
ヤ

ス

パ

ー

ス

と

仏

教

湯

田

豊

序

論

キ

エ
ル

ケ
ゴ

ー

ル
と

ニ
ー

チ

ェ
に

よ

っ
て

ま

か

れ
た

種

子

を
育

て
、

初

め

て
そ

れ

を
実

存

主

義

と

し

て
結

実

さ

せ
た

の

は
、

ド

イ

ツ
の
哲

学

者

カ
ー

ル

・
ヤ

ス
パ

ー

ス
 (K
a
rl
 Ja
sp
er
s
,
 一
八
八
三
-
一

九
六
九
)
で
あ

る
。

ヤ

ス
パ

ー

ス
自

身

は
自

己

の

哲

学

を

実

存

哲

学

(
E
x
ist
e
n
z
p
h
i
l
o
-

so
p
h
i
e

)
 と

称

し
、

ア
カ
デ

ミ

ッ
ク

な

哲

学

で

は

な

く
、

人
間

の

実

存

(
E
x
i
s
t
e
n
z
)
 

に
根

差

し
た

生

き

方

を

求

め

た
。

ヤ

ス
パ

ー

ス
の

実

存

哲

学

の
最

初

の
衝

動

は
、

単

な

る

学

説

に

対

す

る

不

満

で
あ

っ
た
。

真

正

の

"
哲

学

す

る

こ
と
"
 (
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
r
e
n
)
 

は
、

個

人

の
実

存

か
ら

泉

の

よ
う

に
湧

き
出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
ー

ヤ

ス
パ

ー

ス
は
、

こ

の

よ
う

に
確
信
し
た
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
精
神
医
学
者
と
し
て
出
発
し
た
が
、
心
理
学
に
飽
き

足
ら
な
く
な
り
、
や
が
て
哲
学
研
究
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な

っ
た
。

ヤ

ス
パ
ー

ス
は
自
己
の
著
述
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
-

「今
ま
で
三
度
、
わ
た
く
し
は
体
系
的

な
著
作

を
企

て
た
。
す
な
わ

ち
、

わ

た

く

し

の

《
一
般

精

神

病

理

学
》

(
一
九

二

二
)
、
わ

た

く

し

の

《
世

界

観

の
心

理

学
》

(
一
九

一
九
)
、
わ

た

く

し

の

《
哲
学

》

(
一
九
三

(1
)

二
)
 が
、

そ

れ

で

あ

る
」
、
と
。

『
哲

学

』

は
、

「
世

界

定

位
」
、
「
実

存

解

明
」
、
お

よ

び

「
形

而

上

学

」

の
三

つ
か

ら

成

る

三
部

作

で

あ

り
、

ヤ

ス
パ

ー

ス

の
実

存
哲

学

を
代

表

す

る
作

品

と

し

て

知

ら

れ

て

い
る
。

し

か

し
、

ヤ

ス
パ

ー

ス
は
彼

自

身

の

一
生

を
完

結

さ

せ

る
労

作

と

し

て
、

《
哲

学

的

論

理

学

》

お

よ
び

《
普

遍

哲

学

史

》

の

二

っ
を

挙

げ

た
。

《
哲
学

的

論

理

学
》

に
属

す

る

仕
事

と

し

て

は
、

『
理

性

と

実

存
』

二

九
三
五
)

お

よ
び

『
実

存
哲

学

』

(
一
九
三
八
)
が

あ

り
、

《
普

遍

哲

学

史

》

を

代

表

す

る

労
作

と

し

て

は

『
偉

大

な

哲

学

者

た

ち
』

(D
ie
 g
r
osse
n

P
h
ilo
so
p
h
ie
,
 二
巻
)
が

あ

る
。

『
偉

大

な
哲

学

者

た

ち
』

(
第

一
巻
、

一
九

五
七
)

の

な

か

に

は
、

「
フ

ッ

ダ
」

(
一
二
七

一
五
四
ペ
ー
ジ
)

