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宗
教
経
験

の
四
規
範
を
め
ぐ
り
て

一

-

見
性
経
験
の
普
遍
性
と
特
性
を
論
ず

近
年
欧
米
に
於
い
て

「
諸
宗
教
の
比
較
研
究
」
↓
げ
①
O
Oヨ
℃
?

同舞
プ
、①
Qり
9
α
団
o{
菊
①=
σQ
δ
昌
。。
が
俄
か
に
嚢
達
し
、
異
民
族
の

宗
教
に
關
す
る
事
實
の
蒐
集
、
整
理
、
分
析
と
い
う
曾
て
の
知
識

蓄
積
の
時
代
か
ら
、
こ
れ
ら
民
族
自
身
が
表
に
出
て
互
い
に
人
格

的
出
遇
を
す
る
と
い
う
云
わ
ば
宗
教
研
究
の
第

二
期
の
開
始
を
見

た
の
は
、
二
十
世
紀
に
於
け
る
人
類
最
大
の
成
果
と
い
わ
れ
る
世

界
諸
民

族
の
統

合
と
い
う
歴

史
的
事

情
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
而

し
て
曾
て
は
、
西
欧
の
宗
教
研
究
者
に
と
つ
て
非
人
格
的
封
象
で

あ
つ
た
東
洋
の
宗
教
も
、
そ
れ
が
欲
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
今

や
比
較
宗
教
研
究
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の

一
員
と
し
て
、
自
ら
の

宗
教
に
つ
い
て
資
料
を
提
供
す
る
義
務
と
槽
利
の
場
に
立

つ
て
い

る
。
此
虞
に
於
い
て
、
東
洋
の
宗
教
と
し
て
長
き
歴
史
と
燭
自
の

傳
統
を
持
ち
、
東
洋
民
族
と
共
に
生
き
抜
い
て
來
た
縄
佛
教

(敢

西

村

恵

信

え

て
「
暉
」
と

云
わ
ず

「
暉

佛
教

」

と
構

す

る

の
は

、

そ
れ

が
佛

教

と

い
う

濁

自

の
地

盤

に
於

い
て
、

始

め

て
宗

教

と

し

て

の
生

の
座

を
得

る

の

で
あ
り

、

さ
も

な

け

れ
宗

教

と

し

て
何

ら

の
意

義

を
有

し
な

い
と

い
う
私

の
信

念

に
基

く

の

で
あ

る
が

。
)

も

、

そ

の

一

員

た

る
を

冤

れ
得

ず

、

こ
れ

を
徒

ら

に
無

覗

し
去

る

こ
と

は

暉
佛

教

の
存

在

を

自
ら

に
依

つ
て
閑
却

す

る
に
等

し
き

愚
行

と

い
わ

な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

元
來

、

暉
佛

教

に
於

い

て
は
、

言

詮
葛

藤

は

こ
れ
指

月

の
指

で

あ
り

、

こ
れ

の

み

で
は
如

何

に

し

て
も
宗

旨

の
本

壌

に
到

る
を
得

ず

と

し

て
極
端

に
文

字

を
輕

覗

す

る
傾
向

が

あ

る
が
、

そ

れ

に
も

拘
ら

ず

、
護

教

・註

繹

を
事

と
す

る

い
わ

ば
規

範

學

乞
O
H
日
暮
貯
Φ

QQ
ε
良
団

と

し

て

の
琿

録

、
講

義

録
、

又

は
宗

門

諸

論
等

の
著

述

に

少

な
か

ら

ぬ
成

果

が

あ
り

、
更

に
そ

れ
ら

に
理
性

的

反

省

と
批

剣

を
加

え
た
綜

合

的
艦

系

と

し

て

の
琿
宗

哲

學

(花
園
大
學

に
於

い
て

開
講
さ
れ
て
い
る
。)

等

に
も
若

工
-
見

る

べ
き

も

の
が
あ

る
。

然

し



229宗 教経験の四規範をめ ぐりて

乍

ら

箪

こ
れ
等

は
未

だ

に
學

と
し

て

の
全

き
艦

系

を
整

え
て
居

る

と

は

い
え

な

い
。
況

ん

や

マ

ッ
ク

ス
ミ

ユ
ー

ラ
ー

(冒
ρ
×
ヨ
¢
一一①
目
)

に
始

ま

る
宗

教

一
般

の
記

述
學

自
Φ
ωo
H
首
怠
く
①
ω
ε

α
団

と
し

て

の

宗

教

科

學

ω
。
δ
昌
8

0
{
お

一貫
δ
P

菊
。
財
σq
δ
昌
の
註

ω
ω
Φ
昌
8
げ
9
津

に

相

當

す

る
學

と

し

て

は
、

極

め

て
狭
義

の
歴
史

學

と

し

て

の
輝
宗

史

と
、
宗

門

外

の
世

俗

者

に
依

つ
て
近
時

俄

か

に
活

濃

と
な

つ
た

暉

心
理

學

が
あ

る

の

み

で
、
曾

つ
て

ワ

ッ
ハ

(冒

9
。
匡

日

≦
-霧

げ
)

が

示

し
た
如

き

、
宗

教

現

象

學
、

宗
教

耐

會

學
、
宗

教

史

、
宗

教

心

理
學

な

ど

の
集

大
成

と

し

て

の
宗
教

學

に
相

當

す

る
も

の
と

し

て

は
、

こ
の
分

野

に
於

け

る
唯

一
の
先

覧

者
鈴

木

大
拙

居

士

を
敷

え

る

の

み
で
あ

る
。

メ

ン

シ
ン
グ

(O
=
ω
叶餌
く

冒
o
昌
ω〇
三
昌
σQ
)

の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
暉
佛
教
は
そ
の

丙

容
的
寛
容
鞠

に
も
拘

ら
ず

、

そ

の

「
形

式
的

不

寛
容

」

の
態

度

に
依

つ
て
、

そ

の
世
界

宗

教

史

的
存

在

意
義

を
淺

薄

な
ら

し

め

て
來

た

と

い
え

る

で
あ

ろ

.つ
。さ

て
、

し

か
し
乍

ら

諸

宗
教

の
記
述

學

と

し

て

の
宗

教

學

は
、

か

え

つ
て
そ

の
記

述
性

の
過

剰

の
故

に
、

規
範

性

を

加
味

す

る
反

省

と
必

要

に
迫

ら

れ

る

に
到

つ
た
。

ワ

ッ

ハ
は
か

く

の
如

き
新

し

き
宗

教

學

の
使

命

と
特

質

を

示

し

て
、

1
、

統

一
さ

れ

た
見

解

に
依

る
過
度

の
限
定

と
匠

分

か

ら
將

ら

さ

れ

る
諸

々

の
障

害

の
克

服

。

2
、
宗

教

経
験

の
性

格

を

め
ぐ

る
、

よ

り
深

き

洞
察

。

3
、

認
識

論

的

及
び

究
極

的

に
形

而

上

學
的

性

格

に

つ
い
て

の

諸

問

題

の
探

究
。

の
三
項

目

を
學

げ

て
い

る
。

右

に
見

る
襟

に

ワ

ッ

ハ
の
颪

分

に
依

る
宗

教

學

の
第

三
期

に
於

い
て
、

研
究

者

は
言

語

學

的
、

歴
史

學

的

、
批

到

的
研

究

態
度

を

保

ち

な
が

ら
、
宗

教

の
本
質

的

、
規

範

的

な
も

の

へ
の
洞

察

に
還

元
す

る

の
止

む

な

き

に
到

つ
た

の
で
あ

る
。
現

代

比
較

宗
教

學

は
、

か
く

の
如

き
宗

教

研

究

の
人

格
化

さ

れ

た
も

の
と

し

て
、
深

い
意
義

を
有

す

る
。

宗

教

経

験

を
重

覗

す

る

ワ

ッ

ハ
の
學

的

性
格

は
、
彼

が
宗

教

研

究

の
手

掛

り

と

し

て
人

間

に
於

け

る
宗

教

経
験

に
着

目
す

る

シ

ュ

ラ

イ

エ
ル

マ
ッ

ヘ
ル
以

來

の
傳

統

を
踏

ま

え
乍

ら

、
人

間

存
在

の

構

造
中

に
宗
教

経
験

を
起

さ

し
め

る

「
あ

る
も

の
」

の
存

在

を
認

め
、

こ
れ
を

「
究

極

的
實
在

」

d
三

ヨ
鉢

①
菊
①
巴
津
蜜

と
命

名

し
、

こ
れ

こ
そ
あ

ら

ゆ

る
人
間

に
共

通

で
あ

る
と

し

、
唯

、
人

間

が
歴

史

、

文
化

、

耐
會

の
子

で
あ

つ
て

こ
れ

の
相

異

に

よ
り
、

個

人

及

び
集

團

に
於

け

る
宗
教

経

験
表

出

上

の
差

異

が
起

り

、
宗

教

現

象

の
多

様

性

が
生
ず

る

の

で
あ

る
と

い
う

立

場

を
取

つ
て

い

る
。

こ
の

こ
と

は
既

に
、

オ

ッ
ト

ー

(閑
g
◎
o
開

O
融
o
)
が

、
「
神

秘

主
義

、

東

と
西

」
寓
《
ω
江
9
ωヨ

国
9
簿

露

山
≦
σ
。・
け
の
壁

頭

に

於

い
て
、

「
紳

秘
主

義

に
は
、

氣
候

、

地

理
及

び

人
種

な
ど

の
條

件

を
越

え

る
様

な
人

間
精

紳

の
強

い
働

き

が
あ

り

、

そ
れ

ら

は
、

そ

の
類

性

に
於

い
て
人

間

経

験

の
諸

々

の

型

の
内

的

關
係

》
口
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冒
器

H
H
Φ
冨
註
o
昌
。。
三
℃

o
{
叶
唄
℃
o
ω
○
{
び
自
白
㊤
旨

①
×
℃
①
ユ
o
馨

①

を
示

す

の
で
あ

る
が

、
第

二

に
、
神

秘

主

義

が
、
軍

な

る
神

秘
主

義

で
あ

つ
て
常

に
何

虞

に
於

い

て
も

一
で
あ
り

、

質

を
同

じ

く

す

る
も

の

で
あ

る
と

す

る

の
は
誤

り

で
、

む

し

ろ
紳

秘
主

義

の
中

に

は
、
他

の
精

瀞

生

活

に
於

け

る
と

同
様

、

表

現

の
ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

が

あ

る

こ
と
。

第

三
に
そ

れ

ら

の
ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

は
、
人

種

や

地

理

的
條

件

に
依

る

の
で

な
く

、

む

し
ろ

こ
れ

ら

の
ヴ

ァ
ラ

エ
テ

ィ

が

同

一
人

種

や
文

化
環

境

の
中

で
、

強

い
封

立

を
示

し

つ

㌧
共

存

す

る
も

の

で
あ

る
」

と
述

べ
た

通
り

で
あ

つ
て
、

ワ

ッ

ハ
が
、

宗

教

輕

験

の
状

況
的

性

格

む。
詳
轟

怠
○
昌
巴

。
冨

蚕
暮

巽

に

つ
い
て
、

「
わ
れ

わ
れ

は
宗

教

経
験

を
、

そ

の
時

々
の
特

殊

的
系

列

℃
錠

亨

皆
巳
錠

。
o
暮
。
蓉

に
於

い
て
考

え

ね
ば

な

ら

な

い
。
」

と

説

き
、

ベ

ン
ツ

(国
同
b[ω
げ
】W
Φ
]P
N
)

が

「
ど

の
紳

秘
主

義

も

空
中

の
櫻

閣

で
は

な
く

、

そ
れ

ぞ

れ
生

い
立

つ
た

地
盤

を
有

し

て

い
る
。
神

秘

主

義

は

そ

の
地

盤

を
極

力

否
定

す

る
が
、

そ

れ

に
も

拘

ら
ず

、

そ

の
濁

自
性

を

や

は
り

そ

の
地

盤
か

ら

得

て

い

る
の

で
あ
り

、

生

い

立

ち

を
異

に
す

る
祠

秘
主

義

と

は

そ

の
本

質

を
等

し
く

す

る

こ
と

は

な

い
。
」

と

い
う

オ

ッ
ト
ー

の
警

告

を
引

用

し

て
輝
佛

教

を

一

般

人

の
誤
解

し

て

い

る
抽
象

的

観
念

と

し

て

の
所

謂

「
輝
者

氣

ど

り
」

N
窪

。。
昌
○
σ
一。。日

か

ら
峻

別

し

て

い
る
如

き
精

神

と

同

一
で

あ

る
。

「
非

キ
リ

ス
ト
教
者

が

、

キ

リ

ス
ト
教

の
信
仰

が
何

で
あ

る
か

に

つ
い

て
、

キ

リ

ス
ト

教

徒

を
論

破

す

る

こ
と
が

不

可
能

で
あ

る
」

よ
う

に

、
暉

佛
教

徒

に
非

ぎ

る
も

の
が

、
輝

佛

教

の
端

的

に

つ
い
て
繹

者

を
論

破

す

る

こ
と

は
出
來

な

い
。
琿

佛

教

者

と

し

て

の
私

は
、

所

謂

「
公

李

な
學

者
」

と

し
て
、

自

己

の

育

つ
た
文

化

、
宗

教

以

外

の
資

料

に
封

し
て

の
同

情
的

理
解

QQ
団
ヨ
℃
簿

げ
①
鉱
o

話

α
①
話
訂

巳

ぢ
αq
、

自

ら

の
育

つ
た
宗

教

に

つ
い
て

の
批
到

的
態

度

9
陣
詳
民

Φ

o
囲
ω
①
属

。
ユ
江
。
一ω白

及

び

科
學

的
態

度

ω
9
Φ
暮

臨

。

富
ヨ
℃
醇

の
三
條

件

に
於

い
て
、

他
宗

教

と

の
出

遇

い
に
望

む

こ

と

を
自

覧

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

註

ω

東

京

大
學

出

版
會

「宗

教

學

入
門

」
日
び
①
缶
δ
8

q

o
h
犀
Φ
=
σq
ー

δ
旨
9

d
巳

く
.
○
{
o
田

8

αq
。

勺
器
ω
～

お
$

邦
繹

四

七
ー

四

八

頁

②

西
谷

啓
治

澤

「
宗

教

に
お

け

る
寛

容

と
眞

理

」
宗

教
研

究

第

一
六

三
號

圖

日
げ
o

O
o
ヨ
℃
霧

暮

一く
①
ω
ε

α
図

○
{

国
o
一一σQ
一〇
蕊

》
客
①
≦

く
o
跨

H
㊤
0
00
℃

℃
.

