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批
判
を
一

つ

一

つ

詳
細
に

取
り
L
げ
て

い

る
訳
で

は

な
い

た
め
、

本
発
表

で

は

臨
済
禅
と

対
立
す
る

道
元
独
自
の

立

場
を
 
「

見
性
批
判
」

、

 
「

修

証
一

等
」 、

 
「

只

管
打
坐
」

と
い

う
三

点
に
限
定
し
て

、

こ

れ
ら
の

点

に

対
し
て

大
拙
が

ど
の

よ

う
に

論
じ
て

い

る

か

を

考
察
し

た
。

　

大
拙
は

『

禅
思

想
史
研
究
第

＝

2
九
四
＝ 、

年）
、

そ
し
て

『

禅
の

思

想
」

（
一

九

四
三

年
）

の

二

書
で
、

道
元
の

禅
思
想
に

つ

い

て、

積
極
的

な

解
釈
を
試
み

て

い

る
。

　

道

元
の

見

性
批

判
を
め

ぐ
っ

て

大
拙
は

彼
と
は

異
な
る

見
性
理

解
を

示

し

て

い

る

こ

と
を

確
認
し

た
。

そ

し

て

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

む
し
ろ

大
拙

の

主

張
内
容
が

道

元
の

批

判
内
容
と

軌
を
一

に

し

て

い

る

と
い

う
こ

と
を

確
認
し

た
。

道
元
は

、

「

見
性
」

を
語
義
通
り、

「

性
を

見
る
」

と
い

う
構

造
で

提
え

、

悟
り
と
し

て

個
的
で

常
住
名

「

性
」

を
想

定
す
る

こ

と
は

外

道
の

見
解
で

あ
る
と
批
判
し
て

い

た
。

一

方
大
拙
は

「

見
性
」

を
「

見

即

性
」

と
い

う
関
係
と

み

な

す
こ

と

で
、

「

見

性
」

を
主

張
し
つ

つ

も、

道

元
と

同
じ
く
個
的
で

常

住
な

「

性
」

を
否

定
す
る

と

い

う
結
論
に

至
っ

て

い

る
。

　