と

「
ナ

ー

ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ
」

(九

三
四
-
九

五
六
ペ
ー
ジ
)

が

含

ま

れ

て

い

る
。

(2
)

「
ナ
ー

ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ
」

に

つ
い

て

は
、

す

で

に
他

の

と

こ

ろ

で
詳

論

し

た

の

で
、

こ
こ

で

は

「
ブ

ッ
ダ

」

に
焦

点

を

合

わ

せ
、

ヤ

ス
パ

ー

ス

と
仏

教

に

つ
い

て

さ

さ
や

か

な

論

述

を

試

み
た

い
。

ヤ

ス

パ
ー

ス

と
仏

教

(
湯

田
)
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ヤ
ス
パ
ー
ス
と
仏
教

(湯

田
)

I
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
位
置
づ
け

「
ブ

ッ
ダ
」
お
よ
び

「
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
」
に
顕
著
な
特
徴
の

一

つ
は
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
イ
ン
ド
の
二
大
思
想
家
に
関
し
て
、
他
の
仏
教

学
者
の
言

っ
た
こ
と
を
要
約
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
リ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
あ
る
時
に
は
、
彼
は
他
人
の
言
っ
た
こ
と
を
別

の
こ
と
ば
で
表
現
し
、
あ
る
時
に
は
、
他
人
の
説
な
い
し
翻
訳
を
直
接

引
用
し
、
綿
密
な
論
証
を
し
な
い
で
判
断
を
下
し
て
い
る
。

日
本
流
に

言
え
ば
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の

「
ブ

ッ
ダ
」
と

「
ナ
」
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
」
は

ノ
リ

ハ
サ
ミ

糊

と
鋏

で
作

ら

れ

た

エ

ッ

セ
イ

で
あ

る
。

こ

の
点

に
関

し

て
、

今

は

な

き

ア

メ

リ

カ

の
哲

学

者

ウ

ォ
ル

タ

ー

・
カ

ウ

フ

マ
ン

は
、

次

の
よ

う

に

述

べ

て

い
る

ー

「
彼

は

フ

ァ
イ

ル
用

の

カ

ー

ド

に

一
つ

一
つ
の
文

章

を

コ
ピ
ー
し
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の
抜
粋
を
め
ぐ

っ
て
自
己
の
書
物
と

エ
ッ
セ
イ
を
作

っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
(
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
)
あ

る
以
前

の
学
生
は
、
今
で
も
な
お
賞
讃
に
満
ち
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
彼
の
行
な

(
3
)

う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
、
と
。
ブ
ッ
ダ
の
真
意
を
確
か
め
、

正
確
な
内
容
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ま
つ
た
く
関

心
を
示
さ
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
仏
教

の
内
容
そ
の
も
の
は
第
二
義
的

な
事
柄

で
あ

っ
た
。

 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
哲
学
を
廃
棄

し
、
そ

の
代

わ
り

に

"
哲
学
す
る

こ

と
"
を
彼
の
実
存
哲
学

の
原
点
に
据
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が

一
切

の
内
容

を
否
認
し
て
人
間

の
内
な
る
資
質
に
訴
え
た
こ
と
を
意
味
す
る

(「ブ
ツ
ダ
」
、
一
三
二
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
理
性
が
挫

折
し
た
時

に
初

め
て
人

は
真
に

"哲
学
す
る
こ
と
"
を
行
な
う
用
意
が
あ
る

こ
の
よ
う
に

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
言
う
。
別
言
す
れ
ば
、
哲
学
す
る
こ
と
は
、
哲
学
的
信

仰
を
抱
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー

ス
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
知

識
な
い
し
科
学
的
真
理

へ
の
欲
求
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
す
べ
て
の
知
識

は
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
最
後
に
残
る
の
は
信
仰
!

ヤ
ス
パ
ー
ス

流
に
言
え
ば
哲
学
的
信
仰

だ
け
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
人
は
何
に

つ
い
て

「
哲
学
的
信
仰
」
を
抱
く
の
か
?