0

働

罎
岩

試
9
。。
ヨ

同
ρ
。。
叶
㊤
昌
自

≦
、①
ωゴ

ぎ

嘗
o
α
口
o
怠
o
昌

や

H
①
・

㈲

ワ

ッ

ハ
前
掲

書

=
=

頁

㈲

N
①
印

一昌

≦
、①
ω菖
一〇げ
費

QQ
一〇
げ
叶l

N
o口
bd
自
O
ユ
三

ωヨ
塁

l

N
Φ
口

曽

o
玄

ωヨ
島

噛
薯

Φ
=
げ
Φ
一8
＼O
bd
】W
u
お
①
N

℃
●
も。
P

の

目
冨

国
一ω
8
q

o
h
口
①
】一σq
δ
旨

邦

繹

五
七
頁

㈲

同

右
書

五
九
頁

・
七
十

五
年

以
前

に
は
研

究
者

が

自
身

の
信

仰

を

持

た
ず
、

が

＼
わ

つ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

が
、

他

の
肚

會

の
宗
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教
を
含
め
て

一
般

に
宗
教
を

「
公
李
」
に
且

つ
學
問
的
に
研
究
す

る
た
め
の
必
要
な
資
格
で
あ
る
と
大
學
の
中
で
ひ
ろ
く
老

え
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
今
日
で
は
逆
の
見
方
も
行
わ
れ
て
い
る
。

二

 

ワ

ッ
ハ
は
純
粋

宗

教
経

験

σQ
①
=
三
昌
①

「
①
認
σQ
一〇
⊆
ω
①
×
℃
Φ
「
冨
口
o
①

と

し

て
経
験

さ

れ

る
も

の

が
、
眞

に

「
宗
教

的

」

と

し

て
普
通

一

般

の
人

間
経
験

と
峻

別

せ
ら

れ

る
た

め

の
、
換

言
す

れ

ば

、
如
何

な

る
宗

教
経

験

の
表

出

も
綜

て
そ

れ

に
集

約

さ

れ
、
適

鷹

さ

れ
得

る

よ
う

な

四

つ
の
軌

範

9

津
巽

δ
ロ
を
示

し

た
。
印

ち

、
そ
れ

ら

は
、

1

究

極
的

質

在

と

し

て
経

験

さ
れ

る
も

の
と

の
慮
答

幻
Φ
ω℃
-

○
昌
ω
①

で
あ

る

こ
と

2

、
究

極
的

h實

在

に

封

す

る
全
艦

的
存

在

の
全

艦

的

鷹

答

げ
9

巴

お

ω
℃
o
霧

①

○
{

芸

①

8

汁巴

σ
①
ぎ
αq

8

d
一江
8
鉾
①

園
o
巴
詳
蜜

で
な

け

れ
ば

な
ら

ぬ

こ
と

3

、
強

烈

で
あ

る

こ
と

4
、

経
験

が
行
爲

に
表

れ

る

こ
と

。

で
あ
り

、

彼

に
依

れ
ば

、

こ
れ
ら

四

つ
の
軌
範

は
純

梓
宗

教

経
験

に
は
不

可

避

の
要
因

で
あ

る
と
同
時

に

、「
無
神

的

宗
教

」
O
o
臼
①
。。
ω

お
=
σq
δ
旨

の
存
在

の
不

可

能

な

る

こ
と
を
暗

示

し
、

愚
昧

な

る
誤

解

の
み

が
、
佛

教

や
儒

教

を
無

神

的
宗

教

に
す

る

と
説

き
及

ん

で

い

る
。

こ
の
言
僻
か
ら
、
彼
が
究
極
的
實
在
に
依

っ
て
意
味
す
る
も
の

は
、
自
我
を
超
え
る
紹
封
的
人
格
聯
か
ら
非
人
格
的
宇
宙
秩
序
、

更
に
自
我
に
内
在
す
る
紹
封
我

(佛
)
ま
で
も
包
含
し
て
い
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
か
か
る
究
極
的
實
在
の

一
形
相
と
し
て
、
輝

佛
的
に
於
け
る
眞
佛
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
鷹
答
が
繹
定
と
い
う
濁

自
の
形
態
を
通
し
て
實
践
せ
ら
れ
る
と
き
、
輝
定
型
宗
敏
経
験
と

構
し
得
る
様
な
濁
自
の
宗
教
経
験
相
を
呈
す
る
。
本
論
の
意
圖
す

る
と
こ
ろ
は
、
か
か
る
暉
定
型
宗
教
経
験
の
形
相
的
性
質
を
提
示

し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
純
粋
宗
教
経
験
と
し
て
、
ワ
ッ

ハ
の
軌
範
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
究
明
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
づ
究
極
的
實
在
と
は
何
で
あ
る
か
に
っ
い
て
の
検
討

か
ら
始
め
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
間
に
封

す
る
答
え
こ
そ

「
何
が
眞
に
實
在
で
あ
る
か
と
問
い
求
め
ら
れ
て

ゆ
く
道
程
の
跡
づ
け
」
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
實
在
に
封
す

る
關
心
の
め
ざ
め

(回
心
、
初
護
心
)
が
宗
教
的
生
活
の
端
緒
で

あ
り
、
實
在
と
の
鷹
答
の
過
程

(修
道
)
が
宗
教
的
生
活
そ
の
も

の
で
あ
り
、
實
在
の
把
握

(合

一
、
見
性
成
佛
)
が
宗
教
的
生
活

の
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
時
、
人
は
常
に
實
在
の
追
求
に
於
い
て

生
を
實
践
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

實
在

へ
の
關

心
の
め
ざ
め

は
、
實
在
な
ら
ざ
る
も
の

(虚
無
)
の
自
覧

に
由
來
し
、
こ
の
自

覧
は
、
人
間
の
み
が
持

つ
と
こ
ろ
の
、
生
の
た
ゆ
み
な
き
前
進
の
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過

程

に
於

け

る
蹟

き

に
由

來

す

る
。

印

ち

「
生

の
根

底

に
盧
無

の

地

孕

が
開

け

る

と
き
、

人

は
眞

實

に
實

在

に
向

つ
て
生

の
根
本

的

轄

機

を
計

る
」

の

で
あ

る
。

か
く

の
如

き

生

の
根

元

に
立

つ
て
、

人

は

二

つ
の
方

向

に
向

ぷ
。

そ
れ

は

「
現
實

の
不
完

全

、

又

は
悪

邸

ち
彼

が
逃

れ

た

き
罪

悪
」

夢

①

箕

①
ω
①
暮

言
o
o
日
℃
一①
8
コ
①
ωω

o
目
を
目
o
話

器

ω
ω
.島

Φ

ω
ぎ

.
芝
三

9

冨

一ω
$

σq
①
目
8

①
。・8

℃
①

ず
○
日

と
、

「
彼

が

到

達

し
た

き
積

極
的

理

想
」

夢

①

唱
○
。。
一怠
く
①

乙
o
巴

≦
田
0
7

げ
①
δ
お

8

0
0
日
℃
9
ω
ω
と

い
う

回

心

の

二

つ
の

候

補

に
依

っ
て
決

定

せ
ら

れ

る
。

而

し

て

ス
タ

ー

バ

ッ
ク

(国
・

∪
・
Q。
$

目
9

畠

)

が

、

「
回

心

は
正
義

を

目
指

す
精

進

の
過
程

よ

り

も
、
罪

悪

か

ら
離

睨

せ
ん

と
努

力

す

る
過

程
」

O
O
ロ
〈
Φ
誤
δ
昌

一ω

p

旧

0
8

ω
ω
○
囲
ω
詳
9

σQ
σq
一一コ
σq

9
≦
9
図

坤
○
ヨ

ω
一P

8

9

醇

夢

9
⇔

o
{
。。
ヰ
ぞ
ヨ
σQ

8

≦
9
a

ユ
σq
算

①
2

。。
口
①
ωω
で
あ

る
と

し

て

い

る

こ
と
か

ら

、
彼

が

そ

の
心

理
的

實
験

の
封

象

と
し

た
人

々
、

印

ち

キ
リ

ス
ト
教

信

奉
者

の
多

く
が

虚
無

か

ら

の
消

極

的
逃

避

に

於

い

て
實

在

に
向

う

こ
と
が

察

せ
ら

れ
、

實
在

を
、

「
人
間

を

超

え

る
力

の
象
徴

」
ω団
箏
σ
9

0
臣
℃
o
芝
費

o
<
曾

8
ρ
昌

と

し

て
観
念

し

、

そ

の

「
人

を

超

え

る
力

へ
の
屈
從

」

》

。・二
ほ
①
昌
山
霞

8

ρ

℃
O
ぞ
象

葺
9
コ
ω
O
①
昌
象
O
σp

日
P
謬

を
本

質

と

し
、

服
從

を
徳
、

背

徳

を
罪

と

す

る
如

き
「
灌

威

主

義
的

宗
教

」
へ
の
傾

向

を
示

す

に
封

し

、
「
よ
り
高

次

な
自
我

の
像
」

夢

①
一日
㊤
σQ
①
o
{
ヨ
9
=
、。。
巨
σq
ず
①
同

ω
。
に
、

あ

る

い
は

「
人

間

が
可

能

と

し
て

持

つ
て

い
る
も

の

㌧
象

徴
」
、

又

「人
間
が
そ
の
生
の
中
に
於
い
て
實
現
せ
ん
と
し
て
い

る
人
聞
自
身
の
力
の
象
徴
」
を
實
在
と
し
、
人
間
及
び
人
間
の
力

を
中
心
と
し
、
服
從
よ
り
も
自
己
實
現
を
目
的
と
す
る
如
き

「
人

間
主
義
的
宗
教
」
の
態
度
は
、
虚
無
か
ら
の
逃
避
よ
り
も
、
そ
れ

へ
の
積
極
的

凝

覗
を
そ
の
根
本
的

態
度

と
す
る
威
に
特
色
が
あ

る
。私

は
今
、
便
宜
上
、
今
津
洪
嶽
博
士
に
倣

つ
て
前
者
を
所
濤
型

宗
教
、
後
者
を
暉
定
型
宗
教
と
名
付
け
、
爾
者
の
宗
教
経
験
の
本

質
的
同

一
性
と
、
雨
者
の
封
比
に
於
け
る
、
暉
定
型
宗
敏
経
験
の

特
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

宗
教
経
験
が
人
間
存
在
の
學
艦
的
経
験

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
所
濤
型
宗
教
に
於
い
て
は
、
實
在
に
封
す
る
關
心

の
め
ぎ
め
が
、
罪
乃
至
不
安
と
い
う
情
的
意
識
に
由
來
し
、
そ
れ

か
ら
の
逃
避
が
紹
封
者
の
救
い
の
渇
仰
に
於

い
て
希
求
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
く
志
向
せ
ら
る
る
實
在
は
根
源
悪

