ

れ
ま
で
と
全
く
違

っ
た
意
味

に
な
り
得

る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
こ

の
枠
組

み
の
側
の
変
容

は
、
そ
れ
ま
で
の
枠
内

か
ら

は
語

れ
な
い
。

悟
り
と

い
う
も

の
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
隠
れ
た
意
味
枠
の
側
の
変

容
で
あ
り
、
Ａ
と
非
Ａ
と
は
、
こ
の
変
容
を
挟
ん
で
隔
て
ら
れ
て

い
る
と
考

え

ら
れ
る
。

こ
の
意
味
枠
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ

か
。
こ
こ
で

ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
を
参
照
す
る
の
は
、
そ
の
後
期
思
想

に
見
ら
れ

る
「
規
則
」
と
い
う

考
え

方
が
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

か
ら
で

あ
る
。
問
い
の
成
立
根

拠
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
こ
の
「
規
則
」
概
念
の
次
の
点

に
、
ま
ず
着
目

す
る
必
要

が
あ
る
。

①
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て

言
語
活
動
が
成
立
す
る
、
不
可
欠
の

背
景
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
ほ
ぼ
暗
黙
の
う
ち
に
と
ど
ま

っ
て
い
る

こ
と
。

規
則
が
司

る
言
語

の
「
ゲ
ー
ム
」

は
、
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
身

に
つ

か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で

、
そ
れ
は
単
独
で
は
反
省
さ
れ
な
い
。

「
私
が
規

則
に
従

う
場

合
、
選

択
は
し

な
い
。
私

は
規
則

に
盲
目
的

に
従

う
。」
（
強
調
原
典
　
以
下
同
様
）

「
我
々
に
と

っ
て

事
物
の
最
も
重
要
な
相
は
、
そ
の
平
凡

さ
と
日
常
性
の

中

に
隠
さ
れ
て

い
る
。
（
人

は
そ
の
こ

と
に
気
づ
け

な
い
、
－

な
ぜ
な

ら
い
つ
も
目
の
前

に
あ
る
か
ら
だ
。
）
…
…

つ
ま
り
、
一
度
目

に
止

め
ら

れ
る
な
ら
、
最
も

注
意
を
引

き
最
も
強
烈
な
も
の
は
、
我

々
に
と
っ
て

目

立
つ
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
」

事

物
の
意
味
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
根
源
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
身
近
さ
ゆ

え

、
問
題

に
さ
え

な
ら
な
い
。

②
規
則

は
類
似

性
と

相
違
性
と
の
比
較
関
係
の
中
で
成

立
し
て
い
る
こ
と
。

「
我

々
の
明

白
で
平
凡
な
色
々
な
言
語
ゲ
ー
ム
は
…
…
そ
れ
ぞ
れ
比
較

さ

れ
合

う
対
象
と
し
て
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ

は
類
似
性
と
相
違
性
と
を
通

じ
て

、
我

々
の
言
語
の
諸
状
態
に
対

し
て
光
明

を
投
げ

か
け
る
べ
き
も

の

で
あ

る
。
」

こ

う
し

た
構

造
化

さ
れ
、
か
つ
可

変
的
な
規

則
に
則

っ
た
ゲ
ー

ム
の
中
で

は
た
ら
く

言
葉

は
、
単
独
で

は
機
能
し
得
ず

、
規
則
の
網
の
目
と
の
有
機

的
な
連
関

を
持
つ

た
め
、
一
瞥
で
は
測

り
得

な
い
沈
澱
し
た
背
景

に
囲
ま

れ
て
あ

る
。
「
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

の
言

葉
を
伴

う
ゲ
ー

ム
や
、
こ
れ
ら
を

手
段

と
し

た
言
語

の
や
り
と
り

に
お
け
る

そ
う
し
た

言
葉
の
使

用

は
、

我

々
が
信
じ
よ
う
と
し
た
よ

り
、
も

っ
と
込
み
入

っ
て
い
る
。」
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。

③
こ
こ

か
ら
、
規
則
は
真
偽
判
断

が
成
立
す
る
た

め
の
条
件
で

あ
り
、
例
え

ば
偽
と
い
う
こ
と
さ
え

。
何
ら

か
の
規
則
の
共
有
な
し
に
は
不
可
能
で
あ



る
こ
と
が

言
え

る
。
し
た
が
っ
て

、
有
効
な
問
い
か
け
と
そ
こ
へ
の
有
意

味
な
答
え

は
そ
も
そ
も
、
当
事
者
同

士
の
、
そ
の
共
有
を
前
提
と
す
る
。

「
規
則

に
従
っ
て

な
さ
れ

た
と
か
、
そ

う
で

な

い
か

に
つ
い
て
、
（
例
え

ば
数
学
者
達
の
間
で
は
）
何
の
論
争
も
起
こ
ら
な
い
。
…
…
こ
う
し
た
こ

と

は
、
我
々
の
言
語
が
そ
こ
か
ら
機
能
す
る
（
例
え
ば
一
つ
の
記
述
が
な

さ
れ
る
）
特
定
の
足
場
に
起
因
す
る
。
」

「
真
で

あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
か
は
、
人
々
が
語
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し