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
超
越
 
(T
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
z
)
 

で
あ
る
。

「
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
哲
学
す
る
こ
と
は
、

(
4
)

超

越

を
確

認

す

る

と

い
う

目

標

へ
向

け

ら

れ

て

い
る
」

こ

の
よ
う

に

ヤ

ス
パ

ー

ス
は
言

う
。

こ

こ

で

明

ら

か

な

こ
と

は
、

ヤ

ス
パ

ー

ス

の

実
存
哲
学
が
本
質
的
に
カ
ン
ト
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方

に
お
い
て
は
経
験
可
能
な
現
象
界
が
あ
り
、

他
方
に
は
そ
れ
の
彼
岸
に

他
の
世
界

(

超
越
)
が
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
認
識
不
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
上
に
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
立
っ
て
い
る
。
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
仏
教
観
が
カ
ン
ト
的
に
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。

II
 
ブ

ッ
ダ
に
お
け
る
知
識
と
救
済

ブ

ッ
ダ
の
教
え
と
瞑
想
に
関
し
て
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る

「
ブ
ツ
ダ
の
教
え
は
、
洞
察
に
よ
る
解
放
を
意
味
す
る
。
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正
し
い
知
識
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
す

で
に
救
済

で
あ
る
」
二

三
二
ペ
ー
ジ
)
、
と
。
さ
ら
に
彼
は

「ブ

ツ
ダ
は
認
識
体
系
で
は
な
く
、

あ
る
救
済

の
道
を
教
え
る
」
(
二
三
二
ペ
ー
ジ
)
と
も
言
う
。
ブ
ッ
ダ
の

洞
察
に
関
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う

「
そ
れ
は
厭
世

観
的
な
気
分
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
苦
に
対
す
る
認
識
論
的

な

一
瞥

で
あ
る
。

こ
の

一
瞥
そ
の
も
の
は
、
よ
り
明
る
い
心
的
状
態

に

お
い
て
行
な
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識
に
お
い
て
解
放
が
生
じ
る
か

ら
」
(
二
二
七
ペ
ー
ジ
)
、
と
。

 

ブ

ッ
ダ
の
教
え
に
関
し
て
、
確
か
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
知
識
を
重
視
す

る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が

知
識
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
速
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
と
同

じ
く
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
も
厳
密
な
意
味
で
の
知
識
は
現
象
界

の
事
物
に
局

限
さ
れ
る
こ
と
を
容
認
す
る

(例
え
ば
、
二
三
二
、
二
二
六
、
一
四
八
、
一

四
九
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
実
質
的
に
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に

お
い
て
知
識
そ
の
も
の
が
果
た
す
役
割
を
高
く
評
価

し
な

い
の
で
あ

る
。
知
識

は
人
生
の
究
極

の
問
題
に
対
し
て
答
え
る
の
を
拒
否
す
る
、

(5
)

と
い
う

の
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。

 

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と

っ
て
、
ブ

ッ
ダ
の
洞
察
、
す
な
わ
ち
、
知
識
は
哲

学
的
信
仰

で
あ
る

(
一
四
九
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
そ
れ
が
哲
学
的
信
仰

で
あ

る
以
上
、

初
期
仏
教
徒
は
絶
対
他
者
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
超

越
に
対
し

て

"哲
学
的
信
仰
"
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

根
源
的
な
哲
学
、
す
な
わ
ち
、
ブ

ッ
ダ
の
教
え
の
な
か
で
何
が
残
る
か

と
自
問
し
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え

て
い
る

「
そ
れ
は

自
己
献
身
の
不
思
議
な
力
で
あ
り
、
永
遠
な
る
も
の
 (d
a
s
 
E
w
i
g
e
)
 の

な
か

へ
吹
き
消
さ
れ
る

こ
と

で
あ
る
」
(
一
五
二
ペ
ー
ジ
)
、
と
。
永
遠

な
る
も
の
の
な
か

へ
吹
き
消
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
浬
架

に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
浬
繋
を
絶
対
他
者
あ
る
い

は
超
越
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

 
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ブ

ツ
ダ
の
救
済
は
知
識
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
彼
は
救
済
の
道
と
し
て
縁
起
を
示
唆
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
仏