(人

間
)
の
限
界
の
外
に
存
し
、
人
間
と
は
懸
紹
的
關
係
に
立
つ
。
故

に
そ
れ
は
、

「
そ
の
故
に
實
在

へ
の
旅
が
暗
夜
の
如
く
に
な
る
と

㈹

こ

ろ
の
、

人
間

に
と

つ
て
理
解

し
が

た
き

も

の
」

で
あ
り

、

又

、

働

「
人
間

を
超

ゆ

る
力

の
象

徴
」

ω
図
ヨ
σ
巴

○
{
℃
o
≦
曾

o
<
①
「
ヨ
9
口

と

し

て
仰

信

さ
れ

る
。

換

言
す

れ

ば
、

實

在

(
こ

の
場

合

、
神

)

は

、

「
本
來

人

間

の
も

の
で
あ

る
と

こ
ろ

の

理
性

や
愛

の
濁
占

的

鋤

所
有

者
」

で
あ

り

、
人
間

に
と

つ
て
最

善

の
も

の
と
、

又

は

あ
ら
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ゆ

る
力

の
投
射

鷺

o
撤
o
什
さ
れ

た

も

の
と

云

い
得

よ
う

。

ス
タ

ー

バ

ッ
ク

が
、

回

心

を
人

間

の

「
無

我
化

」

毒

ω9
嘗

αq

と
読

い
て

い
る
の

は
、

蓋

し
人

間

の
自
己

否

定

で
あ

り

、
實

在

に
封

し

て

の

自

己

の
蔑

み
、

卑

し

め

で
あ
り

、

そ

れ

に
依

つ
て
實

在

が
實

在

と

し

て
愈

々
明

確

に
な

る

と
云
う

こ
と

の
謂

で
あ

ろ
う

。
從

つ
て

こ

の
場

合

に
於

け

る
實

在

と

の
鷹

答

は

、
自

己

の
無

化

(否

定

、
罪

悪

感

の
彊
化

)

と

云

う
仕

方

で
爲

さ

れ

る
。
聯

(
實

在
)

の
人
間

へ
の
イ

ン

ヒ

ュ
ー
ズ

ィ
ン
グ

は
、

か

く

の
如

き
實

在

と
自

己

の
落

差

に
比

例

す

る
。

救

濟
型

宗
教

に
於

け

る
實

在

へ
の
墓

登

の
過
程

は
、
右

の
懸
繕

的

關

係

が
、

懸
紹

の
ま

㌧
で
結
合

す

る
場

に
於

い

働

て
途
行

せ
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

他
方

、

暉
定

型

宗

教

に
於

い

て
は
、
實

在

な

る
も

の

に
封

す

る

關

心

は
、

人

が
實

在

な
ら
ぎ

る
も

の
に
直
面

す

る
と

き
、

こ
れ
を

疑

う

と

い
う

知
的

態

度

に
由
來

し
、

「
是

什
腰

」

と
問

い
績

け

る

こ
と

に
於

い

て
、
自

己

の
内
的

充
實

が

高

ま
り

、
間

が
問

と

し

て

問

い
霊

さ

れ

る
時

、
自

己

が
破

れ

て
、

そ

の
ま

、
實
在

と
な

り
、

問

が

そ

の
ま

㌧
答

と

な

る
。
換

言

す

れ
ば

、

疑
う

と

い
う

客
艦

的

行

爲

が

、

そ

の
深

ま
り

と
共

に
主

艦
化

し

て
疑

い
そ

の
も

の

(
疑

團

)

と

な
り
、

疑

う
自

己

と

、
疑

わ

れ

る
虚

無

が

一
と

な
り

、

一

も

又
、

疑

わ

れ

る
場

(大

疑

)

が
現

前

し
、

そ

の
紹

封
無

が

、

そ

の
ま

㌧
紹

封
有

と
し

て
自

畳

を

得

る

の

で
あ

る
。

印

ち

自
己

は
、

虚

無

の
徹

底
凝

視

に
於

い
て
無

懸

紹

的

に
實

在

と
結

合

す

る
。

「
煩

簡

印
菩

提

」

と

云

い
h

「
生

死
師

浬
漿

」

と
云
う

は
、

か

く

の
如

き

「
虚
無

師

自
在

」

の
別

僻

に
他

な
ら

ぬ
。

實

在

と
し

て
経

験

さ

れ

る
も

の
と

の
鷹

答

は
、

右

の
如

き

ヴ

ァ

ラ

エ
テ

ィ

の
共

存

を
内

容

と

し

つ

㌧
、

そ

の
純
粋

性

に
於

い

て
本

質

的

に

一
な

る
も

の
を
示

す
。

以

下

、
詳

細

に
立

ち

入

ろ
う

。

註
ω

ワ

ッ

ハ
前

掲
書

三
〇

頁

②

同

右
書

三

七
頁

㈹

西

谷
啓
治

著

「
宗

教

と
は
何

か

」

九
頁

ω

同

右
書

六
頁

㈲

芝

自

9
ヨ

冒

白
①
ω
…

目
冨

く
巴

①
g

ω
。
{
邑

喧

。
蕊

。
老

Φ
〒

凶①琴

①
閉
①
≦

団
o
<
ぎ

一
㊤
OO。
・
や

ミ
一
・

㈲

国
・
∪
●
ω
け貴

げ
暮

】コ

目
9

℃
碧

o
げ
o
一〇
σq
団

O
h
お
匡
σQ
一〇
P

℃
・

①
心
●

の

宗

教

研
究

第

一
五

二
號

一
〇

八
頁

今

井

滋
氏

「
フ

ロ
ム
の
宗

敏

観
」

㈲

ω
梓
.
}
o
げ
昌

o
h
窪

Φ

0
8

ω
ω
い
〉
㏄
8

暮

o
h
寓
○
ロ
耳

(U鎧

日
Φ
一"

切
O
o
犀

ど

Ω
6

℃

目

働

㎝

国
ユ
9

津

o
日
ヨ

"

勺
紹

畠

8

昌
巴
岩

一ω

餌
巳

お
=
αq
δ
口

℃
.
ω刈
.
多

㎝

ス
タ

ー

バ

ッ
ク
前

掲

書

O
げ
ρ
℃

×
HH

働

久
松

眞

一
著

「
東

洋
的

無

」
六

二
頁

参
照
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三

 

ア

ン
ダ

ー

ヒ
ル

(国
く
Φ
甘
口

d
巳

①
昏

臼

)

が

そ

の
大

著

「
神

秘

主
義

」

冨
団
ω鉱
9
ω
ヨ
ー
冨

ω
9

創
団

言

暮

①

目
暮

霞

①
9
コ
α

創
Φ
<
-

①
δ
℃
①
ヨ
①
暮

9

ヨ
き

、。・
。。
℃
三

g

巴

。
。
コ
ω
。
δ
ロ
旨

①
。・ω
1

に
於

い

て
試

み
た
、
神

秘

的

生
活

の
諸

相

を

學

ぶ

た
め

の
階

程
颪

分

は
、

ス
タ
ー

バ

ッ
ク

な
ど

の
宗

教

心
理

學

に
傍

謹

を

得

な
が

ら
、

同
時

に
心

理
學

的
観

鮎

の
外

に
立

つ
て
、
神

秘

家

の
艦

瞼

的
告

白

の
豊

富

な
資

料

と
自

ら

の
紳

秘

的
盟

験

と

に
依

つ
て
膣

系
化

さ
れ

た

も

の
と

し

て
示
唆

に
富

む
も

の
で
あ

る
。

實

は

イ
ギ

リ

ス
に
於

け

る

神

秘
主

義

は
、

彼
女

の

「
禰

秘

主
義

」

一
巻

に
依

つ
て
、

始

め

て

心

理
學

の
封

象

と

な
り

得

た

と
云

わ

れ

る
。

も

と

よ
り

人

聞
精

神

の
紳

秘

的
維

験

は

、
記

述

を
超

ゆ

る
も

の

で
あ
り

、
分

析

や

組
織

樹

て

を
不

可
能

と

す

る
も

の
で
あ

る

が
、

そ

れ

に
も
拘

ら

ず

各
宗

教

に
於

い
て
、

か

く

の
如

き
艦

系

的
記

述

が
爲

さ
れ

る

の
は

、
各

人

の
個

別
的

経

験

が
、
實

は
人

間

一
般

に
共
通

な

る
純

梓

纒
験

と

し

て
把

握

さ

る
べ

き

で
あ

る
と

い
う

近

代
人

の
念

い
の
表

出

に
他

な

ら
ず

、
而

も

か

く

の
如

き
試

み
が
充

分

に
科

學
性

を
得

る
爲

に

は

、
心

理
學

の
恩

恵

に
依
存

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

か

つ
た

の
で
あ

ろ

う
。

然

し
乍

ら
、

ア

ン
ダ

ー

ヒ

ル
自

身

も
、

自

ら

の
紳

秘
経

験

か

ら
來

る
内

観

と
、

イ
ギ

リ

ス
に
於

け

る

あ

る
程
度

の
信
仰

的
制

約

に
依

つ
て
、

そ

の
研

究

の
嚴

正

な
科

學

的
態

度

を
貫

く

こ
と
を

得
ず

、

後
年

漸

次

、
信

仰

的

思
索

的

に
紳

秘

思
想

を

研
究

す

る

一

キ
リ

ス
ト
者

と
な

つ
て
行

つ
た
過

程

は
、

先

に
述

べ
た

る
如

き

、

宗

教

學

そ

の
も

の
と

運
命

を
同

じ
く

す

る
も

の

と
考

え
ら

れ

る
。

因

み

に
暉
定

型
宗

教

、

就
中

、

暉
佛

敬

に
於

い

て
は
、

か

つ
て

キ
リ

ス
ト
教
神

秘

家

が
試

み
た
如

き

、
人

間

の
心
理

的
側

面

か

ら

の
科

學

的

研
究

の
成
果

は
極

め

て
稀
薄

で
あ

り
、

近

代

に
入

つ
て

か

ら
、

一
部

の
世
俗

的

學

者

に
依

つ
て
爲

さ

れ

た
縄
経

験

者

封

象

の
諸

々

の
實

験

も

、
暉

経

験

の
核

心

に
鰯

れ
ず

と

し

て
輕

硯

せ
ら

れ

る
傾

向

が

あ

つ
た

し
、

現
代

に
於

い
て
も

、
例

へ
ば

ユ
ン
グ
教

授

(○
。
○
。
}
⊆
⇒
σq
)
と
久

松
眞

一
博

士

の
封

談

な
ど

に

は
、

暉

と

深
層
心
理
學
に
些
か
の
薮

響

見
出
さ
な
㌦

そ
れ
は
そ
の
限

り

に
於

い
て
當

然

の
事

と

云

わ
ね
ば

な
ら

な

い
。
何

と

な
れ

ば
、

暉
定

型
宗

教

に
於

い
て
、
「
心

」

は

Ω

暮
ρ

(
生
滅

心
)

で
は

な

く

て
、

=
ユ
9

団
ρ

(
心
臓

)

を
指

す

の
で
あ

る
。

白

隙

慧

鶴
が

「
學

道

人
不

識
眞

、

唯
爲

從

前

認
識

神

、
無

量
劫

來

生

死

本
、

凝

人

喚

爲
本

來

人

。
」

と
唱

え

て
、
「
識

神

」

(
阿
頼

耶

識

・
生
滅

心
)

を
究

極

な

る
も

の
と
認

め

る

こ
と

の
非

を
説

き

、
眞

に
實

在

な

る

も

の

は

「
八
識

(阿

頼

耶
識

)

田
中

下

一
刀
」

に
於

い

て
現

前
す

る
と

説

い
て

い

る
通

り

で

あ

る
。

さ

て
、

ア

ン
ダ

ー

ヒ

ル
の
肺

秘
的

生

活

の
階
程

匠

分

は

左

の
如

く

で
あ

る
。

私

は
、

そ

れ

に
倣

つ
て
、
實

在

と

の
鷹

答

の
考
察

を

試

み

た

い
と
思

う
。
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1

、

聖

な

る

實

在

の
意

識

に
封

す

る

自

我

の

め

ぎ

め

》
妻
9
犀
Φ
-

巳

昌
σQ

O
{

夢

①

QQ
o
一{

8

8

器

o
一8

ω
器

ω
ω

o
h

U
一≦

器

口
①
巴

一な

2

、

自

我

の

深

化

℃
農

σQ
簿

δ

口

9

爵

①

ω
①
一h

3

、

自

我

の

光

耀

H
一言

邑

口
p
怠
o
コ

o
{

昏

①

ω
①
一h

4

、

魂

の
暗

夜

U
9
時

完
お

プ
け

o
{
爵

①

ω
o
巳

5

、

聯

と

の

合

一

d
巳

o
コ

≦
詳
げ

O
o
α

1
、
回

心

と
初

騒

心

人

間

が
、

た

ゆ

み
な

き

生

の
前

進

の
途

に
於

い
て
蹟

き

、

そ

の

依

つ
て
立

つ
根
篠

(
生

の
贋

値

)