て

言
語
の
中
で
人

々
は
一
致
す
る
。
そ
れ
は
思
念
の
一
致
で

は
な
く
。
生

の
形

式
の
一
致
で
あ
る
。
」

こ
う
し
た
主
張
が
、
禅
の
逆
説
を
考
察
す
る
上
で
ど
ん
な
示
唆

を
与
え

る

の
か
、
以
下

考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
中
で
、
禅
独
自

の
特
徴
も
浮
き
彫

り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
　

対

法

と

事

物

一
般

の
相

対

化

こ
う
し
た
規
則
論

の
主
張

か
ら
導

か
れ

る
こ
と

は
、
禅

問
答
で

問
わ
れ
る

よ
う
な
仏
法

の
大
意

な
ど

へ
の
問

い
も
、
仏

と
い
う
価
値
づ
け
が
成
立
す

る

背
後
の
網

の
目

を
前
提
と
し
て

初
め
て
成

立
す

る
こ
と
、
究
極
の
普
遍
者
と

そ
れ
以
外

の
生
滅

す
る
も
の
と
を
対

置
す

る
構
造
化
さ
れ
た
土
壌
が
前
提
に

あ
る
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
が
問
者

が
住
む

生
の
形

式
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
問

い
に
対

し
て

意
味
の
あ
る
「
答
え
」

を
「
理
解
」
す
る
だ
け
な
ら
、

問
者

は
そ
の
土
壌
自
体
を
反
省
す
る
必
要

は
な
い
。
だ
が
普
通
、
問
者
は
仏

の
よ

う
な
対

象
の
方

に
目
を
向
け
て

も
、
元

来
そ
う
し
た
対
象
を
存
在
せ
し

め
て
い
る
土
壌
の
側

に
目
を
向
け
る
こ

と
は
な
い
。
し

か
し
、
禅
の
目
的
は

こ
れ
と
逆
に
、
ま
さ

に
そ
の
気
づ
か
れ

な
い
条
件
と
し
て

の
土
壌
の
側
に
目

を
向
け
さ
せ
、
問

い
に
答
え
る
の
で
は
な
く
問

い
が
発
せ
ら
れ
る
根
拠
の
方

を
奪
い
去
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
根
拠
自
体

は
、
言
語
が
そ
の

根
拠

に
基
づ

い
て

い
る
限
り
語
り
得
な
い
。
循
環

に
し

か
な
ら
な

い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
を

奪
い
去

る
工
夫

は
。
既

に
慧
能
の
中

に
も

見
ら
れ
る
。
以
下

そ
の
、
「
教
示
十
僧
伝
法
門
」

に
あ
る
「
三

科
の
法
門
」
「
三
十
六
対
」
と
い

う
考
え
方
を
参
照
し
て
み
た

い
。

「
三
科

の
法

門
」
と

は
、
「
五

陰
」
「
十

二
入
」
「
十

八
界
」
か
ら

な
る
諸
感

覚
と
諸
識
を
中

心
と
す

る
様

式
で
あ

っ
て
、
「
自
性
」
が

「
転

識
」
と

な

っ

て

生
じ

さ
せ

た
も

の
、

そ

し
て

自
性

が

そ

れ
ら

を

通
じ

て

「
善
」

く

も

「
悪
」
し
く
も

「
三
十
六
対
」

を
用

い
る
も

の
で

あ
る
。
そ
し
て

「
三
十

六

対
」
と

は
「
外
境

の
無
情
五
対
」
「
法
相
の
語
言
十

二
対
」
「
自
性
が
用
き
を

起
す
十

九
対
」

か
ら

な
る
、

そ
こ
に
当
て
は
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
事

物

の
認
識
が

成
立
す

る
、
互

い
に
対
と

な

っ
た
概
念

枠
の

こ
と
で

あ
り
、

「
若

し
解

く
用

う
れ
ば
、
即
ち
一
切
の
経
法
を
通
貫
す
」
る
、
根
本
的
な
論
理

形

式
で

あ
る
。
こ
こ
で
特
に
着
目
し
た

い
の
は
こ
の

「
三
十
六
対
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
例
え
ば

「
明
と
暗
」
「
陰
と
陽
」
「
有
と
無
」
の
よ
う
に
必
ず
対

に
な

っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
独
立
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で

