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さ
れ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

（
＜

鍵
Φ

鼠

一

九
七

九
）

　
一

九
八
三

年
ダ

ラ

イ
・

ラ

マ

十
四

丗
と

出
会
っ

た
バ

レ

ー

ラ

は
、

科
学

と

仏
教
の

対
話
の

実

現
に

向
け

て

具
体
的
な
可
能
性
を
探
る

よ

う
に

な
っ

た
。

異
な
る

デ

ィ

シ

プ
リ

ン

が

対

話
す
る

た
め
に

は、

両

方
の

伝
統
が
そ

れ
ぞ
れ
の

持
つ

弱
点
を

自
覚
す

る

こ

と
に

よ
っ

て

は
じ
め
て

可

能
に

な
る

と
考
え
た
バ

レ

ー

ラ

は
、

対
話
の

テ

ー

マ

を
仏
教
と

同
じ

「

心
」

を
研

究

対
象
と

す
る

認
知
科
学
に

絞
り

、

一

九
八

七

年
イ
ン

ド

で

最
初
の

対
話
が

行
わ

れ

た
。

そ
の

後
バ

レ

ー

ラ

と
ダ

ラ

イ
・

ラ

マ

十
四

世
ら

は

ζ
ぎ
q

き
O

ζ
獄

宣
ω

葺
三
Φ

を

設
立
し、

二

〇

〇
一

年
五

四

歳
の

若
さ

で

バ

レ

ー

ラ

が

亡

く
な
っ

た

後
も、

彼
の

遺
志
は

受
け
継
が
れ

、

仏
教
と

科
学
の

実
践
的
な

対
話
が

現
在
ま
で

十
八

回
行
わ
れ
て

い

る
。

（
永
沢
二

〇
一
一
）

　
客

観
主

義
的
・

還
元
主

義
的
ア

プ
ロ

ー

チ

に

基
づ

く
自

然
科
学
者
が

瞑

想
体
験
を

生
物
学
的
過
程
に

還

元
し
て

理

解
し

よ

う
と

す
る
一

方
で

、

宗

教
者
の

側
に
も
瞑
想
体
験
に

「

科
学
」

的
装
い

を

施
す
こ

と
に

よ
っ

て

自

ら

を

権

威
づ

け
よ

う
と

す
る

傾
向
が

根
強
く
あ
る

。

バ

レ

ー

ラ

が
ユ

ニ

ー

ク

な
の

は
、

厳
密
な
訓
練
を

受
け
た

科
学
者
が
、

自
ら

修
行
者
と
し

て

瞑

想
を

実
践
し、

そ
の

体
験
を
一

人
称
と
三

人
称
の

観
点
の

対
話
と
い

う
形

で

融
合
し
よ

う
と
し

た

点
に

あ
る

。

バ

レ

ー

ラ

2
九
九
九
）

は
、

「

一

人
称
の

体
験
は

キ
観
的
な

現
象
で

あ
る

が
、

か

と
い

っ

て

そ
れ

は

他
者
に

閉
ざ

さ
れ

た
ま
っ

た

く
私
秘
的
な

経
験
で

は

な

く
、

二

人

称
の

問
主

観
的

検
証
に
開
か
れ
う
る
」

と

主、
張
し

た
。

つ

ま
り、

バ

レ

ー

ラ
が

目
指
し

た

の

は
、

一

人
称
の

体
験
を
三

人
称
の

記
述
に

還
元

す
る

こ

と

で

は

な
く、

一

人
称
と

三
人
称
そ
れ
ぞ
れ
が
白
ら
の

立

場
を

絶
対
で

は

な
く
一

つ

の

観

点
で

し
か
な
い