が
根

底

か
ら

否
定

さ
れ

る

と
云

う
様

な
事
態

に
直
面

す

る
時

、

彼

の
生

活

に
於

け

る

「
人

格
的

精

力

の
習

慣

的
中

心
」

日
プ
①

げ
p
σ
津
粥
巴

8
暮

曾

o
h
げ
一ω
℃
Φ
お
○
目
巴

窪

Φ
H
σQ
団

が
、

曾

つ
て

は
當
人

の
意
識

の
外
園

に
あ

つ
た
と

こ
ろ

の
、
宗

教

意
識

に
移
行

す

る
。

救

濟

型
宗

教

は

こ
れ

を

「
回

心
」

O
。
コ
〈
巽
。。
一8

と

呼

ぶ
。

暉
定

型

宗
教

に
於

い
て

は

「
初

獲

心
」

の
語

が
充

て
ら

れ

る

で
あ

ろ
う
。

共

に

「
生

に
於

け

る
根
本

的
轄

換
」

で
あ
り

、

「
個

人

意
識

の
上

に

の
し

か

、
る
、

よ
り

大

な

る

世
界

意
識

で
あ

り

…

…
人

が
存

在

の
限
定

的

世

界

か

ら
大

き

な
全

㈹

艦
に
吸
牧
せ
ら
れ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
緩
に
急
に
、
意
識
的
に
無

意
識
的
に
實
在
と
封
決
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
場
合
、
虚
無
の
自
覧
の
強
さ
が
、
宗
教
経
験
の
深
さ
を
規

定

す

る

と
さ

れ

る
。

輝

定

型
宗

教

に
於

け

る

「
初
獲

心

時

便
成

正

覧

」

と

は
、

生

に
於

け

る
蹟

き
が

そ

の
ま

＼
實

在

の
自

覧

で
あ

る

こ
と

の
謂

で
あ
り

、
大

乗

起

信
論

に
は
、

更

に
具
盟

的

に

「
始
魔

時

印
是

本

畳

無
別

畳

起
」

と

示

さ
れ

、
始

畳

の
時

、
直

ち

に
本
覧

に
同

じ

で
、

始
畳

の
始
畳

と
す

べ
き

も

の
を

残

さ
ず

、
本

箆

の
外

に
、

始

畳

な
く

、
始

壁

の
外

に
本
覧

な

し

と
説

か

れ

る
。

換

言

す

れ
ば

、

虚
無

の
自
畳

(
疑
)

は
實

在

な

る
も

の

㌧
意

識

に
封

す

る

め
ぎ

め

(修

位

の
信

)

の
根

本

的
前

提

で
あ
り

、

そ
れ

が

そ

の
ま

㌧
實

在

(謹

位

の
信
)

に
同

じ

(始

畳

者
師

同

本
覧

)

で
な
け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

輝
定

型

宗
教

に
於

け

る
初
護

心

は

、
救

濟
型

宗

教

の
回

心

が
凡

か
ら

聖

へ
の
轄

位

の
前
提

で
あ

る

に
封

し

て
、
凡

の
徹

底

的
自

覧

に
終

始

す

る
と

こ

ろ

に
特

質

が

あ

る
。

皿
、
深

化

と

坐
暉

澤

化

は

「
回

心

の
綾

に
し

て
苦
痛

に
浦

ち

た
完

成

」

で

あ
り
、

そ

の
本

質

は
自

我

の
簡

素
化

・
箪
純

化

。・
①
一{-ω
巨

℃
一啓
$

鉱
○
⇒
に㈱

あ

る
。

深
化

は

二

つ
の
本

質
的

行
爲

に
依

つ
て
途
行

せ
ら

れ

る
。

一
は
自

我

の
前

進

的

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
浪

費

さ

せ

る
と

こ
ろ

の
不

必

要

、
非

實

在
、

有

害

な
事

柄

の
剥
奪

と

い
う
浦

極

的
側

面

、
師

ち

「
隔

離
」

U
①
富

9

日
。
暮

で
あ

り

、

二

は
、

清

極
的

浄
化

に
依

つ
て
淺

さ
れ

た
要

素

を
、

最

も
高

く

、
最

も

清
浄

に
上
昇

さ

せ

る

積

極

的
側

面

、
印

ち

「
苦

行

」
竃
霞
げ
島
。
暮
δ
口

で
あ

る
。
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隔
離

に

つ
い
て
要

請

せ
ら

れ

る
徳

に
、

「
貧

」
℃
o
<
o
『
な

(物

質

的

よ

り

は
精

肺
的

貧

"
有

限

な

る
も

の
か

ら

の
完

全

な
隔

離

)
、

「
純

潔
」

。
冨

ω
葺

団

(極

端

に
澄

み
切

つ
た
魂

の
浮

化

"
個
人

的

欲

望

の
洗
浮

と
、
紳

へ
の
貞

節

)
、

「
服

從
」

○
σ
Φ
臼
魯

8

(自

我

㈲

の
放

棄

H
意

志

に
於

け

る
苦

行

)

の
三
が
學

げ

ら

れ

る
。

次

に
苦
行

の
目

的

は

、
古

い
自

我

(自

然
人

乞
暮

舞

巴

8
ρ
口
)

を

殺

し

て
、

よ

り
高

次

な
新

人

(　Z
①
≦

白
螢
⇒
)

を

息
吹

か

し

め

る

に
あ

る
。

こ
の
低

位

よ
り

高
位

へ
の
、

奮

よ
り

新

へ
の
自

我

の

飛

躍

は
實

際

に
は
職

の
如

く

で
、
強

い
苦

噛

や
失

望

を

件

ふ

に
も

拘

ら
ず

、
苦

行

の
目

的

は

死

で
は

な
く

、

生

で
あ

る

こ
と

が
自

覧

さ

れ
ね
ば

な
ら

ぬ
。

「
人

は

一
日

に
千

回

の
死

を

死

に
、
直

ち

に

鋤

光

榮

あ

る
生
活

を
見

出

す

の
が

よ

い

。」

と
云

わ

れ

る
所

以

で
あ

る
。

世

俗
的

な

る
も

の
と

の
隔

離

と
積

極
的

苦
行

は
、

例

へ
ば

キ

リ

ス
ト
教

に
於

い
て

は
、

十

五
世

紀

以
後

の
僧

院

に
於

け

る
實

践

的

に

し

て
敬

慶

な

榊

秘
家

、

聖

テ

レ
サ

ω
汁●

日
費
o
ω
ρ

(嵩

δ
1

嵩

c。
邸
)
、
十
字
架

の
聖

ヨ
ハ
ネ

ω
け
・
一
〇
げ
昌

○
{
島

Φ

O
H
O
q・
ω
(
嵩
腿
卜⇒

占
0
曾

)

或

い
は

ヤ

コ
ブ

ベ

ー

メ

冒

o
o
σ

しd
o
①
げ
旨
①

(嶺

温
ー

ド
①
bO
腿
)

…等

に
顯
著

な

も

の
が

あ

る
が

、
彼

等

は
神

と

の
A
[二

が
哲

學

的

思
辮

で
は

な
く

、
経

験
的

事

實

で

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
と

い
う

03

信
念
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
暉
定
型
宗
教
に
於
け
る

「知
佛
法
者

総

必
得
罰
。
行
佛
法
者
必
得
利
生
」
と
同

一
で
あ
る
。

さ
て
溜
化
は
暉
定
型
宗
教
に
於
い
て
如
何
に
實
践
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
は
畢
寛

「
坐
琿
」

の

一
事
に
蹄

結
す
る
で
あ
ろ

う
。
故
に
大
魔
暉
師
は
、

「諸
法
從
是

(坐
縄
)
流
出
、
萬
行
自
是
通
達
、
聯
通
智
恵
徳

從
此
内
起
、
人
天
性
命
道
自
此
内
開
…
…
凡
顯
密
諸
宗
、
不
行

此
法
、
不
有
成
佛
道
云
云
」

(坐
暉
論
)

と
説
い
て
坐
暉
の
み
諸
法
の
根
本
と
な
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て

い
る
。
然
ら
ば
、
坐
輝
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
云
う
に
、

「
外
於

一
切
善
悪
境
界
心
念
不
起
名
爲
坐
、
内
見
自
性
不
動
名

爲
榴
弾」

(六
租
檀
経
)

で
あ
り
、
而
し
て

「
行
亦
暉
坐
亦
暉
、
語
勲
動
静
艦
安
然
」

(謹
道
歌
)
と
読
か

れ
る
。

「外
於

一
切
善
悪
境
界
心
念
不
起
」

と
は
、

「
要
中
正
勤

挺
不
近
人
情
」、
「最
伯
耽
着
静
境
」
、
「
人
拾
頭
不
見
天
、
低
頭
不

㈹

見
地
」
と
示
さ
れ
る
如
き
、
自
我
の
外
境
か
ら
の
隔
離
、
即
ち
澤

化
の
清
極
的
側
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら

「
坐
」

は
、
救
濟
型
宗
教
に
於
け
る
隔
離
と
明
僚
に
匠
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
黙
が
存
す
る
。
即
ち

「
心
念
不
起
」
と
は

「非
言
無
辮
邪
正
底
心
也
。
我
不
思
衆
生
、
亦
不
望
佛
、
又
不

思
迷
不
求
悟
、
不
從
人
尊
敬
、
不
望
名
利
養
聞
、
不
厭
毒
害
怨

難
、
付

一
切
善
悪
、
不
起
差
別
念
」

(大
覧
縄
師
坐
欄
論
)

で
あ
つ
て
、
聖
を
求
め
て
凡
を
去
る
が
如
き
隔
離
で
は
な
く
、
聖

凡
共
に
か
、
わ
る
こ
と
な
き
、

無
執
着

乞
○
亭
暮
富
。げ
ヨ
①
暮

こ
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そ

坐

の
本
質

で
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
。

そ

れ
は
如

何

な

る
意

味

に
於

い
て
も

、

凡

な

る
も

の

＼
自
我

か
ら

の
剥

奪

で
は

な
く
、

無

念

の

念

で
あ
り

、
無

作

の
作

に
於

け

る
自

我

の
働

き

で

な
く

て

は
な

ら

ぬ
。

「
内
見

自

性

不
動

」

と

は
行

位

に
於

け

る
信

で
あ
り

、
自

我

の

積

極

的
努

力

の
謂

で
あ

ろ
う

。

か

㌧
る
内
省

的

不

動
性

は
輝
的

澤

化

の
特

質

で
あ

り

、

ア

ン
ダ

ー

ヒ
ル
の
云

う

「
自

然

人

を
殺

し

て

新
人

に
生

き

る
」

底

の
實

践

に
あ

ら
ず

、

逆

に

「
本
有

圓

成

の
佛

性
」

あ

る

い
は

「
自
性

清

浮
身

」

へ
の
大

信

根

の
實

践

で

な
け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

繹
的

實

践

の
若

し

み
は
、
自

然

人

(父

母

未

生
以
前

本

來
面

目

)

を

そ

の
ま

、
新

人

と

し

て
自
畳

す

る
に
到

る
と

い
う

同

一
次

元

に
於

け

る
鱒
機

の
苦

し

み

で
あ
り

、

「
成

る
」

た

め

の

苦

し

み
で

は
な

く

て
、

「
在

る
」

た

め

の
苦

し

み

で
あ

ろ
う
。

虚

無

よ
り
實

在

へ
の

「
圖

箏
的

上

昇

」
簿
把

σq
σq
匡
⇒
σq
毛

で
な

く
、

虚

無

を
虚

無

と

し

て
見

つ
め

る
と

こ
ろ

に

「
不

動

」

の
義

が
存

す

る

の

で
あ

る
。

皿
、

光

耀

と
現

境

救
濟

型
宗

教

に
於

け

る
深
化

の
實

践

は
、

や

が

て
繕
封

な

る
も

の

に
封

す

る
或

る
種

の

理
解

を
將

ら

す
。

そ
れ

は

「
聖

な

る
も

の

㌧
存

在

の
意
識

」

ω
魯

8

。
{
u
一≦

器

℃
お
ω
①
菌

①

で
あ

つ
て
、

未

だ

聖

な

る
も

の
と

の
合

一
に
は

到

つ
て

い
な

い
。
故

に
そ

れ

は

幸

輻

の
段
階

ω
富
富

○
{
ず
9
℃
嘗

昌
①
ω
ω

に
留

る
。

「
彼

(紳

秘

家
)