き

な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
一
方
を
「
因
」
と
し
て
初
め
て
他
方
が
「
縁
」
と

な

っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
枠
は
な
に
も
慧
能
の
オ
リ

ジ

ナ
ル
で
は
な

い
。

問
題
は
、
そ
れ

を
離
れ
る
た

め
の

実
践
法

で
あ

る
。



我
々
は
普

段
、
こ

の
概
念
枠

に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
事
物

を
構

成
、

認
識
し
、
外
界

の
実
在
性
を
認

め
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
在
性

の
根
拠

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ

は
、
こ

の
有

機
的
に
構
造
化

さ
れ
た
枠
組
み

を

用

い
る
こ

と
で
、
そ

の
中

に
事
物
が

都
合

よ
く
描
き
出

さ
れ

、
説
明

。
判
断

さ
れ

る
と

い
う
そ
の
便
宜
性

に
あ

る
と
考
え
ら
れ

る
。
逆

に
言
え
ば

、
そ

の

便
宜
性
以
上

の
根
拠

は
な
い
。
だ
が
衆
生

は
、
そ

う
し

た
事
物
の
実
在
性

の

背
後
が
無
根
拠
で
あ
る
こ
と

に
気
づ

か
ず

、
暗
黙

に
そ
こ

に
従
い
、
そ
の
枠

に
よ

っ
て
実
在
化
さ
れ
た
対

象
に
著
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
は
こ
れ
ら

の
概
念
枠
に
従
う
中
で
、
「
因
」

へ
の
忘
却

か
ら
、
「
縁
」
に
実
在
性
を
付
与

し
て
そ
こ
に
著
す
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
従
う
こ
と
の
中

で
生
み
出

さ
れ
た
実
在
性
が
、
根
本
的

に
相
対

的
関

係
の
中

で
成
り
立
つ
に
過
ぎ
な
い

こ
と
が
暴

露
さ
れ
る
な
ら

、
因
縁

の
縁
に
由
来
す
る
執
着
に
も
根

拠
が
な
い

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば

、
煩
悩

を
捨
て

て
菩
提

を
求

め
た
り

、
無
常

を
厭
悪

し
て
常
を
希
求
す

る
こ
と

さ
え
然

り
で
あ
る
。
菩
提
や
常
が
な
い
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら

を
希
求
し
問

い
を
立
て
る
根
拠
の
方
が
な
い
の
で
あ
る
。

「
ど

の
よ

う
に
私

は
規
則

に
従
う
こ

と
が
出
来
る
の
だ
ろ

う
？
・－

こ
れ
が
、

原
因

を
求

め
る
問

い
で
は
な

い
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
、
私

が
規
則

に
従

っ

て
こ

の
よ
う

に
行
動
し
て
い
る
こ
と

を
、

そ
れ
で

よ
し
と
す

る
た
め
の
問

い

で
あ

る
。
…
…
私
は
た
だ
こ
の
よ
う

に
行
動
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
」

『
探
究
』
の
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
規
則
に
根
源
的
な
理
由
が
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
成
立
し
て

い
る
事
柄

に
関
し
て
本
質
的
な
根
拠
を

求
め
る
こ
と
に
も
積
極
的
な
意
味
は
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
問

い
の
方

が
、
答
え

の
な

い
処
に
無
理
に
答
え
を
出
そ
う
と
す
る

も
の
に
他
な
ら

な
い
。

そ
う
な
る
と
逆

に
、
例
え
ば
虚
無
と

い
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
消
極
的
な
も

の
た
ら
し
め
て
い
る
規
則
か
ら
初
め
て
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
突