こ

と

を
受
け
入
れ

る

こ

と

で
、

互

い

の

「

盲
点
」

を

補
い

あ
い
、

互
い

の

知
見
が
豊
か
に

な
る
よ

う
に

対
話
（

循
環）

を

続
け
る

こ

と
で

あ
っ

た
。

　
バ

レ

ー

ラ

た
ち
が

牽
引
し
て

き
た

対
話
の

担
い

手
た

ち
は
、

宗
教
と

科

学
と
い

う
枠

組
み

で

は

異
な
る

立

場
に

い

る

が
、

一

方
で

「
世
界
の

た

っ

た
一

つ

の

参．
照

先
へ

の

態
度
」

と
い

う
枠

組
み
で

は

同
じ

立

場
に

属
す

る
。

し

か

し
人

類
の

未
来
に

科
学
と

宗
教
が
ど
の

よ

う
に

関
わ

る

か
と
い

う
現．
代
社
会
が
抱
え
る

重
要
な

問
題
に

お

い

て

は
、

む

し
ろ

こ

の

「

世
界

の

た
っ

た
一

つ

の

参
照

先
」

を

放
棄
し

対
話
の

席
に

座
ろ

う
と

す
る

集
団

と
、

そ
う
し

た
唯
一

の

参
照

先
に

「

固
執
」

す
る

集
団
と

の

対
話
が
そ
も

そ

も

可
能
で

あ
る

の

か、

と

い

う
問
い

が

残
る

。

そ

し

て、

そ

う
し
た

「

固
執
す
る

集
団
」

と
い

う

呼
称
は
、

何
も

オ
ウ

ム

真
理
教
や
イ
ス

ラ

ム

原
埋
主

義
者
た

ち
だ

け
で

な

く、

遺
伝
子

操
作
や

国
⇒
げ
帥

po
 

ヨ
Φ

募

な

ど

の

医
療
技
術
を

無
制
限

に

拡
大
し

よ

う
と

す
る

還
元
主

義
的
科
学
に

も

向
け
ら
れ

る
。

そ

の

時
に

「

参
照
軸
を
一

切
放
棄
す
る
」

宗
教
学
者
は
、

そ
う
し
た

「

固
執
す
る

集
団
」

に

ど
の

よ

う
な
方
法
で

向
か

っ

て

い

く
の

で

あ
ろ

う
か

。

井
筒
俊
彦
の

瞑
想
体
験
と

東
西
思
想
の

比

較
研
究

葛
　
西

　
賢

太

　

本
発
表
で

は
、

思

想
家
井
筒
俊
彦
の

瞑
想
体
験
と
、

彼
の

浩
瀚
な
比
較

思
想
研
究
と
の

つ

な
が

り
を

あ
ら

た
め

て

問
い
、

瞑
想
的
な

世
界
認
識
が

宗
教
研
究
に

も
た
ら

す
も
の

を

考
察
す
る
。

　

井
筒
俊
彦
（

一

九
一

四

−
一

九
九
三
）

は
、

一

般
に
は

イ

ス

ラ

ー

ム

の

硯
学
と
し
て

知
ら
れ
る

。

講
演
録
『

イ
ス

ラ

f
ム

文
化
』

（
岩
波

文
庫）
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が
三
一

刷
を
重
ね
る

な
ど

、

現
在
も
広

く
読
ま
れ
る

。

二

〇

〇

九

年
に
は

マ

レ

ー

シ

ア

で

イ
ス

ラ

ー

ム

研
究
へ

の

井
筒
の

貢
献
を
ふ

り
か

え

る
国
際

会
議
が
開
か
れ、

そ
の

成
果
は

〉
三
ω

ζ
鋤

壽
→
『
07

ρ

 