は
、

今

や
結

合

へ
の
前

段
階

を

得

た

の

で
あ
り

、
彼

を
主

た

る
粉

糾

か
ら

隔
離

し

た

の

で
あ
り

、

彼

の
本

能

的

生
活

の
再

方

向

づ
け

話
-o
比
Φ
昌
富
鉱
○
口

を

し

た

の

で
あ

る
。

こ

の
結

果

は
、
新

し
く

て

確
固

た

る
神

の
確

信
、

聯

に
封

す

る
自

我

の
魂

の
確

信

で
あ

り

、

換

言

す
れ

ば
、

彼

が
自

ら

を
行

爲

と

思
考

の
新

し

い
規
準

に
適
慮

さ
れ

得

る
と

こ
ろ

の
啓

獲

国
巳

お
算

Φ
昌
ヨ
o
暮

で
あ

る
。

…

…
彼

は
熟

達

し

て

い
る
が

未

だ
完

全

で
は
な

い
。

彼

は
眞

實

な

る
も

の

㌧
映

像

と
知

識

を
有

し

て

い

る
。

邸

ち
來

る

べ
き

聖

な

る
世
界

へ

の
意

識

的

調
和

を
完

了

し

て

い

る
が
、

生

命

の
本

質

に
於

い

て
、

圏

未

だ
滅

自

ω
①
一匝

①
。。
ω

で
は

あ
り

得

な

い
。
」

と

い
う
様

な
光
耀

に
關

す

る
記
述

が

、

そ

の
表
現

に
於

い
て
、

そ

れ

を
紳

秘
的

結
合

(
璽
的

結

婚

ω℃
三

さ

巴

日
9
誕
寅
αQ
。
)

と

明
僚

に
匠
別

し

て

い

る
。

ア
ン
ダ

ー

ヒ
ル
は
、

光

耀

の
段

階

に
於

け

る
聯

秘

家

の
状

況

と

し

て

「
繕

封

な

る
も

の
に

つ
い
て

の
喜

挽

に
満

ち

た

内
的

意

識

」
、
「
自
然

現

象
界

の
光

耀

に
満

ち

た

る
意

識

」
、

「
こ
れ

ら

の
二

重

の
意
識

擾

張

に
俘

ふ
直

観

的

、

超
越

的
自

我

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

の

㈲

甚

だ

し
き
埆

加

」

の

三

つ
を
墾

げ

て

い

る
。

か
く

の
,如

き
光

耀

の

経
験

は
、

通
常

神

秘
家

と
見

徹

さ
れ

な

い
豫

言
者

や
藝
術

家

の
多

く

も
経

験

す

る
も

の
で
あ

る
が
、

一
方

、

紳

秘

家

で

さ
え

、

そ

の

多

く

が
光

耀

を
も

つ
て
足

れ

り

と
な

し

、

そ
れ

以

上

に
出

で

な

い

こ
と

か

ら
、

こ
の
光

耀

の
段

階

ま

で
を

「
第

一
神

秘

生

活
」

夢

。

㈲

孚

ω
什
日
団
ω江
o

=
{
①

と
呼

ぶ
。

云
う

ま

で
も

な

く
、

眞

實

の
紳
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秘
生
活
は
神
と
の
合

一
性

を
以

つ
て
の
み
全
き
を
得
る
の
で
あ

り
、
か
㌧
る
光
耀
が
紳
秘
家
に
與
え
る
安
易
な
喜
悦
こ
そ
、
神
秘

家
に
と
つ
て
の
最
大
の
悪
魔
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
㌧
る
魔
境
の
存
在
は
、
輝
定
型
宗
教
の
實
践
過
程
に
於
い
て

も
常
に
警
告
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
既
に
榜
嚴
経
に
、

「
汝
等
有
學
縁
畳
聲
聞
今
日
廻
心
趣
大
菩
提
無
上
妙
畳
吾
今
已

説
眞
修
行
法
汝
猫
未
識
修
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
微
細
魔
事
魔
境
現

前
汝
不
能
識
洗
心
非
正
落
於
邪
見
或
汝
陰
魔
或
復
天
魔
或
著
鬼

神
或
漕
魑
魅
心
中
不
明
認
賊
爲
子
又
復
於
申
得
少
爲
足
如
第
四

暉
無
聞
比
丘
妄
言
誰
聖
天
報
己
畢
衰
相
現
前
諦
阿
羅
漢
身
遭
後

有
堕
阿
鼻
獄
」

と
し
て
、
五
十
種
の
現
境
が
説
か
れ
て
居
り
、
古
來
、
輝
門
に
於

い
て
も
、

「
道
人
先
須
辮
魔
事
只
其
所
見
毫
頭
許
有
與
佛
異
皆
是
外
道
見

餌

解
…
…
奮
嚢
決
烈
心
更
進

一
歩
寳
虞
在
近
莫
滞
化
域
」

又

「成
佛
を
求
む
る
人
、
機
の
勝
劣
を
論
せ
す
、
自
ら
見
悟
す
べ

し
。
い
か
ん
が
せ
ん
、
た
ま
た
ま
比
の
理
を
信
じ
て
工
夫
を
な

す
人
の
、
未
だ
大
悟
せ
ざ
る
に
、
中
路
に
滞
ら
ん
こ
と
を
。
…

…
初
心
の
學
者
多
く
は
法
性
の
現
前
す
る
を
認
め
て
悟
と
す
。

古
人
の
云
は
く
、
法
性
の
身
、
法
性
の
土
、
明
に
知
ん
ぬ
、
是

れ
光
影
な
る
こ
と
を
。
光
影
を
弄
す
る
底
の
人
を
識
取
す
る
、

勘

是
れ
諸
佛
の
本
源
な
り
と
。」

と
し
て
、
見
性
成
佛
を
目
指
す
學
人
が
小
を
得
て
足
れ
り
と
爲
し

現
境
を
以

つ
て
實
悟
と
な
す
非
を
読
い
て
居
る
。

然
ら
ば
、
現
境
と
は
如
何
な
る
内
容
を
示
す
か
と
云
う
に
東
嶺

は

「
或
以
心
源
湛
寂
爲
宗
或
以
李
常
無
事
爲
宗
或
以
棒
喝
爲
宗
或

以
不
生
不
滅
爲
宗
或
以
不
立

一
法
爲
宗
或
以
佛
祀
言
教
爲
枝
葉

一
齊
放
郷
或
於
佛
祀
言
教
強
恣
情
臆
説
種
種
道
理
或
作
波
滋
味

會
作
陀
羅
尼
會
作
樺
會
作
鰍
意
會
如
是
之
類
如
麻
如
粟
皆
是
錯

認
現
境
爲
解
者
也
」

と
示
し
、
抜
隊
も
又

「
或
は
思
慮
分
別
し
ば
ら
く
や
み
て
、
無
念
無
想
な
る
を
悟
と

し
、
或
は

一
則
の
公
案
を
忘
れ
さ
る
を
足
り
ぬ
と
し
、
或
は
諸

の
戒
艦
を
犯
さ
す
、
世
間
の
是
非
を
の
が
れ
て
、
山
林
に
居
し

飯
に
逢
ふ
て
は
飯
を
喫
す
と
云
う
て
、
佛
法
を
問
は
れ
て
は
、

或
は
喝
し
、
或
は
袖
を
梯
て
去
て
萬
事
に
滞
ら
ぬ
模
様
を
好
ん

で
道
と
し
、
工
夫
を
な
し
、
善
知
識
を
求
む
る
者
を
ば
、
鈍
な

り
と
す
。
是
底
の
人
を
道
人
と
せ
は
、
三
戯
の
核
児
も
輝
を
會

す
べ
し
。
或
は
照
を
繕
し
、
意
路
を
紹
し
て
、
枯
木
石
頭
の
如

く
な
る
を
無
心
の
道
と
し
、
或
は
胸
中
空
然
と
し
て
、
内
外
隔

な
き
こ
と
、
青
天
白
日
の
如
く
、
通
身

に
輝
き
透
り
て
、
歴
々

分
明
な
る
を
肝
要
と
す
。
是
れ
は
こ
れ
法
性
の
現
前
す
る
時
節
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な

り
。

未

だ
實

悟

に
あ
ら

す

、
古

人

是

れ

を
解

睨

の
深

坑

と
云

ふ
。

…
…

初
租

の
云

は
く

、

一
切

空

な

り

と
云

つ
て
、

因
果

を

知

ら

さ

る
人
、

無

間

黒
暗

地

獄

に
落

つ
と

。」

と
説

い
て

い
る
。

而

し

て
か

く

の
如

き

現
境

の
顯

わ

る

る
は
、
實

に
信
力

の
不
足

に
依

る

の

で
あ

つ
て
、

あ

た
か

も

「
人

射

を
學

ん

で
意

正
的

に
在

れ

ど

も
勢

力

延

け
れ

ば

目
足

定

ま

ら
ず

箭
未

だ

的

に
至

ら
ぎ

る
に
遠

く

別
慮

に
落

つ
」

る
が
如

く

で
あ

る
と
説

か

れ

る
。

所

讃

、
大

慧

の

「
大

悟

十

八
度

、
小

悟

そ

の
敷

を

知

ら
ず
」

の
述
懐

は
、
設

ひ
多
少

の
甚
深

の
謹

入

あ
れ

ど

も
、

こ
れ

を
所

現

の
境

界

に
し

て
眞

佛

法

に
非

ず

と
な

し

た

る
詮

で

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
。こ

こ

に
於

い

て

「
現
境

」

が
示

す

「
光

耀
」

と

の
顯
著

な
性

格

は

「
光

耀

」
が

合

一
へ
の
前
段

階

で
あ
り

、
合

一
を
目

指

し

て
、

更

に
同

一
方

向

へ
の
徹

底

が
希

求

せ
ら

れ

る

に
封

し
、

「
現

境
」

は
、

常

に
讃

悟

へ
の
反

封
契

機

と

し

て
否

定

さ

る

べ
き

も

の

で
あ

り
、

詮

悟

あ

る
と

こ
ろ
現
境

影

を

映
ず

る

の

で
あ

る
。
從

つ
て
詮

悟
が

讃

悟

と

し

て
透
徹

し
、
現

境

を

脱

し
得

る
の

は
、

謹
悟

の
否

定

さ
れ

る
場

に
於

い
て

の
み

こ

れ

を
可

能

と
す

る
。

換
言

す

れ

ば
、

眞

の
實

在

は

、

そ
れ

自
艦

の
否
定

に
於

い
て
把

握

せ

ら
れ

る

の
で
あ

り

、

そ

の
端
的

が

「
懸

崖

撒
手

」

で
あ
り

、

「
百

尺

竿
頭

進

一
歩

」

で
あ

り

「
到

這
裏

切

著
精

彩

」

で
な
く

て
は

な
ら

ぬ
。

次

に
來

る

「
暗

夜
」

の
性

格

に
於

い

て

「
光
耀

」

と

「
現
境
」

の

封

照
的

關

係

は

一
層
明

ら

か

と

な

ろ
う
α

W
、

魂

の
暗

夜

と

大

疑

所
濤

型

宗
教

に
於

い

て
、

光

耀

の
状

態

が
疲

れ

に
入

る
と
自

我

は
聖

な

る
も

の

㌧
喪

失

の
強

烈

な
意

識

冒
8
霧

Φ

。。
Φ
蕊

①

9

夢

Φ

b
一≦
昌
Φ
2
σ
ω①
コ
o
Φ

に
苦

し

む
。

こ
の
状

態

は
、
紳

秘
的

過

程

に
於

け

る
あ

ら

ゆ

る
経

験

の
中

で
最

も
凄

し

い
も

の

で
あ
り

、

自

我

の
最

終

に

し

て
完

全

な

る
深

化

で
あ

る
。
神

秘

家

は

こ

れ
を

、

「
聯

秘

苦
」

蜜
踏
。。
江
。

℃
m二
昌
、

「
瀞

秘

死
」

鼠
団
ω
二
。

鳥
①
暮

ゲ
、
「
璽

の
浄

化

」
℃
ξ

臨
。
9
鉱
8

9

菩

①

ω甘
H
騨
、
「
魂

の
暗

夜

」

U
窪
跨

巳
σQ
暮

9

夢

¢
ω
。
巳

な
ど

と
呼

ぶ
。

先

の
深
化

に
於

い
て
、

意

識

が

清

め
ら

れ

、
輩

純

化

せ
ら

れ

、
自

我

の
興

味

と

エ
ネ

ル
ギ

ー

が
超

越

者

に
集

中

せ
ら

れ

た
様

に
、

今

や
深

化

の

過

程

が

自

己

H
自
o
o
α

の
最

中
心

、

師

ち
意

志

に
擾

げ

ら

れ

る
。

こ

㌧
に
於

い

て
人

の
人
格

的
幸

編

は
殺

さ

れ
ね

ぼ

な
ら

ぬ
。

聖

な

る
も

の
に
依

つ
て
魂

が
捨

て
ら

れ

た

る
如

き

偉

大

な

る

「
悲
嘆

」

σq
お
暮

価
①
ω
・

○
一ρ
怠
○
コ

で

あ
り

、
「
璽

的
礫

」

ω℃
三

ε

巴

。
≡

。
臨
。
暮

δ
コ
で
あ

る
と

さ

れ

る
も

の
で
あ

る
。

魂

は
自
ら

そ

の
個

と

意

志
を

放
棄

し

函

全
く
の
無
欲
と
な
り
、
完
全
に
受
動
的
状
態

と
な
る
。
魂
の
暗
夜

は
か
く
の
如
き
性
格
に
於
い
て
、
所
濤
型
宗
教
に
の
み
見
え
る
最

な

も
濁
自
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
暉
定
型
宗
教
、
就
中
看
話
輝
に
於
い
て