き
詰

め
れ
ば
虚
無
と

い
う
こ
と
自
体
の
根
源
的
な
根
拠
内
容
は
な
い
こ
と
に

な
る
。

つ
ま
り
、
虚
無
を
有
に
よ

っ
て
克
服
す

る
の
で
は
な
く
、
虚
無
が
そ

も
そ
も
虚
無
た
ら
し

め
ら
れ
て
い
る
背
後
へ
溯
り
、
し
か
も
そ
の
無
根
拠
性

を
暴
露
す
る
の
で
あ
る
。

慧
能
に
話
を
戻

せ
ば
、
彼

が
弟
子

に
薦

め
た
の
は
、
こ
の
隠

さ
れ
た
ま
ま

に
な

っ
て
い
る
規
則

の
網
の
目

の
根
拠

な
き
こ
と
を
、
暴

露
し
意
識
化
さ
せ

る
実
践
的
な
修
行
法

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
不

立
文
字

の
立
場
を

そ
の
ま
ま
奨
励
は
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
不
立
文
字
と
語

る
だ
け
で

、
既

に
語

れ
な
い
も
の
の
言
語

化
で
あ
り

、
「
相
に
着
し
て
真
を
求
め
て
」

い
る
こ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
規
則
に
従
っ
た
ま
ま

、
そ
れ

に
よ
っ
て
成
立
し
て

い
る

に
他

な
ら
な
い
事
柄
を
拒
否

す
る
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
慧
能
は

不
立
文

字
と
全
く
逆

に
、
三
十

六
対
を
徹
底
的
に
使
い
切
れ
と

い
う
。
つ
ま

り
わ
ざ
と
意

識
的
に
言
語
化
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
規
則
の
側
に
気
づ

い
て

ゆ
く
実
践

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
設
し
人
有
り
て
、
何
を
か
名
づ
け
て
暗
と
為
す
と
問
わ
ば
、
答
え
て
云
え

、

明

は
是
れ
因
、
暗
は
是
れ
縁
、
明
の
没
す
れ
ば
即
ち
暗
な
り
と
。」

こ

の
よ
う

に
、
縁

に
当
た
る
事
柄
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
因



縁
の
関
係
自
体

、
つ
ま
り
「
明
を
以
て
暗

を
顕

わ
す
」

よ
う
に
。
隠
さ
れ
た

形
式
の

側
を
意

識
化

さ
せ

る
こ
と
、
こ

れ
が
ひ

い
て

は
「
来
去
相
い
因

っ
て

、

中
道

の
義

を
成
ず
」
る
こ

と
を
導
く
と

い
う
主
張

に
な

る
の
で
あ

る
。

つ
ま

り
そ
れ

は
「
出
入
し
て

即
ち
両

辺
を
離
る
る
」
こ
と
、
両
辺
を
使
い
尽

く
す

こ
と
で

逆
に
そ
の
相
対

性
を
体
認
し
、
結
果
、
そ
の
規
則
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
常

に
も
、
反

対
に
虚
無
に
も
陥
ら

な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で

は
「
無
」
と
い
う
否
定
性
の
言
明

が
意
味
を
持
つ
根
拠
も
覆
さ
れ
、
そ
の

「
無
」
が
否
定
た
り
う
る
条
件
さ
え

奪
わ
れ
る
こ
と

に
な

る
。

三
　
　

意

外

性

の

感

覚

こ
れ
ま
で
慧
能
の
対
法
が
、
規
則
の
意
図
的
な
意
識
化

に
よ
る
世
界
の
相

対

化
で
あ
る
こ
と

は
確
認
し
た
。
す
る
と
禅

は
、
相
対
化

に
よ

っ
て
世
界

に

対
し
て
無
関
心

に
な

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
の
か
。

し
か
し

結
論

か
ら
す
れ

ば
そ
れ

は
否
で

、
あ
ら
ゆ

る
規
則

に
相
対
化

を
ほ
ど
こ
す

こ
と
は
、
そ
れ
ら

に
内
在
し

つ
つ
そ
こ
を
超
え

る
と

い
う
二
重

の
視
線
を
持

つ
結
果

に
な
る
。

な
ぜ

な
ら

こ
の
相
対

と
い
う
こ
と

は
、
絶
対

に
対

立
す
る
も
の
と
し
て

規
定

さ

れ
る
な
ら
、
た
ち
ま
ち
そ
れ
は
相
い
対

立
す
る
項
の
中
で
捉
え

ら
れ
る
に

過

ぎ
な
い
も
の
に
な

っ
て

し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
も

は
や
絶
対
と
い
う
こ
と

さ
え

問
題

に
さ
れ
な
い
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
現
在
を
生
き
抜
く
こ
と
、
そ

れ
は
問
い
自
体
が
無
意
味
化
さ
れ
る
中
で
、
し

か
も
独
特
の
解
放
感
、
幸
福

感
を
伴
な
う
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
規
則

の
無
根
拠
が
一
方
的

に
暴
露
さ

れ
る
事
態

に
対
置

さ
せ
て
、
そ
の
暴
露
さ
れ

た
無
根
拠
性

さ
え
問
題
で
な
く

な
る
事
態
と
し
て
考
え
て

み
た
い
。

こ
こ
で
ま
ず
、
規
則
は
正
確
に
「
理
解
」
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
用
い
ら