匹゚、

ミ
織

ミ
題

OQ

ミ
識
ぴ

ミ
き
隷

ミ

旨
貯
ミ

詩

騎

ミ
ミ
毳、

→

曹
卜

寒
曼

鼠

→
＆
ミ
隷焼
ぎ

却
袋

材
ミ

き
討

善
丶

ミ

ミ
」
Hd

ζ
勺
居

Φ
。。

ω

bO
δ

と
し

て

ま
と
め

ら
れ
た

。

　
一

方、

『

意
識
と

本
質
』

な
ど

の

比

較
思
想
的

著
作
を

知
る
者
に

と
っ

て

は
、

井
筒
は
む
し

ろ

言

語
の

哲
学

者
で

あ
る

。

「

複
雑
に

錯

綜
し
つ

つ

並
存
す
る

複
数
の

哲
学
伝
統
」

を

「

現
在
の

時
点
で
、

一

つ

の

理
念
的

平

面
に

移
し、

空

問
的
に
配

置
し

な
お

す
こ

と
」

「

時
間
軸
か
ら
は

ず
し、

そ
れ
ら
を

範
型
的
に

組
み

変
え
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

そ
れ
ら
す
べ

て

を

構

造
的
に

包
み

こ

む
一

つ

の

思

想
連

関
的
空

間
を

、

人
為
的
に

作

り
出
」

す

こ

と

に

よ
る

「

共
時
的

搆
造

化
」

と
い

う
方
法
を
井
筒
は

提
唱

す
る

。

さ

ら
に

、

そ
こ

か
ら

取
り
出
さ
れ

た

「

根
源
的
パ

タ

ー
ン

の

シ

ス

テ

ム

を、

一

度
そ
っ

く

り
己
れ

の

身
に

引

き
受
け
て

キ

体
化
し
、

そ
の

基
盤
の

上

に
、

自
分
の

東
洋
哲

学
的
視
座
と
で

も
い

う
べ

き
も
の

を

打
ち
立
て

て

い

く
こ

と
」

（

『

意

識
と

本

質
』

、

四
一

〇

1
四
一

＝
貝）

を
構

想
す
る

。

こ

の

作

業
に

あ
た

り
、

井
筒
は

言
語
の

も
つ

力
に

注
目
し

、

私
た

ち
の

視

野

を
限

定
す
る

分
節
的
な
日

常一．＝
凵

語
と、

「

超
越
的

世
界
が
自
己

言
語
化

す

る

プ
ロ

セ

ス
」

と
し

て

の

「

コ

ト
バ
」

を

考
え
る

。

　