「
大
疑
」
と

構
せ
ら
れ
る
状
態
は
、
見
性
経
験
へ
の
過
程

に
於
け
る
諸
経
験
の
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中
で
最
も
強
烈
に
し
て
苦
し
き
そ
れ
で
あ
り
、

「
大
死
底
」、

あ

る
い
は

「
黒
漫
々
地
」
な
ど
と
、
魂
の
暗
夜
に
於
け
る
と
同
様
の

表
現
が
爲
さ
れ
、
こ
の
経
験
を
経
ず
ん
ば
永
劫
、
業
海
に
沈
浮
す

る
を
冤
れ
ぬ
と
こ
ろ
の
必
須
不
可
欠
の
経
験
で
あ
る
と
主
張
せ
ら

れ
る
。

然
る
に
、
こ
の

「大
疑
」
の
性
格
は

「
魂
の
暗
夜
」
の
そ
れ
と

本
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
つ
て
、「魂
の
暗
夜
」

が
聖
な
る
も
の
に
封
す
る
自
我
の
無
化
の
極
限
で
あ
り
、
聖
な
る

も
の
㌧
前
で
の
受
動
的
状
態
を
示
す
の
に
封
し
、

「大
疑
」
は
、

詮
悟
の
紹
封
否
定

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
決
烈
勇
猛
の
大
憤
志
、
千

疑
萬
疑
只
是

一
疑
の
大
疑
團
、

一
切
衆
生
悉
有
佛
性
の
大
信
根
の

所
謂
看
話
の
三
要
が
、
自
我
に
於
い
て
最
大
に
壷
さ
れ
、
實
在
に

封
す
る
進

一
歩
の
能
動
性
が
要
請
せ
ら
れ
る
。
故
に

「
葡
く
も
そ

の

(
三
要
の
)

一
を
閾
け
ば
、
讐
え
ば
折
足
の
鼎
の
如
く
、
終
に

癒
器
と
成
る
」
が
如
き
生
死
交
叉
の
刻
苦
と
し
て
髄
験
せ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
古
人
は
こ
の
消
息
を

「
須
知
、
疑
以
信
爲
禮
、
悟
以
疑
爲
用
。
信
有
十
分
、
疑
有
十

分
。
疑
得
十
分
、
悟
得
十
分
。
讐
如
水
涯
船
高
、
泥
多
佛
大
。

西
天
此
土
、
古
今
知
識
。
護
揚
此
段
光
明
、
莫
不
只
是

一
箇
決

疑
而
己
。
千
疑
萬
疑
只
是

一
疑
、
決
此
疑
者
更
無
鯨
疑
。」

又
、「

近
來
篤
志
参
輝
者
少
、
穐
参
箇
話
頭
、
便
被
昏
散
二
魔
纒
縛

不
知
昏
散
與
疑
惰
正
相
封
治
、
信
心
重
則
疑
情
必
重
、
疑
情
重

鋤

則
昏
散
自
無
」

と
示
し
て
い
る
。
更
に
大
疑
の
血
滴
々
を
古
人
は
様
々
の
表
現
に

於
い
て
述
襲
し
て
い
る
。
例
え
ば

「次
第
成
熟
行
不
知
行
、
坐
不
知
坐
、
空
蕩
蕩
虚
諮
諮
、
如
浸

殺
萬
里
層
氷
裏
似
坐
瑠
璃
瓶
裏
」

又
、「如

有
氣
的
死
人
相
似
心
随
境
化
鰯
著
還
知
、
自
然
念
慮
内
忘

圃

心

識
路

紹

」

又

、
「
只
管

勇

猛
念

去

、
終

日
如

呆
的

漢

子
相

似

」

又

、
「
千
尺

の
井

の
底

に
堕

ち

た

る

が
如

く

、
朝

よ
り
暮

に
至

り
、

暮

よ
り

朝

に
至

る
ま

で
、

千
萬

の
思

案
分

別

、

ひ

と

へ
に
只
是

れ

こ

の
井

を
出

で
ん

こ
と

を
求

む

る

の
心

の

み
に

し

て
、
更

に

二
念

な
し

。
」

等

々

こ
れ

で

あ

る
。

か
く

の
如

き

大

死

一
番

の
経

験

こ
そ

、
古

人

圃

岡

が
、
「
大
道
現
前
之
時
也
」
、
あ
る
い
は
「
是
成
佛
作
租
底
基
本
也
」

と
し
て
吾
人
に
、
そ
の
必
須
不
可
欠
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
の
大
疑
の
如
何
に
破
れ
て
、
身
心
睨
落
の
端
的
に

鰯
る
か
と
い
う
に
、
吾
人
は
次
の
如
き
古
人
の
述
懐
に
接
す
る
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こ
と

が
出

來

る
。

邸

ち

「
只
偏

に
自

心
是

れ
何

ぞ

と

疑
う

べ
し
。

深

く

疑

え
と

云
う

も

悟

ら

せ
ん

が

た

め
な
り

。

知

ら

ぬ
を
知

ら

ん

と

す

れ
ば
、

心

の

め

ぐ

る
道

た

江

て
、

い
か

ん

と
も

せ
ら

れ
ぎ

る
と
き

を
、

坐

暉

と

は

云
う

な
り

。

坐

を

し

て
も

か
く

の
如

く

疑

ひ
、

立
居

に

つ

け

て
も

、
腺

て
も
籍

め

て
も

、
只

自

心

の
悟

ら
ぎ

る

こ
と
を

念

と

し

て
、

底

に
と

ほ
り

て
疑

ふ

を
、

工
夫

と

は

云
う

な
り

。

工

夫

一
偏

に
な
り

て
、
疑

ひ

の
心
底

に
と

ほ

る
時

、

疑

ひ
俄

に
ゃ

ぶ
れ

て
、

印
心

即
佛

の
正
禮

の
彰

は

る

㌧
こ
と
、

箱

や

ぶ
れ

て

鏡

の
隠

る

＼
所

な
き
が

如

し

。」

又

、
「
只
此

の
音

を
聞

く
底

の
も

の
何
物

ぞ
と

、
立

居

に

つ
け

て
是

を
見

、

坐

し

て
も
是

を
見

る

と
き

、

き
く

物

も
知

ら

れ
ず

、

工

夫

も
更

に
断

え
は

て

㌧
、
　

々
と

な

る
と

き

、
此

の
中

に
も
音

の
聞

か

る
る

こ
と

は
断

江
ぎ

る
間

、

い
よ
ー

深

く
是

れ

を
見

る

と
き

、
　忙
々
と

し

た

る
相

も

蓋

き

は

て

㌧
、

晴

れ

た

る
空

に

一
片

の
雲

な
き

が
如

し
。
此

の
中

に

は
我

と

云

ふ

べ
き

も

の
な

し
。

聞

く
底

の
主

も

見

え
ず

、

此

の
心

十
方

の
虚

空

と
等

し

く

し

て
、

し

か
も
虚

空

と

名
つ

く

べ
き
虞

も

な

し
。
是

れ
底

の

と

き
、

是

を
悟

と

思
う

な

り
。

此

の
時

は
又
大

に
疑
う

べ
し
。

此

の
中

に
は
誰

か

此

の
音

を

は
聞

く
そ

と

、

一
念

不

生

に
し

て
、

き

は
め
も

て
行

け

は
、
盧

空

の
如

く

に
し

て
、

一
物

も

な

し
と

知

ら

る
る
虞

も

断

え

は

て
、

更

に
味

な
く

し

て
、
暗

の
夜

に
な

る
虚

に

つ
い

て
、
退

屈

の
心

な
く

し

て
、

さ

て
此

の
音

を

聞

く

底

の
も

の
是

れ
何

物

ぞ

と
、

力

を
蓋

し

て
疑

ひ
十
分

に
な

り

ぬ

れ
ば

、
う

た
が

ひ
大

に
破

れ

て
、

死

は

て
た

る
も

の

㌧
蘇

生

す

㈱

る
が

如

く

な

る
と
き

、

則

ち
是

れ
悟

な
り

。
」

と
。

右

の
如

く
見

來

る
時

、

「
大
疑

」

は

「
魂

の
暗

夜

」

と
明

僚

に
嘔

別

せ
ら

る

る
性

格

を
有

す

る

こ
と

が

理
解

さ

れ

る
。
印

ち

、

「
大

疑
」

は

「
心
意

識
情

総

不
行

」

と

い
う

、

意
識

未

生

の
意

識

、
経

験

以
前

の
経

験

で
あ
り

、

そ

れ
が

、

「
進

一
歩

」
、

「
放
身

命

」
、

「
撒

手

」

と

い
う
能

動

的
、

積

極
的

決

断

に
依

つ
て
打

破

せ
ら
れ

「
直

指
」
、
「
直

入
」
、
「
忽
然

落

節
」
、
「
藩

然
打

嚢
」

と

い
う
突

然

的
、

一
回

的

経
験

を
迎

え

る

に
封

し
、

「
魂

の
暗
夜

」
ば

、

「
感

畳

の
夜
」
、
「
魂

の
夜

「
、

「
璽

の
夜
」

と
分
類

せ
ら

れ

る
如

き

、
連

績

性

を
有

し
、

就
中

、
第

二
夜

(魂

の
夜
)

に
於

い
て
は

、
肺

秘

家

の
努
力

と
、

理
解

を
必

要

と

せ

ぬ
、
神

の
流

入

ぎ
貯
。。
。
鉱

。
o
・

暮

①
白
})冨
賦
8

と

い
う

受
動

性

に
轄

じ
、
更

に

「
暗

が
除

々
に
成

㈲

熟

し

た
様

に
、
暗

か
ら
合

一
へ
の
推

移

も
除

々

に
爲

さ
れ

る
」

と

云
う

漸

進
性

を

示
す

。

と

こ
ろ

で
、
十

字
架

の
聖

ヨ
ハ
ネ

に
依

れ
ば

、
魂

に
依

つ
て
爲

さ
れ

る
合

一
へ
の
旅

が
暗

夜

で
あ

る

に
は

三

つ
の
理
由

が
存

す

る

と
い
う
♂

ち
・
旅
は
世
俗
的
な
る
も
の
番

定
に
始
ま
る
の
で

あ

つ
て
、

そ

れ

は
人
間

の
意
識

に
と

つ
て

夜

の
如

く

で
あ

り
、

第
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二

に
、
魂

の
旅

す

る
途
、

印

ち
信

仰

が

理
解

と

い
う

こ
と

に
於

い

て
は

夜
同

様

で
あ

り

、

第

三

に
、

旅

が
到

り

着

く
虞

、

印

ち
神

は
、

こ
の
世
界

に
於

け

る
魂

に
と

つ
て
同

じ
く

暗

夜

で
あ

る

と

い

う

。

こ

こ

に
吾

人

は

、
所

濤

型
宗

敏

に
於

け

る

「
暗

夜

」

の
特

質

を

認

め
ぎ

る
を
得

ぬ
。

印

ち
、

そ

れ

は
、

世

俗
的

感

畳

の
否
定

(
情

の
否
定

)
、

理
解

を
紹

す

る
神

(
知

の
否

定

)
、

聯

の
流

入

を

待

っ
紹

封
受

動

的
態

度

、

(意

の
否
定

)
と

い
う
人

間
性

の
全
罷

否
定

で
あ

る

と

い
え

よ
う
。

他
方

、

暉
定

型
宗

教

に
於

け

る

「
大

疑

」

は
、

元
來

、

人

間

の

感

畳

を
通

じ

て

の
外

界

事

象

へ
の
問

い

(
指

事
問

義

あ

る

い
は

就

事

而
徴

)