れ
て

い
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
正

し
い
と
思

わ
せ
る
諸
事
情
の
中
で

そ
の

「
正

し
さ
」
が
保
障
さ
れ
て

い
る
こ

と
に
注
意
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
今

ま
で
当
然
の
ご
と
く
従

っ
て
い
た
規
則
の
無
根
拠
に
気
づ
く
場
合
、
ど
の
よ

う
な
感

覚
が
生
ず
る

か
。

「
式

の
表
明

の
背
後

に
な
に

か
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
私
が

さ
ら

に
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
言
う
の
を
正
当
化
さ
せ
て

い
る
、

或

る
諸

事
情
で

あ
る
。
」

し

た
が
っ
て

そ
れ

は
今
の
と
こ
ろ
私

に
は
間
違
っ
て

い
る
と
思
え
な
い
か

ら
間
違

わ
な
い
と

い
う
他
な
く
、
逆
に
自
分
が
芯
か
ら

疑
わ
な

か
っ
た
あ
る

根
本

的
な
事
柄
が
、
す
べ
て
の
他
人
の
理
解
と
異
な
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る

な
ら

、
そ
れ
は
異
様
で
あ
ろ

う
。
『
探
究
』
で
は
、
「
痛
み
」
と
し
て
語
ら
れ

る
私
的

体
験
を
我

々
は
共

有
し
て

い
る
と
確
信

し
て

い

る
が
、

実
は
私

が

「
痛
み
」
と
呼
ぶ
体
験
と

、
彼
の
「
痛
み
」

と
い
う
語
の
指
す

体
験
と
が
同

じ
で
あ
る
保
証
が
な
い
と
い
う
事
態

な
ど
が

例
示
さ
れ
る
。

「
そ
こ
で
我
々
は
た
だ
頭
を
横
に
振

っ
て

、
彼

の
言
葉
を
、
ど
う
対

処
し
て

よ
い
か
分

か
ら
な
い
異
様
な
反
応
と
し
て

見
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
」
類
似
し
た
例

は
幾
つ

か
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
当
然
す
ぎ
て

視

界

に
も
入
ら

な
か
っ
た
、
言
わ
ば
世
界
の
土
台
の
一
つ
が
崩
壊
す
る
時
の
異

様
さ
で

あ
る
。
反
対

か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
土
台
へ
の
信
頼
と
、
そ
れ
を
正

当



化
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
諸
事
情
が
残
存
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
起
る
感
覚
で

あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
根
拠
の
な
さ
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
で
、
問
題
が
解
決
す

る
場

合
も
あ
る
。
『
論
考
』

に
見
え

る
次
の
言
葉

な
ど
は

そ
れ
に
あ

た
る
だ

ろ
う
。

「
人
生
の
問
題

が
消
滅
し
た
時
に
、
人
は
そ
れ
が
解
決
し
た
こ
と
に
気
づ
く
。

（
こ
の
こ
と
は
、
人
生
の
意
味
が
長

い
疑
念
の
後

に
明

ら

か
に
な

っ
た
人
達

は
、
そ
の
後

、
ど
こ
に
こ
の
意
味
が
あ

っ
た
の
か
を
言
う
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
て
し
ま

う
こ
と
の
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
）」

つ
ま
り
、
問
題

を
問
題

と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
形

式
が
な
く
な
る
こ

と
で

、
問
題
自

体
も

消
滅
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
。
先
に
挙
げ
た
異

様
さ
さ
え

な
い
。
そ
れ
は
存
在
す
べ
き
規
則
へ
の
依
存
性
が
既

に
な

い
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
事
態
の
無
根
拠
性
の
暴
露
の
み
な
ら
ず
。
そ
れ
を
無
根
拠

だ
と
思
う
こ
と
か
ら
も
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ

か
ら

は

異
様
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
外
性
を
含
ん
だ
解
放
感
が
生
ず

る
こ
と

に
な

り
、
た
だ
現

在
を
絶
対
的
に
生
き
る
態
度
へ
と
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

禅
的
な
感

覚
に
話
を
戻

せ
ば
、
例
え
ば
「
生
も
亦
夢
幻
、
死
も
亦
夢
幻
、

天
堂
地
獄
、
穢

土
浄
土
尽
く
抛
擲
下

し
て
、
一
念
来
興
以
前
。
万
機
不
到

の

処
…
…
」
と

い
っ
た
よ
う
な
表
記

は
、
求
め
る

べ
き

も
の

が
価
値

づ
け
ら
れ

て
い
る
根
拠

の
方
が
消
滅
し
、
求
め
よ
う
と
す
る
態
度
自
体

か
ら
解
放

さ
れ

る
感

覚
を
示
し
て

い
る
。
当
然
、
価
値
と
対
に
な
っ
た
反
価
値
的
な
も

の
も

、

そ
の
根

拠
を
剥

奪
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
仏
へ
の
問
い
が
生
ず
る
根
が
な
い