教
の
唯

一
の
救
済
は

「
知
識
に
お
い
て
無
知
を

廃
棄
す
る

こ
と
」
(
一

三
七
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
。
縁
起
に
関
連
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次

の
よ
う

に
言
う

「
こ
の
救
済
は
事
物

へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
、
す
べ
て

の
無
益
な
食
欲
か
ら
離
脱
す
る
点
に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ

の
全
人
間
存
在
の
状
態
、
由
来
、
お
よ
び
廃
棄
を
洞
察
す
る
た
め
で
あ

る
。
盲
目
性
、
有
限
な
も
の
に
捉
わ
れ
て
い
る
状
態
、
執
着
が
そ
の
起

源
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
た
知
識
が
こ
の
人
間
存
在
を
廃
棄
す

る
」
(同

上
)
、
と
。
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
重

ね
て
、
人
間
存
在
が

「
知
識

に

お
い
て
の
み
、
知
識
と
と
も
に
の
み
止
む
」
(
一
三
八
ペ
ー
ジ
)
と
述

べ

て
い
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
い
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ブ

ッ
ダ
の
救
済

の
道

の
信

仰
は
ひ
と

つ
の
知
識
で
あ
る

(
一
四
六
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
た
と
し
て
も
、

こ
の
知
識
は
決
し
て
知
識

一
般

で
は
な
い
。
「
知
識
に
お

い
て
無
知

を

廃
棄
す
る
こ
と
」
が
意
図
さ
れ
た
と
し
て
も
、

こ
の
無
知
は
決
し
て
知

ヤ

ス
パ

ー

ス

と
仏

教

(
湯

田

)
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ー
ス
と
仏
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(湯

田
)

識
の
欠
如
で
は
な
く
、
四
つ
の
貴

い
真
理
を
理
解

し
な

い
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
認
識
し
な
い
こ
と
で
あ
る

(例
え
ば
、
サ
ン
ユ
ッ
タ

ニ

カ
ー
ヤ
、
II
・
4
参
照
)
。
輸
廻
を
廃
棄
さ
せ
る
も

の
は
、
欲
望

の
絶
滅

と
四

つ
の
貴
い
真
理
に
対
す
る
無
知

・
無
理
解

の
消
滅

の
二

つ
で
あ

る
。
し
か
る
に
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
無
知
を
仏
教
の
公
式
に
対
す
る
無
理

解
と
し

て
捉
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

III
 
自
我
の
否
定
と
肯
定

カ
ン
ト
に
な
ら

い
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
現
象
界

と
超
越
を
鋭
く
区
別

し
、
次

の
よ
う
に
説
明
す
る

「な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
自
己
自
身
か

ら
把
握

さ
れ
得
ず
、
人
間
存
在
を
思
い
浮
か
べ
る
際
に
、
そ
れ
に
よ
っ

(6
)

て
人
間
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
他
者
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
、
と
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
己
自
身
だ
け
で
存
在
す
る
こ
と
が

出
来
ず
、
超
越
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は

「
そ
し
て
、
わ
た

く
し
自
身

が
そ
う
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
超
越
に
対
す
る
わ
た
く
し
の

(7
)

根
源
的
な
関
係
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
断
言
し
た
。
結
局
、

ヤ

ス
パ
ー

ス
の
超
越
は
、
人
間
存
在

の
外
に
あ
り
、
し
か
も
人
間
が
そ
れ

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
絶
対
他
者
、
神

に
ほ
か
な
ら
な
い

(『哲
学
入
門
』
、
一
九
五
〇
年
、
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
)
。
そ
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
、