と

い
う
素

朴

な
現

實

凝

覗

の
態

度

に
由

來

す

る
も

の
で

あ

つ
て
、
如

何

な

る
意

味

に
於

い

て
も

、

感

覧
的

世

界

を
否
定

す

る

こ
と

は
し

な

い
。

「
大
疑

」

が
暗

で
あ

る
の

は
、

か

㌧
る
問

い

か

け
が

主
艦

的

に
爲

さ
れ

、
問

う
者

と
問

わ

れ

る
も

の
が

混

然

一

艦

と

な
り
、

更

に
そ

の
場

が
問

わ

れ

る
と

い
う
問

の
徹

底

性

に
依

る
の

で
あ

つ
て
、
問

を

止

め

る

こ
と
、

邸

ち
主

腱

の
無

化

に
依

る

も

の

で
は

な

い
。
更

に

「
大

疑

」

に

は
、

聖

ヨ

ハ
ネ

の
神

の
如

き

紹
封

な

る
も

の

㌧
不

可

知
性

に
依

る
暗

さ

は

な

い
。

「
大

疑
」

は

超
信

論

を
依

用

す

れ
ば

、
始

覧

位

の
信

の
前
提

で
あ

つ
て
、
本

畳

位

の
信

へ
の
疑

い
で
は

な

い
。
換

言

す

れ

ば
、

大

疑

は
、

「
一
切

oo

衆
生
悉
有
佛
性
、
深
信
含
生
同

一
眞
性
」
と
云
い
、

「
爲
欲
嚢
起

㈲

大
乗
浄
信
噺
諸
衆
生
疑
暗
邪
執
令
佛
種
性
相
績
不
噺
故
」
と
い
う

大
信

根

を

そ

の
根

底

に
持

つ
て

い
る

の
で

あ

る
。

V
、

合

一
と
見

性
成

佛

所

蕎

型
宗

教

に
於

け

る
紳

秘
的

生

活

の
究

極

の
段

階

は

「
魂

と

神

と

の
鰹
的

結

婚

」
ω
○
巳

、。。
ω
℃
三

ε

巴

日
9
q
富
σq
o
毛
洋
σ
O
o
α

「
轄

位

的
合

一
」

鉾
磐

。。
{O
H
白
一昌
σq
d
巳
○
昌
、

「
完

成

さ

れ

た
合

一
」
0
8

曽

巳
§
暮

巴

d
巳
。
昌
、

あ

る

い
は

「
神

化

」
U
Φ
菖
。
暮

・

δ
ロ

な

ど
と

呼

ば

れ

る
。

ア

ン
ダ

ー

ヒ
ル
は
特

に

「
柿

化

」

と

「
霰

的
結

婚

」

の
二

つ
を

匠

別

し

、
前

者

が

、
紹

封

な

る
も

の
を
非

人

格
的

な

る
も

の
、

超

越

的

な

る
も

の
と

す

る
形
而

上
學

的
祠

秘

家

の
最

終

的
獲

得

、

又

は
紳

に
於

け

る
自
我

の
完

全
轄

位

を

表

す

と

し
、
後

者

は

、
密

接

Gに

し

て
人

格

的

な
交

り

こ
ぞ

、

實

在

の
最

善

の
理
解

で
あ

る

と
主

張

す

る
帥

秘

家

が

、

こ

の
交

り

の
完
成

、

又

は

そ

の
完

全

に

し

て

永

遠

な

る
型

に
付

し

た

る
呼
稻

で
あ

る

と

し

て

い
る
。

と

に

か
く

、
神

と

の
合

一
に
於

い
て
、

人

は
神

性

に
直

接

關

與

し
、
實

在

の
實

現

国
目息

江
○
昌

を

享
受

す

る
。

か

㌧
る
合

一
の
生

活

に
於

い

て
は

、
人

は

「
永

遠

に
し

て
聖

な

る
光

に
照

ら

さ
れ

、

ね

永

遠

に
聖

な

る
愛

に
貼

火

せ
ら

れ

、
浴

蓋

せ
ら

れ

る
。
」

而

し

て

「
卒

和

に
滞

ち

た
悦

び

、
高

め
ら

れ

た
力

、
強

烈

な

確
心

に
依

つ

て
♪
卒

衡

に
し

て
喜

幌

に
満

ち

た
純

粋
精

神

生
活

を
享

受

す

る
」

の

で
あ

る
。

然

し
、
神

秘
的

生

活

は
、

か

く

の
如

き
静

な

る
も

の

で
あ

つ
て



243宗 教経験の四規範 をめ ぐりて

は

な
ら

な

い
と

ア

ン
ダ

ー

ヒ

ル
は
説

く
。

「
西

洋
紳

秘

主
義

は
、

聖

な

る
合

一
の
最

高

の
型

と

し

て
、

自

我

の
受

動
的

生

活

よ
り

も

或

る
種

の
活
動

を

強

い
る
。

こ
れ

こ
そ

最
高

槽

威
者

に
依

つ
て
承

認

せ
ら

れ

る
と

こ
ろ

の

キ
リ

ス
ト
教

聯

秘
主

義

と
非

キ
リ

ス
ト
教

の
そ

れ
と

の
明

か

な
相

異

で
あ

る
」

と

し

て
、

デ

ラ

ク

ロ
イ

ク

ス

∪
①
冨
9

0
一×

の
「
キ

リ

ス
ト
教

神

秘

者

は
無

限

か
ら

有

限

へ
動

く

。

彼

ら

は
生

命

の
無

限
化

を
切

望

し
、

更

に
無

限
化

す

る

こ
と
を
切

望

す

る
。
彼

ら

は

意
識

的

な
も

の
か

ら

、
暦

在

意
識

的

な
も

の

へ

そ

し

て
そ

こ
か
ら
再

び
意
識

的

な
も

の
に
移

る
。
」

を
引

用

す

る
。

(
ア
ン
ダ

ー

ヒ
ル
の

こ

の
明

ら

か

な
東

洋

聯

秘
主

義

こ
の
誤

謬

は

後

に
明

ら

か

と
な

る
が
)

さ

て
、

暉
定

型
宗

教

に
於

け

る

「
見

性

成
佛

」

と
は
如

何

な

る

こ
と

て
あ

ろ
う

か

。

「
見
性

」

は

「
本

性

又

は
本

質

を
見

る
」

こ

と

の
義

で
あ

ろ
う
。

「
見

る
」

は

普
通

云
う

知
的

把

握

を
不

可
能

と

す

る
如

き
究

極

的
實

在

の

「
肯

心
自

許

」

的

、
叉

は

、

「
冷
暖

自
知

」
的

内

省

を
意

味

す

る
。

故

に
、

そ
れ

は
本

來

、
不

可

説
不

可
傳

授

の
も

の

で
あ

つ
て
、

大

慧

が

、

「
此

事
如

大

火
聚

、
如

按

太

阿

、
近

之

則
瞭

却
面

門

、擬

之

則
喪

　

　

身

失

命

、
不

擬

不
近

、
土

木
無

殊

、到

這

裏

須
是

箇

活
漢

如

得
」

と
説

く

通
り

で
あ

る
。

「
見

性

」
、

「
悟

」
、
「
畳
」

の
端
的

は
、
實

に
、

言

註

不
及

で
あ
り

、

「
説

似

一
物

印

不

中
」

で
あ

る
。

然

る

に
古

徳

の
老

婆

心

は
、

か

く

の
如

き
説

明

不

可
能

な
る
純

粋
経

験

の
事
實
に
読
明
を
與
え
る
と
い
う
無
鐵
砲
に
も
似
た
る
榮
を
敢
え

て
し
、
以
つ
て
後
人
の
標
傍
と
爲
さ
ん
と
し
た
も
の
多
く
あ
る
が

今
そ
の

一
例
と
し
て
、
白
隙
の

「
洞
山
五
位
偏
正
口
訣
」
を
繕
け

ば
、
見
性
経
験
の
純
梓
性
と
透
徹
性
は
自
ら
明
瞭
と
な
り
、
如
何

な
る
補
読
も
之
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の

醐

要
虞
を
抄
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

正
中
偏

(此
)

一
位
者
指
大
死

一
番
因
地

一
下
見
道
入
理
之
正

位
也
翼
正
行
者
密
参
功
積
暦
修
力
充
忽
然
打
獲
則
虚
空
清
須
鐵

山
催
上
無
片
瓦
蓋
頭
下
無
寸
土
立
足
無
煩
悩
無
菩
提
無
生
死
無

浬
葉

一
片
盧
凝
無
聲
無
臭
如
澄
潭
無
底
似
盧
紹
跡
往
往
認
得
此

一
位
以
爲
大
事
了
畢
以
詮
佛
道
成
辮
死
守
無
放
其
是
此
道
死
水

裡
暉
爲
棺
木
裡
守
屍
鬼

(中
略
)
此
印
佛
所
云
正
位
取
詮
底
大

凝
人
也
云
云
、

偏
中
正

行
者
若
住
著
正
中
偏

一
位
則
智
常
向
背
見
虞
偏
枯
也

是
故
上
根
菩
薩
常
坐
臥
動
中
種
種
差
別
塵
境
上
悉
把
目
前
老
幼

尊
卑
堂
閣
廊
鷹
草
木
山
川
之
萬
法
以
爲
自
己
本
來
眞
正
清
深
面

目
如
封
明
鏡
見
自
面
目
於

一
切
庭

(中
略
)
學
者
若
又
到
此
田

地
以
爲
足
則
依
然
在
菩
薩
頂
堕
深
坑
云
云

正
中
來

此

一
位
上
乗
菩
薩
不
在
所
謹
之
果
地
無
功
用
海
中
換

蛮
無
縁
大
慈
乗
四
弘
清
潭
大
誓
鞭
上
求
菩
提
下
化
衆
生
法
輪
所

謂
向
去
中
郁
來
都
來
中
向
去
也
云
云

景
中
至

此

一
位
有
力
量
菩
薩
擾
轄
明
暗
不
二
法
輪
紅
塵
推
裡
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灰
頭
土
面
聲
色
隊
中
七
狂
八
顧
如
火
裡
蓮
花
逢
火
色
香
轄
鮮
明

入
塵
垂
手
他
受
用
所
詮
在
途
中
不
離
家
舎
離
家
舎
不
在
途
中
是

聖
是
凡
魔
外
不
能
辮
他
佛
租
不
得
挾
手

(中
略
)
者
裡
猫
不
許

是
爲
隙
坐
地
云
云

築
申
到

(不
落
有
無
誰
敢
和
人
人
蓋
欲
出
常
流
折
合
還
蹄
炭
裡

坐
)
師
、
著
語
日
徳
雲
閑
古
錐
幾
下
妙
峯
頂
傭
他
癬
聖
人
捲
雪

共
唄
井
學
者
若
欲
透
得
洞
山
貧
中
到

一
位
先
須
参
此
頒

右
に
明
ら
か
な
様
に
、
琿
定
型
宗
教
に
於
け
る
實

在
と
の
合

一

は
、
自
己
の
凡
よ
り
聖
へ
の
轄
位
.攣
質
で
は
な
く
、

「
凡
情
脱
落

聖
意
皆
空
」
に
外
な
ら
ず
、
右
の
五
位
を
實
在
と
自
己
の
鷹
答
に

約
し
て
云
う
な
ら
ば

正
中
偏
…
…
實
在
に
包
ま
れ
た
る
自
己

偏
中
正
…
…
實
在
師
自
己
…
寳
鏡
三
昧

正
申
來
…
…
自
己
に
於
い
て
働
く
實
在

象
中
至
…
…
自
己
の
働
き
…
他
受
用
三
昧

象
中
到
…
…
無
自
己
の
自
己
…
無
相

の
自
己

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
所
濤
型
宗
教
に
於
い
て
は

「
自
己
は
無
化
し

て
も
、
無
化
し
た
自
己
が
肺
に
封
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
無
化

し
た
自
己
が
神
に
融
入
す
る
の
で
は
な
い
」
が
、
暉
定
型
に
於
い

て
は
無
化
し
た
自
己
も
更
に
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
本
來
の
面
目

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
兼
中
到
の

一
位
は
、
否
定
の

徹
底
に
於
い
て
永
遠
に
蹟
が
る

一
位
で
あ
つ
て
終
焉
は
無
い
。
東

嶺
の
所
謂

「自
性
本
艦
廓
然
清
澤
無
物
可
名
、
強
名
誰
空
。
自
性

艦
中
随
差
別
法
無
物
不
現
、
強
名
澄
假
」
に
示
さ
れ
る
如
く
で
あ

る
。註

ω

℃
鴛
汁
HH
竃
団
。。註
。
≦
9
閃

②

團

竹
中
信
常
著

「
宗
教
心
理
の
研
究
」

一
〇
二
頁

ω

F

・
A

・
S

・
風
信
第
三
九
號
…

一
〇
頁

㈲

鵠
林

・
東
嶺
爾
縄
師
毒
語
注
心
経

「
心
」

の
項

㈲

莉
叢
毒
蘂

八
識
辮

の

罎
蜜
ω註
。
一。。8

b
舘
叶
H押

Ω
影
℃
H
"
℃
●
一①
㊤
・

㈲

ス
タ
ー
バ

ッ
ク
前
掲
書

一
六

二
頁

働

西
谷
啓
治
前
掲
書

七
頁

働

ア
ン
ダ
ー

ヒ
ル
前
掲
書

一
七
七
頁

㎝

眞
諦
課
大
乗
起
信
論

壁
頭

働

ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
前
掲
書

二
〇
四
頁

個

同
右
書

二
〇
五
頁

圃

同
右
書

二

一
七
頁

㈲

H
昌
σQ
Φ
n
O
げ
ユ
。。
鉱
ρ
昌
]≦
遂
叶一〇
一ω
ヨ
矯
目
曾
乙
一9
昌

び
o
o閃
ω
一〇
①
ρ

℃
」

①
刈
・

個

至
道
無
難
縄
師
儂
名
法
語

働

鈴
木
大
拙
著

「
繹
と
念
佛
の
心
理
學
的
基
礎
」

=
二
四
頁

圃

ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
前
掲
書

二
一二
四
頁

働

同
右
書

二
四
〇
頁

㎝
…
同
右
謙習

一
山ハ
九
頁
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(26)(25)〔24)(23)(22)(21}(38)(3?)⑱6)(関 》(34)(33)(32)(31)(30)(29)(28)(27)(42)(41)(4①(39)