処
、
仏
と
無
仏
と
が
同
様
で

あ
る
処
に
到

っ
て
い
る
。
疑
っ
て

も
み

な
か
っ

た
価
値
の
土
台
の
転
覆
、
そ
れ
が
言
葉
で
語
れ
な
い
の
は
、
こ
れ
が
究
極
の

実
在
の
体
験
と
い
う
よ
り
も
、
究
極
の
実
在
に
根
拠
を
与
え

る
土
台
の
側
の

変
化
だ
か
ら
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら

そ
の
土
台
自
体
は
、
あ
く
ま
で

既
存
の
同

じ
土
台
か
ら
見
ら
れ
る
限
り
、
語

り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
禅
の
場
合
、
問
い
の
消
滅
は
世
界
か
ら
の
遊
離
で

は
な
く
、
む
し

ろ
事
物
の
細
部
が
以
前
に
も
増
し
て
生
き
生
き
と
し
て
く
る
こ
と
も
特
色
で

あ
る
。
「
大
疑
現
前
」
す
る
に
あ
た

っ
て
、
一
時

的
に
世
界

か
ら
の
疎
隔
感

が
生
ず
る
場
合
も
あ
る
が
、
最

終
的
に
そ
れ
は
消
去
さ
れ
、
事
物
は
明
瞭

に

な
り
、
「
活

発
発
地
」
と
し
た
心
の
は
た
ら
き
と
一

つ
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な

い
。
世

界
が
一
つ
の
問
い
に
凝
縮
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
問
い
自
体
か
ら
解
放

さ
れ
た
時
、
残
る

は
元
の
ま
ま
の
、
各
々
か
ら
な
る
万
象
し
か
な
い
。
そ
れ

は
事
物
の
一
つ
一
つ

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
と
も
異
な

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ

ら

は
、
法
へ
の
希

求
を
極
限
ま
で

推
し

進
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
法
と
い
う
価

値
を
組
み
込
む
意
味
構
造
の
構
築
が
前
提
と
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
破
ら
れ

る
こ
と
で
生
ず

る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
経
験
は
一
度
な
さ
れ
れ

ば
そ
れ
で
完
成
と

い
う
の
で
も
決
し
て

な
い
こ
と

に
注
意
し
て
お
く
必
要

が

あ

る
。

結
　
　

び

こ
れ
ま
で
確
認
し

た
よ
う
に
、
禅
で

は
、
仏
法
へ
の
問
い
も
含
め
た
、
修



行
者

の
生
の
根
幹
に
関

わ
る
様
々
な
問
い
か
け
も
、
既
に
暗

に
規
則
化

さ
れ

た
世
界

の
中

か
ら
初

め
て

生
ず
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

っ
た
。
こ
の
考
え
方

は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
流
の
規
則
論
と
共
通
す
る
面
が
あ
り
。
さ
ら

に

褝
で

は
そ
の
世
界

に
内

在
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
こ

か
ら
一
種
超
然
と
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
し
て

、
問
い

か
け

に
答
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の

問
い
を
問
い
た
ら
し
め
て

い
る
も
の
の
方
へ
と
気
づ
い
て
行
く
こ
と
、
こ
れ

が
禅
の
逆
説
表
現
が
用

い
ら

れ
る
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
た
。
繰
り

返

す
よ
う
に
、
こ
れ
は
虚
無
主
義
と
も
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
既
に
規
則
化
さ

れ
た
世
界
の
無
根
拠
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
そ
こ
で
は
な
お
そ
の
無
根
拠
と
い

う
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
が
必
要
で
あ
り
、
反
対
に
虚
無
主
義
と
は
、