井

筒
の

卓
越
し

た

語
学
力
と
思

考
は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

も

老
荘
も
ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

も
見
通
す
「

共
時
的
構
造
化
」

の

平
面
を
た
し
か

に

存
在
せ

し

め

た
。

言
語
の

働
き
の

分
析
は

こ

の

作
業
の

中
核
に

あ
る

。

］

方、

そ

こ

か
ら

根
源
的
パ

タ
ー

ン

を

取
り
出
し
、

「

一

度
そ
っ

く

り
己
れ

の

身
に

引

き

受
け
て

主

体
化
」

す
る

と

は
ど

の

よ

う

な
実

践
だ

ろ

う
か

。

報
告

者

は
、

後
者
が

瞑
想
的

実
践
で

あ
る

と

考
え
て

い

る
。

　
井
筒
は

『

神
秘
哲
学
』

に
お
い

て

父
か

ら
瞑
想

法
を

指
導
さ
れ
た

体
験

に

言
及
す
る

。

父

親
は

禅
籍
の

素
読
を
幼
い

俊
彦．
に

誅
し

、

ま
た
、

文
字

を
凝

視
し
つ

つ

そ

の

文

字
を
め

ぐ
る

想
念
や

言
語
を

心

中
か

ら
滅

す
る

「

内
観
」

を
行
わ
せ

た
。

井
筒
は

神
秘

体
験
に

つ

い

て

の

知
的
思

索
を

自

ら
に

禁
じ

た

と

い

う
。

　
成
長
後
の

井
筒
が
ギ
リ
シ

ャ

の

哲
学
的
思
索
に

出
会
い

、

驚
き
と

、

神

秘
体
験
に

対
す
る

知
的
思
索
を
解
放
し
た

こ

と

は
、

井
筒
が
そ
れ
ら
の

思

想
を

渉
猟
す
る
ド
ラ

イ
ブ

に

な
っ

た

だ
ろ

う
。

そ

し
て
、

い

さ
さ
か

鬱
屈

し
た

性
格
を

帯
び

た
こ

の

瞑
想
体
験
が、

ひ
る

が

え
っ

て

井
筒
の

「

共
時

的
構

造
化
」

と

「

コ

ト
バ
」

に

つ

い

て

の

思
索
に

ど

れ
だ

け
の

恵
み

を
も

た

ら
し

た

か
。

瞑
想
実

践
者
に

た
い

し

て

そ
れ
を

想
起
す
る
よ

う
求
め

る

呼
び

掛
け
が
著
作
に

し
ば

し
ば
折
り
込
ま
れ
て
い

る
の

は
、

こ

の

点
で
、

井
筒

白
身
の

研
究
に

と
っ

て

も

瞑
想
が

も
っ

て
い

た
意
義
を

う
か
が

わ

せ

る

も
の

で

あ
る

。

つ

ま

り、

「

一

度
そ
っ

く
り
己
れ

の

身
に

引
き
受
け
て

主
体

化
」

す
る

と
は

、

自
ら
の

瞑
想

体
験
に

照
ら
し
て

東
西
の

思

想
を
比

較
す
る

と

い

う
こ

と
で

は

な
か

っ

た
か

。

　

幼
き
日
（
か
ら

？
）
の

瞑
想
体
験
は
、

彼
に

東
西
思

想
の

比

較
研
究
を

さ

せ

る

こ

と

に

つ

な
が
っ

て

い

る

だ
ろ

う
。

一

方、

池
内
恵
（
「

井

筒
俊
彦

と

日
本
的
イ
ス

ラ

ー

ム

研
究
」

）

も
指
摘
し
て

い

る

こ

と
だ

が、

井
筒
の

瞑
想
実
践
が

彼
の

イ
ス

ラ

ー

ム

研
究
に

お

け
る

研
究

対
象
選

択
に
一

定
の

傾
向
　
　
イ
ラ

ン

な
ど
に

み

ら
れ

る

内
省
的
で

瞑
想

的
な
テ

キ

ス

ト
の

解

読
を
と

く
に

愛
す
る

井
筒
俊
彦

−
を
も
た

ら

し

て

い

る

可
能
性
に
つ

い

て

も

吟
味
し

た
い

。

こ

の

こ

と

は
、

中
東
研
究
に

お
い

て

井
筒
の

仕
事
が

後
継
さ
れ

て

い

な
い

理
由
の
一

つ

で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

井
筒
俊
彦
と

い

う
た

ぐ
い

ま
れ

な
思

想
家
を

現
在
の

宗
教
研
究
か

ら

問
い

直
し、

瞑
想
的

（963）129
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世
界

認
識
が

宗
教
研
究
に

何
を
も
た
ら

す
か

点

　
　
を

考
え
た
い

。

玉

城

康
四

郎
の

仏
教

学
と

　