人
が
こ
の
超
越

(

神
)
に
向
か
っ
て
跳
躍
す
る

こ
と
を
要
求

す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
人
が
こ
の
神
を
信
じ
、
こ
の
神
の

呼
び
掛
け
に
応
じ
て
こ
の
神
に
祈
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス

が

"哲
学
的
信
仰
"
を
説
く
所
以
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
(A
脚
)

の
な
か
で
、
カ
ン
ト
は
卒
直
に

「
わ
た
く
し
は
堅
く
神
を
信
じ
る
」
と

告
白
し
、
さ
ら
に

「
わ
た
く
し
は
神
と
来
世
の
存
在
を
不
可
避
的
に
信

じ
、
こ
の
信
仰
を
何
も
の
も
揺
る
が
す

こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
確
実

で
あ
る
…
…
」
(
A
謝
)
と
言
っ
た
。
カ
ン
ト
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
共
通
し

て
い
る
の
は
、
確
実
な
も
の
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
論

理
的
証
明
は
不
要
で
あ
っ
た
。

 
今
や
、
わ
れ
わ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
仏
教
に
お
け
る
自
我
に

つ
い
て

ど
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
最
初
に
、
彼

は

「
ブ
ッ
ダ
の
答

え
は
驚
く

べ
き
で
あ

る
。
彼

は
自
我
を
否
定
す
る
」

(
一
三
九
ペ
ー
ジ
)
と
言
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト

の
認
識
論
を
信
奉
す
る

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
超
越

に
対
し
て

"
哲
学
的
信
仰
"
を
抱

い
て
い
る
こ
と

は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
当
然
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ブ

ッ
ダ
の
無

我
説
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ

う
に
言
う
ー

「
ブ

ッ
ダ
は
そ
の
場
合
自
己
を
否
定
し
て
い
な
い
。
し

か
し
彼
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
す
べ
て
の
思
考
が
本
来
の
自
己
に
ま
で

迫
ら
な
い
か
を
示
す
…
…
け

れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
自
我
で
な
い
も
の
が

本
来
的
な
自
己
の
尺
度
で
考
え
ら
れ
る
。

こ

の
自
我

に
対
す
る
問

い

は
、
未
解
決

の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来

的
な
自
己
が
存
在
す
る

と
こ
ろ
の
そ
こ
へ
方
向
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
直
接
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
浬
架
と
符
合
す
る
に

違

い
な

い
」
(
一
三
九
ペ
ー
ジ
)
、
と
。

そ
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

「
な
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ぜ
な
ら
、
生
成
と
自
我
性

の
見
せ
か
け

の
流
れ
の
根
底
に
は
何
も
存
在

し
な
い
」
(
一
四
〇
ペ
ー
ジ
)
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
次

の
よ
う

に
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い

「
し
か
し
、

そ
の
二
つ
は
、
人

を
欺
く

こ
の
生
成
と
自
我
性
の
内
部
に
横
た
わ

っ
て
い
る

一
切
の
思
考

形
式
が
も
は
や
通
用
し
な
い
、
ま

っ
た
く
の
他
者

の
な
か
に
廃
棄
さ
れ

る
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
存
在
も
非
存
在

(
11
無
)
も
通
用

し
な

い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
悟
ら
れ
て
い
る
認
識
に
対
し
て
示
さ
れ
、
浬
繋

に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
」
(同
上
、
傍
点
、
筆
者
)
、
と
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
自
我
観
は
、
カ
ン
ト
の
そ
れ
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
自
身

は
反
形
而
上
学
的
で
あ

っ
た
。
彼
は
現
象
界
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想

定
さ
れ
る
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
自
我

(
ア
ー
ト
マ
ン
)
を
終
局
的
に
否
定

し
た
。

超
越
な
い
し
絶
対
他
者
に
対
す
る
問
い
は
、
初
期
仏
教
に
関
す

る
限
り
、

ま

っ
た
く
無
意
味
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
ま
た
、

ヤ
ス
パ
ー
ス

は
超
越
を
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
浬
葉
と
直
結
さ
せ

た
け
れ
ど
も
、
浬
繋
は
自
我
と
し
て
で
は
な
く
心
理
学
的
な
次
元
と
し

て
解
釈

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
浬
繋
は
、
人
を
再
生

へ
駆
り
立
て
る
渇

き
の
消
滅
し
た
状
態
で
あ
る
(デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
、
14
・
3
・
1
参照
)
。