存
在
す
べ
き

実
在
や
価

値
が
要

求
さ
れ
る
前
提
に
暗
黙
の
内

に
従
う
中

か
ら
、

そ
う
し
た
実
在
が
な
い
こ
と

に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
ず
る
も
の

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
自
ら
が
従

っ
て
い
た
規
則
の
無
根
拠

が
顕
か

に
な
る
時
に
生
ず
る
異
様
さ
に
も
、
あ
る
べ
き
規
則
の
存
在
に
対
す

る
否

定
と
い
う
相
対

性
の
部
分
が
ま
だ
残

っ
て

い
た
。
存
在
に
対
す
る
否
定

と
い
う
こ
と
が
再
び
あ
る
規
則
の
中
で
し

か
成
立
し
な

い
と
す
れ
ば
、
こ
の

異
様
さ

の
消
去
の
た
め

に
は
、
規
則
の
「
無
」
根
拠
と

い
う
こ
と
さ
え
意
味

を
持
ち
得
な
く
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
た
。
否
定
さ
え
そ
の
意
義

を
奪

わ
れ
る
処
で

は
、
全
て
は
た
だ
あ
る
が
ま
ま

に
あ
る
と

い
う
こ
と
に
し

か
な

ら
ず
、
そ
こ

に
虚
無
の
入
る
隙
間
は
な

い
。
あ
く
ま
で
理
想
で
は
あ
る
が
、

細
部
ま
で
生
き
生
き
と
し
た
具
体
的
世
界
と

は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
開

示
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
―
）
　
拙
稿
「
宗
教
体
験
と
悟
り
―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
白
隠
と
の
比
較
か
ら
―
」

『

比

較

思

想

研

究

』

第

二

五

号
　

一

九

九

八

年

ｐ
ｐ
.
 ７
３
-
８
０

．
で

は

、

禅

に

お

け

る

実

体

性

の

空

解

と

中

道

の

体

験

に

つ

い

て

、

西

洋

神

秘

主

義

の

、

究

極

の

実

在

者

の

体

験

と

の

対

比

に

お

い

て

考

察

し

た

。

（

２

）
　

興

聖

寺

本

『

六

祖

壇

経

』

鈴

木

貞

太

郎
　

公

田

連

太

郎
　

校

訂
　

森

江

書

店

東

京
　

一

九

三

四

年

ｐ
.
 １
４
.
中

川

孝

『

六

柤

壇

経

』

禅

の

語

録

四
　

筑

摩

豊

房

一

九

七

六

年

ｐ
.
 ３
６
.

（

３

）
　

同

書

ｐ
.
 １
０
.

，
禅

の

語

録

四

ｐ
.
 ２
７
.

（

４

）
　

地

平

の

転

換

に

よ

っ

て

、

否

定

の

意

味

と

し

て

の

無

の

根

拠

さ

え

奪

う

禅

の

特

色

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「

肯

定

と

し

て

の

無

－

禅

言

語

の

二

つ

の

次

元

－

」

『
宗

教

研

究

』

三

二

〇
　

一

九

九

九

年

六

月

ｐ
ｐ
.
 １
-
２
６
.
を

参

照

。

（

５

）
　

鈴

木

大

拙

『

金

剛

経

の

禅
　

禅

へ

の

道

』

新

版

鈴

木

大

拙

禅

選

集

四
　

春

秋

社
　

一

九

九

一

年

ｐ
.
 １
５
.

（

６

）
　

同

書

ｐ
.
 １
８
.

（
７
）
　
Ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
，
 
Ｌ
ｕ
ｄ
w
ｉ
ｇ
.
"
P
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
 
Ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
.
”

２
１
９
.
　
ｉ
ｎ
:
　
Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
.
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｆ
ｕ
ｒ
ｔ
　
a
m
　
Ｍ
ａ
ｉ
ｎ
,
　
Ｓ
ｕ
ｈ
ｒ
ｋ
ａ
ｍ
ｐ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
，

１
９
６
０
,
　
Ｓ
.
３
８
６
.

（

８

）
　

Ｅ

ｂ
ｅ
ｎ

ｄ
ａ
.
　
１
２
９
.
　
Ｓ
.
３
４
６

．

（

９

）
　

Ｅ
ｂ
ｅ
ｎ

ｄ
ａ
.
　
１
３
０
.
　
Ｓ
.
３
４
６
.