ま
た
、

道
元
は

公
案
を

駆
使
し
て

修
行

す
る
臨
済
禅
を

「

待
悟
禅
」

と

し

て

批
判
し、

証
と

不
可
分
の

も
の

と

し
て

修
行
を

位
置
づ

け
た

。

こ

の

「

修
証
一

等
」

の

思
想
に

つ

い

て、

大

拙
は

見
性
の

内

容
た

る

「

定
慧
不

二
」

に

よ

っ

て

そ
れ
を
説
明
し
た．、

す
な
わ

ち
悟
り
そ

の

も
の

と
、

働
き

出

す
智
慧
と
い

う
構
造
を

道
元
の

「

証
」

と

「

修
」

に

適
用
し
た

の

で

あ

る
。

道
元

に

と
っ

て

本
来、

見
性
と

は

無
縁
の

実
践
と

し
て

想
定
さ
れ

て

い

た
「

修
証
一

等
」

を
、

大
拙
は

む

し
ろ

見
性
体
験
の

内
容
と

し
て

理

解

し
よ

う
と
し
た

の

で

あ
る

。

　
そ
の

結
果

、

「

修
証
一

等
」

の

具
体
的
な
行
法
と

し
て

の

「

只
管
打
坐
」

に

つ

い

て

も
、

大
拙
は

そ

れ
を

悟
り
の

働
き

が
現

れ
て

い

る
「

大
用

現

前
」

の

坐
禅
と
し

て

位
置
づ

け、

見
性
の

現
場
と

し

て

の

坐

禅
と
み

な
し

た

の

で

あ
っ

た
。

し

か

し

な
が

ら
、

道
元
が

仏
行
と
し
て

坐

禅
を

特
別
視

し

て

い

た
の

に

対
し

て
、

大
拙
は

坐

禅
を

あ
く
ま
で

も

悟
り
の

多
様
な

表

現
の
一

つ

と
し

て

理
解
し
よ

う
と
し

た
。

彼
は

「

定
慧

不
二
」

の

「

定
」

を

単
に

坐
禅
に

よ
る

精
神
の

統
一

状

態
と
は

み

な
さ

ず、

人

間
の
一

挙
手

一

投
足
す
べ

て

の

行
為
が

「

定
」

と
な
り

う
る

と

考
え
て

お

り
、

そ

の

た

め

「

大
用
」

が

現

前
す
る

行
を
坐
禅
だ
け
に

限
定
せ
ず、

人

間
の

振
る

舞

い

全
般
を
そ
の

行
で

あ
る

と
捉
え
た
の

で

あ
っ

た
。

　
以
上
の

よ

う
に

、

大
拙
の

道
元
理

解
は
、

見
性
批
判
を

展
開
し
た
道
元

を、

一

貫
し
て

見

性
の

立

場
か
ら
解

釈
す
る

と

い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
解
釈
が
道
元
の

真
意
に

合

致
す
る

か
ど

う
か
に

は
多．
数
の

問
題

が
あ
る

が
、

大
拙
自
身
の

思
想
を
理

解
す
る

ヒ
で
、

こ

の

よ
う
な

解
釈
は

重
要
な
要
素
を
内
包
し
て

い

る

よ
う
に

思
わ

れ
る

。

鈴
木
大
拙
と

華
厳
経

嶋
　
本

　
浩

　
子

　

鈴
木
大
拙
（

一

八

九
〇

1
一

九
六
六）

は
、

海
外
に

対
し
て
、

主
に

禅

思
想
を

紹
介
し

た

こ

と
で

知
ら

れ
る

。

し

か

し、

大
拙
は
、

華
厳
経
思
想

も

重
視
し

て

い

た
。

そ
こ

で
、

本
稿
で

は
、

大
拙
と

華
厳
経
思
想
に

つ

い

て

検
討
し

た
い
。．

　

大

拙
は
、

昭
和
三

十
年
に

著
述
し
た

『

華
厳
の

研
究
』

の

序

文
で
、

「

『

華
厳
』

の

こ

と
は

ず
っ

と

昔
か
ら

気
に

か
か
っ

て

い

て
、

今
で

も
「

そ
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れ

を
何
と
か

し
な
い

と

死
に

切
れ
ぬ
」

と
い

う
心

持
に
な
っ

て

い

る
。

」

（
『

鈴
木
大
拙
全
集
』

第
五

巻、

＝
二

七

頁
）

と
述
べ

て

い

る
。

大
拙
が

華

厳
経
思
想
を

語
る

際
の

特
徴
と
し

て
、

次
の

六
点
が

あ

げ
ら

れ
る
。

そ

れ

は
、

東
洋
と

西
洋
の

相
違

を
述
べ

る

点
、

東

洋
の

思
想
の

特
長
を

語
る

点、

西
洋
の

人
々

に

対
し

て
語
る

点、

そ
の

傾
向
は

大
拙
の

晩
年
に

な
る

ほ

ど

強
く
現
れ
る

点、

二

元
を

超
え
る

あ
り
方
と

し
て

語
る

点、

東
洋
の

和
の

あ
り
方
を
示
す
点、

で

あ
る

。

大
拙
は

英

文
著
作
に
お
い

て
、

二

元

を
超
え
る
こ

と
を
た
え

ず
主
張
し
て

い

る
。

そ
こ

で
、

華
厳
経
思
想
を

語

る

場

合
も、

「

相
対
の

世

界
を

ど

こ

ま
で

も

究
極
の

実
在
だ

と

考
え
よ

う

と

す
る

人
間
の

頑

固
さ
が
も
た

ら
す
と

こ

ろ

の

あ
ら
ゆ

る
障
碍
を
除
去
す

る

こ

と
」

を
目
的
と
し
て

い

た
。

な
ぜ

な
ら、

二

元
を
超
え
た
世
界
の

奥

に

は
、

大
乗
仏
教
が

示

す
不
二

の

世
界
が
開
か
れ
る

か
ら
で

あ
る

。

　