し
か
る
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
浬
葉
に
お
い
て
超
越
が
達
成
さ
れ
る
と
考

え
た
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
自
我
観
に
と
っ
て
決
定
的
に
不
利
な
証
言
を
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
る
パ
ー
リ
語

の
聖
典

の
な
か
に
見

い
だ
す
こ
と
が
出
来

る
。
そ

こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
そ
し
て
ま
た

浬
葉
は
自
我
の
な
い
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
は
確
実
で
あ
る
」
、
と
。

 
現
象
界
と
究
極
的
実
在
と
い
う
二

つ
の
世
界
、

二
つ
の
真
理
を
説
く

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
す
で
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
な
か
に
も
見
い
だ

さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
の
克
服
が
初
期
仏
教
の
出

発
点
で
あ

っ
た
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ブ

ッ
ダ
観
は
、
イ
ン
ド
思
想
史
に
お

け
る
ブ

ッ
ダ

の
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
発
見
を
全
面

的
に
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
超
越
と
い
う
思
想
は
カ
ン
ト
哲
学
の

(
9
)

中
核
で
は
あ

っ
て
も
、
ブ
ッ
ダ

の
教
え
と
は
無
縁
で
あ
る
。

結

論

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
西
洋
人

の
仏
教

理
解
に
は
限
界
が
あ
る

(
一
五
三
ペ
ー
ジ
)
。「
わ
れ
わ
れ
は
真
剣
に
途
方
も
な
い
距
離
を
見
て
と

り
、
安

っ
ぽ
い
、
急
ぎ
の
接
近
を
拒
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ

ッ
ダ
の
真

理
に
対
す
る
本
質
的
な
関
与
を
得
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
あ

る
と
こ
ろ
の
あ
り
方
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(同
上
)
-

こ

の
よ

う

に

ヤ

ス

パ
ー

ス

は
言

う
。

し

か

る

に
、

ヤ

ス
パ

ー

ス
は
彼

自

身

の
あ
り
方
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼

は
カ
ン
ト
の
遺
産
を
忠
実

に
継
承
し
、
飽
く
ま
で
超
越
と
い
う
名
の
神
に
固
執
す
る
。
ア
ジ
ア
と

西
洋
の
間
に
隔
た
り
が
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
距
離
を
埋
め
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
-
こ

の
よ
う
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
考
え

る
。
「永
遠

の
真

中
に
共
通
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
要
求
は
止
ま
な
い
か
ら
」

(
一
五
四
ペ
ー
ジ
)
、
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
言
う
。

平
易

に
表
現
す

れ
ば
、

ア
ジ
ア
と
西
洋
は
共
に
超
越
を
人
間
存
在
の
唯

一
の
根
拠
と
し
て
認
め

ヤ

ス
パ

ー

ス

と
仏

教

(湯

田
)

-69-



ヤ
ス
パ
ー

ス
と
仏
教

(湯

田
)

ね
ば

な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

 

結

局
、

ヤ

ス
パ

ー

ス
は
仏

教

を

イ

ン
ド
人

の

エ
ト

ス
に

即

し

て
歴

史

的

に
理

解

し

よ
う

と

し
た

の

で

は
な

い
。

彼

は

仏

教

を

素

材

に

し

て
、

彼

自
身

の

"
哲

学

す

る

こ

と
"

を

企

て

た

の

で

あ

る
。

「
ブ

ツ
ダ

」

の

な

か

に

わ

れ

わ

れ

が
聞

く

の
は
、

決

し

て
ブ

ッ
ダ

の
肉

声

で

は
な

く
、

ヤ

ス
パ

ー

ス
自

身

の
声

で
あ

る
。

そ

し

て
、

わ

た

く

し

は

ヤ

ス

パ
ー

ス

の
背

後

に
カ

ン
ト

の
巨

大

な
影

を
感

じ

る
。

1
 
U
b
e
r
 
m
e
i
n
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 

(R
e
c
h
e
n
s
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 

A
u
s
b
l
i
c
k
,
 

1
95
1)
,

p
.
 