（
1
0
）
　
こ
の
叙
述
だ
け
で
は
、
暗
黙
化
さ
れ
た
規
則
の
根
の
深
さ
を
言
い
表
す
に
は

不

十

分

だ

ろ

う

。

そ

れ

が

個

別

の

ゲ

ー

ム

だ

け

で

は

な

く

、

世

界

全

体

の

地

平

的

な

広

が

り

と

奥

行

き

と

を

支

え

て

い

る

も

の

と

し

て

理

解

す

る

場

合

、

我

々

が

こ

れ

ま

で

の

時

間

の

中

で

蓄

積

し

て

き

た

沈

澱

の

深

さ

、

そ

れ

が

暗

黙

裡

に

あ

る

層

の

複

雑

さ

を

十

分

に

念

頭

に

置

く

必

要

が

あ

り

、

し

た

が

っ

て

こ

れ

を

相

対

化

す

る

こ

と

の

非

常

な

困

難

さ

に

も

留

意

す

る

必

要

が

あ

る

。

仏

道

修

行

で

は

、

こ

の

相

対

化

へ

の

準

備

が

意

識

下

で

密

か

に

準

備

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら



な

い

。

（
1
1

）
　

Ｗ

ｉ
ｔ
ｔ
ｇ

ｅ

ｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｉｎ
.

 

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｕ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ

ｃ

ｈ
ｕ

ｎ

ｇ

ｅ

ｎ
.

”
　

１
８
２
.
　
Ｓ
.

３
７

３
.

Ｅ

ｂ
ｅ

ｎ

ｄ
ａ
.
　

２

４
０

．
　
Ｓ
.

３
８

９
.

（
1
3

）
　

Ｅ

ｂ
ｅ

ｎ

ｄ
ａ

．
　

２
４

１
.
　
Ｓ
.

３
８

９
.

つ

ま

り

真

偽

判

断

は

あ

る

規

準

に

則

っ

て

初

め

て

可

能

に

な

る

が

、

こ

こ

で

は

そ

の

判

断

が

基

づ

く

基

準

の

方

は

、

問

い

に

さ

え

上

が

っ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の

基

準

に

従

っ

た

ま

ま

の

言

語

で

、

基

準

の

側

を

改

変

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（

1 4

）
　

興

聖

寺

本

『

六

祖

壇

経

』

ｐ
.

６
１
.

中

川

孝

『

六

祖

壇

経

』

禅

の

語

録

四

ｐ
.

 １
６

９
.

（
1
5

）
　

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

「

規

則

」

は

変

化

す

る

も

の

で

あ

る

の

に

対

し

、

慧

能

の

「

三

十

六

対

」

は

、

基

本

的

な

形

式

だ

け

は

確

定

さ

れ

た

因

縁

関

係

だ

と

い

う

相

違

は

あ

る

。

た

だ

重

要

な

の

は

、

凡

夫

が

そ

の

因

縁

と

い

う

相

対

関

係

に

気

づ

い

て

お

ら

ず

、

し

か

も

そ

の

関

係

が

な

け

れ

ば

。

縁

が

実

在

と

し

て

見

ら

れ

さ

え

し

な

い

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

点

で

は

規

則

に

盲

目

的

に

従

う

こ

と

と

共

通

す

る

。

（
1
6
）
　
W
i
ｔ
ｔ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
,
 
L
ｕ
ｄ
w
ｉ
ｇ
.
 
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
 
Ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
.
”

２

１
７
.
　
Ｓ
.

３
８

６
.

（
1
7

）
　

興

聖

寺

本

『

六

祖

壇

経

』

ｐ
.

６

２
.

中

川

孝

『

六

祖

壇

経

』

禅

の

語

録

四

ｐ
.
 
１
６
９
-
７
0
゜

（

1 8

）
　

同

書

ｐ
.

 ６
２
.「

褝

の

語

録

四

ｐ
.

 １

７
０
.

（
1
9

）
　

無

論

周

知

の

よ

う

に

、

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

自

身

は

、

私

的

な

感

覚

を

言

語

で

語

る

こ

と

を

厳

し

く

控

え

て

い

た

こ

と

に

も

注

意

す

べ

き

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の

節

で

は

、

規

則

と

言

語

行

為

と

に

付

随

す

る

微

妙

な

感

覚

に

あ

え

て

着

目

し

て

み

た

。

規

則

に

従

う

無

根

拠

の

暴

露

の

感

覚

は

無

視

し

え

な

い

か

ら

で

あ

る

。

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

も

、

私

的

体

験

と

言

語

と

の

対

応

関

係

が

な

い

と

言

う

ま

で

で

、

何

か

感

覚

が

あ

る

と

い

う

こ

と

ま

で

は

否

定

し

て

い

な

い

。

（

Ｗ

ｉｔ
ｔ
ｇ

ｅ
ｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｉ
ｎ
.
　

”
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　

Ｕ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ

ｓ
ｕ

ｃ

ｈ

ｕ

ｎ

ｇ

ｅ
ｎ
.

”
　
１
５

４
.
　

Ｓ
.
３
５

８
．

（
2
1

）
　

Ｅ

ｂ

ｅ
ｎ

ｄ
ａ
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