大

拙
は

、

事
事
無
礙

法
界
を
重
視
し
た

。

理
と

事
の

不
二

を
説
く
理
事

無
礙

法
界
に

対
し

、

事
事
無
礙
法
界
は

、

理
が

消
え
て、

相
互
の

事
の

み

に

な
っ

た

世

界
観
で

あ
る

。

さ
ら

に、

大
拙
は

、

相

即
相
入

を
重

視
し

た
。

こ

れ

は

事
事
無
礙

法
界
の

作
用
面
で

あ
り、

空
か

ら
の

用
、

す
な
わ

ち
、

空
か

ら
の

は

た

ら

き
を
重
視
し
た
と「．
尊
凡

る
。

そ

れ
は、

即

非
の

論

理
、

無
分
別
の

分
別、

無
功
用

行
、

大
用

現
前
不
存
軌
則

、

真
空

妙
用
が

示
す
よ

う
に

、

空
か

ら
の

絶
対
的

な
は
た

ら

き
を

重
視
し
た

か
ら

で

あ

る
。

こ

の

こ

と
は
、

「

色
即
是
空
空

即
是
色
」

の

空
即
是
色
が．
小

す
よ

う

に
、

空
か

ら

色
へ

の

は

た

ら
き
を
重

視
す
る

大
乗
仏
教
観
に

基
づ

い

て

い

る
。

そ
れ

を
、

大
智
と

大
悲
が

不
二

と
な
っ

て

は

た

ら

く
と
、

大
拙
は

表

現
し

た
。

そ
れ

は
、

大
拙
が
紹
介
す
る

禅
に

よ

る

個
の

確
立
と
自

由
と
を

重
視
す
る

慕

本
姿
勢
で

も
あ
る

と

言
え
よ

う
。

現
代
的
解
釈
を

す
れ

ば
、

個
人
の

想
い
、

言
葉、

行
動
が

二

元
を

超
え
た

空
か
ら

の

は

た

ら

き
と
な

っ

て
、

一

瞬
．

瞬
を
生
き
る

こ

と
の

重

視
を

提
唱
し
た

と

考
え

ら
れ

る
。

そ

の

示
す
と
こ

ろ

は
、

一

人
一

人
の

想
念

二
言

葉
・

行
為
が

空

か
ら

の

は

た
ら

き
と

な
る

と
、

そ
の

時
立

ち
現
れ

る

現
象
が

人
智
を
超
え
た

あ
り
方

と

な
る

と

こ

ろ

に

妙
を

観
じ
る

こ

と
で

あ
る

。

だ

か
ら

こ

そ、

晩
年
の

大

拙
は
、

特
に
真
空
妙
用
と
い

う
言
葉
を

重
視
し
た

。

　

大
拙
の

事
事
無
礙
法
界
理
解
は
、

真
空
妙
用
と

深
く
結
び

つ

く
。

大
拙

は
、

事
と

事
と

が
単
に

対
象
的
に
無
礙
に
関
係
す
る

と

い

う
教
琿
的
解
釈

に

と

ど

ま
ら

ず、

事
事
無
礙
の

構
造
性
と

そ
の

相

即
相
入
の

言
葉
が
あ
ら

わ

す
は

た
ら
き
を
人
間
の

生
き
方
に
当
て

は

め

た
。

す
な
わ

ち
、

妙
用
が

根
源
と

な
っ

て
、

礙
げ
あ

う
こ

と

な
く、

自
在
で

い

な
が

ら、

自

ず
と

調

和
す
る
と
い

う
人

間
と

し
て

の

生
き
方、

あ
り
方
で

あ
る

と

言
え
よ

う
。

そ
し
て

同
時
に

、

大
智
大
悲
が
不
二

と

な
っ

て

は

た
ら
く
人
間
同
士
の

あ

り
方
を、

事

事
無

礙
法
界
を
通
じ
て

紹
介
し

た
の

で

あ
る

。

大
拙
が

主
張

す
る

華
厳
経
世

界
観
は、

東
洋
あ
る
い

は

大
乗
仏
教
が
理
想
と

す
る

人
間

社
会
の

あ
り

方
と

も
い

え
る

和
の

精

神
の

紹
介
で

あ
る

。

こ

れ
こ

そ

が
東

洋
的

平
和
の

精
神
と

考
え
る

。

さ
ら
に

、

大
拙
が

示
す
事
事

無
礙

法
界
の

あ
り

方
は

、

人
間
と
自
然
と
の

か
か
わ
り

方
に

も
適
応
で

き
る

。

し

た
が

っ

て
、

環
境

問
題
を

考
え
る

と

き
に

も
、

良
き
指

針
と
な

ろ

う
。

　

大
拙
最
晩

年
の

英
文
著

作
は、

い

§
晦

ミ”
、

曹

贈
遮

ミ
訂

象

ミ

で

あ
る

。

同
書
で

も
、

大
拙
は

仙
厘
の

書
画
を
通
じ
て

華
厳
経
思

想
を

海
外
に

紹
介

し
て

い

る
。

大
乗
仏
教
を

知
ら
な
い

人
々

に

対
し
て

そ
の

思

想
を

表
象
的

に

訴
え
た

の

で

あ
る

。

そ
れ

は、

視

覚
的
に

理
解
し

や

す
い

方
便
で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と

は
、

大
拙
が

最
晩
年
ま
で

華
厳
経

思
想
を

海
外
に

紹
介
し

た
い

と

考
え
て

い

た

こ

と
を
示

す
根

拠
と
な

ろ

う
。
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