4
2
6
.「
わ
た
く
し
の
哲
学

に
つ
い
て
」

と
い
う

エ
ッ
セ
イ
が
初

め
て
出

版

さ
れ
た
の
は

一
九
四

一
年
。

こ
の

エ
ッ
セ
イ
は
、

ヤ

ス
パ
ー

ス
の
哲
学

に
対
す

る
最
良

の
手
引
き

で
あ
る
。

2
 
神
奈
川
大
学

「
人
文
学
研
究
所
報
」

(
N
o
.
 
1
6
.
 一
九

八
二
年
)

に
収
め

ら
れ
て
い
る
わ
た
く

し
の
論
文
、

「
ヤ
ス
パ
ー

ス
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
」

参

照
。

345678
 

ヴ

ィ

ナ

ヤ
ピ

タ

カ

・
パ

リ

ヴ

ァ
ー

ラ
、

3
・
1
、
ヴ

ィ

ナ

ヤ
ピ

タ

カ
、

V
・
八

六

ペ

ー

ジ
。

9
 

「
わ

た
く

し

の
哲

学

に

つ
い

て
」

(
四
〇

六
-
四

〇

七

ペ

ー
ジ
)

の
な

か

で
、

ヤ

ス

パ

ー

ス
は
超

越

に

つ
い

て
次

の

よ

う

に

述

べ

て

い
る

「
超

越

だ
け

が
真
実

の
存
在

で
あ
る
。

神
が
存
在
す
る
と

い
う

こ
と

だ
け

で
充

分

で
あ

る
…
…
人

間

は
顧
慮

に
値
し
な

い
」
、
と
。

唯

一
の
神

に
対

す

る

 
信
仰

の
欠
如

が
初
期
仏
教

の
最
大

の
特
徴

の

一
つ
で
あ

る
こ
と
は
、
周
知

 
の
事
実

に
属
す

る
。

10
 
ヤ

ス
パ
ー

ス
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人

で
あ

る
こ
と
を

止

め

る

に

は
及

ぼ
な

 
い
。

し
か
し
同
時

に
ま
た
、
ブ

ッ
ダ
を

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人

に
変
え

る
こ
と
は

 
出
来

な
い
。

し
か
る
に
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ブ

ッ
ダ
を

カ

ン
ト
的

に
解
釈

し

 
直

し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、

わ
た
く
し
は

ヤ
ス
パ
ー
ス
が

ブ

ッ
ダ

に
対

し
て
同

 
情
的

で
あ
る
と

い
う
評
価

に
は
賛
成

し
な

い
。

ヤ

ス
パ
ー

ス
は
ブ

ッ
ダ
の

 
教

え
を
真
剣

に
考
・察
す
る
こ
と
を
拒
否

し
た

と
言
え

よ
う
。
彼

は
ブ

ッ
ダ

 
を
ヤ

ス
パ
ー

ス
自
身

の

"
哲
学
す

る
こ
と
"

へ
手
引

き
す

る
た
め
の
手
段

 
あ

る
い
は
材
料

と
し
て
利
用

し
た
の
で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え
、

わ
れ
わ
れ
は

 
彼

の

「
ブ

ッ
ダ
」

お
よ
び

「
ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ

ュ
ナ
」

の
な
か
に
、
仏
教

の

 
真

の
精
神

を
見

い
だ
す

こ
と
を
期
待
す

べ
き

で
は
な
い
。

(
神
奈
川
大
学
教
授
)
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