現
代
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

研
究

可

能
性
と

留
意
す
べ

き

伊

　
藤
　
雅

　
之

　
一

九

七
〇

年
代
後
半
以

降、
「

宗
教
」

と

対
置

さ
れ
た

り
、

代
替
さ
れ

た
り

す
る

も
の

と
（
少
な
く
と

も）

当
事
者
に

よ
っ

て

理

解
さ
れ

、

表
現

さ
れ
る

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

の

存
在
が
明
ら
か
に

な

る

と
、

そ
れ

に

呼
応

す
る

形
で

現

代
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

研

究
は

展
開
し
て

き
た

。

こ

の

研
究
領
域
で

は
、

人
々

の

白
己
を
超
え
た
不
可

知
、

不
可

視
の

存
在

と
の

つ

な
が

り
を

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

イ
」

と
し
た

う
え
で、

人
々

が

何
と

つ

な
が

り
、

ど
の

よ

う
な

気、
つ

き
を

得
る
の

か
と
い

う
当

事
者
の

体

験
に

と
り
わ

け
注
目

す
る

。

そ

れ
と

同
時
に

、

研
究

者
自

身
の

あ
り
方
に

も
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

研
究
に

お
い

て

は
着
眼
す
る

こ

と

が
あ
る

。

と

い

う
の

は、

現
代
を

扱
う
宗
教
研
究
者
は
、

研
究
対

象
と
の

相
互

影
響
関

係
に

お
か
れ
て

し

ま

う
こ

と
が

避

け
ら
れ

な
い

か
ら
で

あ
る

。

ま
た
よ

り

重
要
な
こ

と

は、

担
い

手
の

体
験
に

焦
点
を
お
く
分
野
に

お

い

て
、

研
究

者
自

身
に

よ

る

宗
教
体
験
の

有
無
は

対
象
の

選
択、

理
解
の

仕

方
に

大
き

く
影

響
す
る

可
能
性
が
あ
る
か
ら

で

あ
る
。

　
研

究
者
自
身
の

宗
教

体
験
と

研
究
と

の

関
係
に

つ

い

て

考
え
る

手
が

か

り
は
、

宗
教
学
と

隣
接
す
る
仏
教
学
の

な

か
に

見
出
す
こ

と

が
で

き
る
。

本
稿
で

は、

イ
ン

ド
学
・

仏
教
学
の

分
野
で

多
大
な
業
績
を
残
し
、

同
時

に

学
生

時
代
か

ら

六

〇

年
以
上
も

真
摯
な

瞑
想
修
行
を
続
け
た

求
道
者
で

も
あ
る

玉

城
康
四

郎

2
九
一

五
−
一

九
九
九
）

に

よ

る

研
究
ア

プ

ロ

ー

チ

に

着
目

し

つ

つ
、

現
代
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ
テ

ィ

研
究
へ

の

応
川
可
能

性
を

模
索
す
る

。

　

玉

城
に

よ
れ

ば、

対
象
理

解
に

は

二

つ

の

異
な
る

ア

プ

ロ

！

チ
、

す
な

わ
ち
、

対
象
的
思

惟
と
全
人
格
的
思

惟
が

あ
る
。

対
象
的
思

惟
と
は
、

通

常
の

主

観
と

客
観
と
が

相
対
す
る
思

惟
で

あ
り、

日
常
生

活
か

ら
、

科
学

（
今
日
の

仏
教
学
を

含
む
）
に

い

た
る
ま
で

の

す
べ

て

の

頭
脳
的
な

思
考
を

指
す

。

一

方
、

全
人

格
的
思

惟
と

は
、

頭
も

心
も
魂
も、

そ

し

て

体
も
、

全
体
が
一

つ

と
な
っ

て

営
む
思
惟
で

あ
り、

そ
こ

で

は

「

考
え
る

自
分
」

と

全

世
界

、

全

宇
宙
と
が
一

つ

に
な
っ

て

い

る

と
さ

れ

る
。

こ

れ

は
、

い

わ

ゆ

る

禅
定
（

形
と
し
て

は
坐
禅）

を
指
し

、

仏
教
の

根
本
的
態
度
の

特

徴
と

な
る

。

玉
城
は
一

九
七
〇

年
代
半
ば

以

降、
「

業
熟
体
」

（

は
る

か
過

去
か
ら
の

行

為
の

積
み
重
ね
の

結
果
と

し
て

、

い

ま
こ

こ

に

生
き
つ

つ

あ

る

私

自
身）

を
軸
と
し
た

全
仏
教
史
の

通

観
を

試
み

る

が
、

そ

の

概
念
と

の

出

会
い

に

は
自
身
に

よ

る
瞑
想
実
践
が

不
可
欠
で

あ
っ

た
こ

と

を

繰
り

返
し
述
べ

て

い

る
。

　

近

代
仏
教

学
は、

科
学
的
実
証
主

義、

隣
接

分
野
と

の

協
同
に

よ

り

大

き
な
発
展
を
遂
げ
た
が、

解
脱
へ

方
向
づ

け
ら
れ
た
仏
教
本
来
の

学
を
捨

て

て
、

た

ん

に

知
性
的
な

判
断
に

委
ね
て

し
ま
っ

た
と

玉
城
は

批

判
す

る
。

そ
し
て

研
究
者
自
身
に

よ

る

宗
教
体
験
な
し
で

の

対
象
理
解
は
不
十

分
で

あ
り、

そ
も
そ
も
研
究
と

実
践
と
は

不
可
分
で

あ
る
と

い

う
の

が
玉

城
の

研
究
態
度
の

根
幹
に

は

あ
る

。

　
玉

城
自
身
に
よ

る
近
代
仏
教
学
批

判
は
、

イ
ン

ド
学
・

仏
教
学
の

領
域

内
に

お
い

て

も
十
分
な
議
論
が

お

こ

な

わ

れ
て

き
た
わ

け
で

は

な
い

。
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