東

嶺

輝
師

宗

門
無

壷

燈
論

現
境

第

三

抜

除
假

名

法
語

宗

門
無

蓋
燈

論

現
境

第

三

抜

隊
假

名

法
語

ア

ン
ダ
ー

ヒ
ル
前

掲

書

一
七
〇

頁

≦

・
β

oo
3

8

"
目
げ
Φ

け
$

o臣
昌
σq

O
h
夢

Φ

ヨ
図
。。
註
o一。。
ヨ
噂

竃
①
暮

①
同
げ
O
o
閃

一8

ρ

℃
・
一
c。
①

高

峯
琿

要

績

藏

二

N8

ω
留

。ム

同

右
書

莉

叢
毒

蘂

八
識

緋

輝

關
策

進

揚
州

素

庵
田

大

士
示
衆

同

右
書

佛
跡

腰
庵

眞

輝
師

普

読

同
右

書

四
明

用

剛
軟

縄
師

答

輝
人
書

聖

一
國
師

法

語

宗

門
無
霊

燈

論

實

誼
第

四

暉

家
竈
鑑

抜
隊

假
名

法

語

同
右
書

QQ
叶
・
一
〇
げ
口

○
{
窪

①
O
目
o
㏄ρ

》
。。
o①
暮

o
h

嵐
0
5
暮

O
霞

白
①
ポ

O
訂

℃

=

ア

ン
ダ

ー

ヒ

ル
笛剛
掲
書

四
〇

二
頁

諺
ω8
昌
け

O
h
竃
o
ロ
昌
ぴ

O
錠

日
①
一
〇
げ
p
℃

=

達

磨

二
入

四
行

論

大

乗
起

信
論

舅

頭

(45}(44)(43}1

大
慧
普
論
巻
一

白
隙
輝
師
莉
叢
毒
蘂
所
載
一
部
抄
出

宗
門
無
審
燈
論
實
謹
第
四

四

上
來

、

暉
定

型
宗

教

に
於

け

る
見
性

経

験

の
過

程

を
、

實

在

と

し

て
纒

験

さ

れ

る
も

の
と

の
鷹

答

と

い
う

宗
教

経

験

一
般

の
規
範

に
於

い

て
追

求

し
た

の

で
あ

る
が

、
吾

人

は
更

に

こ

の
鷹

答

が
、

實

在

に
封

す

る
全
存

在

の
全
膣

的
磨

答

で
な

け
れ

ば

な
ら

ぬ
と

云

う

第

二
の
規
範

に
進
も

う

。

ワ

ッ
ハ
の

こ

の
第

二

の
規

範

は

、
實

在

に
封

す

る
自

己

が

「
輩

に
心

、
情

緒

、

意
志

の

み
で

な
く

、

そ

れ

ら

の
全

て
を
包
含

す

る
全
人

格

で
あ

る

こ
と
を

意
味

す

る
」

の

で
あ
り

、

属
o
頁

2

×

が

「
最

も
統

合

せ
ら
れ

た

る
も

の
」

島

Φ

日
o
ω
叶
蝿
巳
φ
口
αq
、

「
最

も
現

實

化

せ
ら

れ

た

る
も

の
」

夢

①

目
○
簿

H
①
巴
巨

コ
σq
、

「
そ
う

で

な
け

れ
ば

容

易

に
分
離

す

る
諸

要
素

の
最

高

の
綜

A
口
」

島

①

げ
一σQ
財
Φ
ω
什

の
唄
暮

げ
①
。・
一ω
O
h
9
①
日
①
口
訂

○
島

0
7

三

ω
Φ
①
霧
一な

島
。。
。,
0
9
舞
①
α

と
呼

ぶ
と

こ

ろ

の
自

己

で
あ

る

こ

と

を
意
味

す

る
。

ワ

ッ
ハ
は
十

九
世

紀

の
哲

學

や
プ

ロ
テ

ス
タ

ン

ト
紳

學

に
於

い
て

討

論

の
的

と

な

つ
た

宗

教

の
座

、

ω
。
暮

O
h

口
①
一凶σQ
δ
口

の
問

題
ー

QQ
。
巨
9
興
ヨ
餌
。
げ
①
目
か

ら

冒

ヨ
①
9

≦
げ
客
①
・

げ
$

α
、

更

に

○
暮
○

ま

で

に
於

い

て
宗

教

は
感
情

の
中

に
求

め

ら
れ

、
団
Φ
σq
Φ
一
や

寓
鍔

註
器

窪

か
ら

bd
H
お
年

日
9
昌

ま

で

は
知
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性

の
中

に
、

国

。
算

①

か
ら

図
Φ
ぎ
げ
o
日

乞
δ
げ
⊆
訂

ま

で
は

意
志

の
中
に
求
め
ら
れ
た
ー

に
挾
別
し
て
、

「総
て
の
場
面
に
於
い

て
思
考
、
感
情
、
意
識
の
過
程
は
同
様
に
含
ま
れ
る
と
し
、
時
と

し
て
思
想
に
、
情
緒
に
、
又
、
行
爲
に
と
強
調
鮎
を
置
い
て
行
く

の
が
よ
り
安
當
で
は
な
い
か
」
と
す
る
露
鎚
①ヰ

の
態
度
に
共
鳴

し
て
い
る
。
ワ
ッ
ハ
は
更
に

「
か
く
の
如
き
全
艦
的
綜
合
が
宗
教

経
験
の
目
的
で
あ
つ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は

一
方
に
於
い
て
、
宗

教
経
験
の
前
提
條
件
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
そ
れ
の
必
然
的
結
果

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
付
け
加
え
て
、
宗
教
経
験
の
全
髄
的
性

格
を
極
度
に
強
調
し
て
い
る
。
ワ
ッ
ハ
の
右
の
主
張
は
、
輝
定
型

宗
教
に
於
い
て
も
、
む
ろ
ん
全
面

的
肯
定
を
得
る
こ
と
が
出
來

る
。
例
え
ば

「有
信
無
解
埆
長
無
明
、
有
解
無
信
埆
長
邪
見
、
信
解
圓
通
方

爲
行
本
」

又
、「具

正
信
立
正
志
是
師
成
佛
作
租
基
本
也
」

と
云
う
如
き
は
之
で
あ
り
、

「赤
肉
團
上
在

一
無
位
眞
人
常
從
汝
等
諸
人
面
門
出
入
」

又

「在
眼
日
見
在
耳
日
聞
在
鼻
鰻
香
在
口
談
論
在
手
執
捉
在
足
運

奔
本
是

一
精
明
分
爲
六
和
合

一
心
既
無
随
所
解
睨
」

等
も
同

一
的
主
張
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。
師
ち
、
人
間
の
知
情

意
の
機
能
は
元
來

一縞

明
で
あ
り
、

そ
れ
の
紹
封
否

定
、
印
ち

「
一
心
既
無
」
に
於
い
て
人
は
實
在
た
り
得

る
と
さ
れ
る
。

「羅

膿
全
眞
」
、
「
全
禮
作
用
」
と
は
、
か
か
る
人
間
の
全
禮
的
経
験
の

謹
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ワ
ッ
ハ
の
規
範
の
第
三
は
、
宗
教
経
験
の
彊
烈
性
で
あ
る
。
彼

に
依
れ
ば
、
そ
れ
は

「人
間
と
し
て
耐
え
得

る
と
こ
ろ
の
最
も
力

張
く
、
包
括
的
で
、
粉
砕
的
で
而
も
深
い
経
験
」
を
意
味
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
、
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
偉
大
な
宗
教
経

験
者
た
ち
が
、
こ
の
強
烈
性
に
封
し
て
、
そ
の
思
想
、
言
語
、
行

爲
に
於
い
て
確
謹
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
輝
定
型
宗
教
に

於
て
も
、

「乍
打
破
此
暗
窟
大
圓
鏡
光
乍
換
嚢
成
四
智
圓
謹
三
身
」

又
、「忽

然
如
郷
擢
氷
盤
、
似
推
倒
玉
櫻
」

又
、「若

要
超
凡
入
聖
永
脱
塵
螢
直
須
去
皮
換
骨
」

等
の
表
現
が
、

「
白
汗

一
回
流
親
見
徹
」
の
血
滴
々
を
如
實
に
示

し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
経
験
の
言
語
的
表
現

(説
法
、
語
録
)

藝
術
的
表
現

(書
書
)
等
が
、
特
別
の
迫
力
を
持
ち
、

一
般
的
表

現
と
そ
の
趣
を
異
に
す
る
こ
と
も
ワ
ッ
ハ
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

最
後
に
吾
人
は
、
宗
教
経
験
を
純
梓
に
そ
う
で
あ
ら
し
め
る
根
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本

規
範

と
も

云
う

べ
き
行

爲

の
問

題

に
鰯

れ

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
。

結

論

的

に

は
、
行

爲

に
出

ず

る

こ
と
な

き
経

験

は

、
生

き

た
人

間

に
と

つ
て
は
全

く

無

意
義

で
あ
り

、

む

し

ろ
宗
敏

経

験

が
純

梓

に

そ
う

で
あ

る
と
き

、

必
然

的

に
行

爲

に
表

出

す

る

べ
き

も

の

で
な

け

れ
ば

な
ら

ぬ
。

換
言

す

れ
ば

、

宗
教

は
行
爲

の
中

で
経

験

せ
ら

れ

、
行

爲

に
於

い

て
、
全

き

を
得

る
も

の

で
な

け
れ

ば

な
ら

ぬ
。

ワ

ッ

ハ
が
、

行

.爲

諺
。
怠
。
コ

を
獣

想

O
O
暮

①
ヨ
覧
暮

一〇
口

の
反

封
契

機

で
は

な
く

て
、

怠
堕

な

る
無

爲

曽
p
o
怠
o
口

又

は
無

關
心

首
象
諏
⑦
お

旨
8

に
封

す

る
も

の

で
あ

る
と

殊
更

に
示

し
、

「
す

べ

て

の
碑

秘
主

義

が
静

寂

的

で
な

く

、
又

、
宗
教

の
名

に
於

け

る
す

べ

て

の
行
爲

が

獣
身

に
依

つ
て
動

機

づ

け
ら

れ

る
も

の
で

は
な

い
」

と
警

告

し

て

「
動
静

不

二
」

へ
の
深

い
洞
察

と
、

自

ら

の
宗
教

へ

の
眞

摯

な
反

省

を

し

て

い
る

こ
と

は
注

目

す

べ
き

で
あ

る
。

更

に

彼

は
、

「
宗

教

と

は
本
來

、

必
需

物

で
あ

り
、

経
験

で
あ

り

、

そ

し

て
存

在

す

る
も

の

㌧
肯

定

で
あ

つ
て
、
唯

、

第

二
義

的

に

あ

る

べ
き

も

の

に
關

し

て

の
命

令

で
あ

る
」

と

云
う

へ
ー

ゲ

ル

の
言

群

を
引
用

し

て
、
救

濟

型
宗

教

に
於

け

る

「
あ

る
べ

き
」

O
q
σQ
暮

8

ぴ
①

的
性

格

の
過
剰

を

反
省

し
、

宗
教

は
む

し

ろ

「
あ

る
も

の

に

封

す

る
肯
定

」

ρ
鹸
Φ
円
目
ρ
怠
8

0
{
窯
げ
舞

δ

で

あ

る

こ
と
を
強

調

し

て

い
る

の
も
興

味

深

い
。

最

後

に
、

五
燈
曾

元

達
磨

章

に
見

え

る

一
文

を
添

え

て
結

び

と

す

る
。

「
異

見

王
、

問
波

羅

提
尊

者

、
何

者

是
佛

。

日
見

性

是
佛

。

王

日

、
師

見

性

否
。

日

、
我

見

佛
性

。

王
日

、

性
在

何

塵
。

日

、

性

在
作

用

。

師
読

偶

云
。

在

胎
爲

身

、
庭

世
爲

人

、

在
眼

日
見

在

耳
日

聞

、
在

口
談
論

、

在

手
執

捉

、
在

足

運
奔

、
偏

現

倶
該

沙

界
」

註
ω

ワ
ッ
ハ
芯剛
掲
書

三

二
頁

幟
、
個

纈
門
寳
藏
集
巻
上

ω
、
㈲

臨
濟
録
上
堂

㈲
、
の

莉
叢
毒
蘂
八
識
緋

㈹

輝
關
策
進

天
目
噺
崖
義
輝
師
示
衆


