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パ ネ ル

元
論
の

解
説
や
ひ

い

て

は

最
終

的
な
二

つ

の

パ

ラ

ダ

イ
ム

で
、

】

九
三

九

年
発
表
の

「

平

常
底
」

と
一

九
四
五

年
の

「

逆
対
応
」

の

解
析
に

お

い

て

さ

え

も

仏
教
用
語、

仏
教
教
義
に

頼
る

よ

う
に

な

っ

た
。

西
田
独

自
の

用

語
は

他
の

哲
学
よ
り
も
む

し

ろ

仏
教

哲
学
の

ほ

う
が

、

よ

り

近
い

こ

と

を

暗
示
す

る

よ

う
に

思
え
る

の

で

あ
る

。

　

道

元
の

「

心

身

脱

落
」

と

西
田
の

「

】

と

多．
の

絶
対

矛
盾
的
自
己

同

一
」

と
し
て

考
え

ら

れ
た

「

矛

盾
的
自
己

同
一
」

と

は
か

な
り

違
っ

て

い

る

こ

と

は

言
う
ま

で

も
な

い

が
、

「

心
身

脱
落
」

が

迷
い

と
悟

り
の

二

元

論
を
脱

構
築
す
る

も
の

で

あ

る
よ

う
に
、

「

矛
盾
的
自
己

同
…
」

も
→

と

多
の一
一

元
論
を

脱
構
築
す
る

も
の

で

あ
る

と

言
っ

て

よ

い
。

　
一

は

世
界
平
和
を、

多
は

各
国
の

独
立

個
人
の

公
正

を
概
念
に

表
す

、

世
界
平
和
を
達
し

た
り、

各
々

の

人
間
の

独
立
が

認
め

た
り
す
る
と

き
、

一

即
多
と

い

う

概
念
を

具

体
化
さ

せ

て

い

っ

た

と

言
っ

て

よ

い
。

同

様

に、

一

即
多
の

哲
学
は

世
界

平
和
で

あ
り
な
が
ら

他
方、

人
間
の

独
立
が

認
め
る

状

態
へ

の

図
式
に

も
な

る
。

な
ぜ

な
ら

、

人
間
の

神
髄
は
一

般
的

な

入

間
性
と

各
々

の

個
体
性
を

含
ん

で

い

る
。

　
も
ち

ろ

ん
、

道
元
の

救
済
論
と

そ
の

動
機
は

西
田
や

務
台
と

は

全
く
違

う
も
の

で

あ
る

。

し
か

し
、

務
台
は
人

類
ヒ

ュ

ー
マ

ニ

ズ

ム

の

概
念
を
提

供
し、

道
元
は

そ

の

世

界
人
間
の

坐

禅
に

よ

っ

て
、

可
能
駐
を
示
し

て

い

る

と
言
え
る

。

中
国
語
圏
に

お

け

る

道
元

の

発
見

何

燕

　
生

　

道
元
は

か

つ

て

中
国
に

留
学
し

、

中
国
の

仏
教
と

深
い

か

か

わ
り
を
持

っ

て

い

る

が
、

中
国
で

は

そ

の

存
在
が

殆
ど

知
ら

れ
て

い

な

い
。

し

か

し
、

近
年

、

そ
の

よ
う
な

状
況
に
一

つ

の

変
化
が

見
ら

れ
る

よ

う
に

な

っ

て

き

た
。

そ

れ
は、

台

湾
を

申
心
と

す

る

中
国
語
圈
で

道
元
の

書
物
を

読

ん

だ

り
、

道
元
の

強
調
す

る

と

こ

ろ

の

「

只

管
打
坐
」

を
標
榜
し
、

そ

れ

を

実
践
の

中
に

取
り

組
ん

だ
り

す

る

よ

う
な

試
み

が
］

部
の

グ
ル

ー
プ

に

よ
っ

て

行
わ

れ
て

い

る

こ

と、

ま

た、

台
湾
お

よ

び

大
陸
の

学
界
で

中
国

語
で

書
か

れ

た

道
元
研

究
関
連
の

書

物
や

論
文
が

次

第
に

見
ら

れ

る
よ

う

に

な
っ

て

き

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

ま

で

調
べ

て

き

た

と

こ

ろ

に

よ

る

と、

前
者
は

実
践
レ

ペ

ル

か

ら

道
元
の

坐

禅
観
を
取
り

入
れ

よ

う

と

し
て

い

る

の

に

対
し
て、

後

者
の

場

合
は

思
想
レ

ベ

ル

か

ら

道
元
の

禅
思

想
を

発
見
し

よ

う
と
い

う

特
徴
を
持
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ
る
。

欧
米

に

お

い

て、

道
元
の

思
想
に

共
嶋
し

て
、

坐
禅
を

行
っ

て

い

る

団
体
や
個

人
が

多
い

が、

管
見
に

よ

る

と
、

中
国
語

圏
で

は

そ

の

よ

う
な

例
が

こ

れ

ま

で

に

は
未
だ

確
認
さ

れ

て

い

な
い

。

　

実
践
レ

ベ

ル

か

ら

の

道
元
の

発
見
と

は
、

台
湾
出
身
の

洪
文
亮
医
師
を

導
師
と

す
る
一

連
の

活
動
を

指
す。

道
元
を

「

発
見
」

し

た

の

は、

氏
が

日

本
を

訪
問
し
た
と

き
、

日
本
曹
洞
宗
の

原
田
雪
渓
氏
と

の

出
会
い

が
き

っ

か

け
だ
っ

た

と
い

う
。

原
田

氏
の

印
可
を
受
け
る
と

共
に、

曹
洞
宗
の

門
徒
と

い

う
立
場
に

立
ち
、

道
元
の

『

正

法
眼
蔵
』

を

研
究
し

た
り、

道

206（129．　8｝

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ ネル

元
の

強
調
す
る
「

只

管
打
坐
」

を

「

正

伝
の

仏
法
」

と

し、

そ

れ
を
人
々

に

広
め

よ

う
と

い

う
こ

と

と

な
っ

た
。

そ
の

活

動
は、

講
演
活
動

、

坐

禅

会、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

と
い

う
お

お

よ

そ
三

つ

の

形
で

展
開
さ

れ
て

い

る
。

勉
強
の

内
容
は

こ

れ
ま

で

主
と
し

て

中
国
語
に

翻
訳
さ

れ

た

道
元
の

『

正

法
眼

蔵
』

を

読
む
こ

と

だ

が
、

「

坐

禅
箴
」

巻、

「

自
受
用
三

昧
」

巻、

「

普
勧
坐

禅
儀
」 、

「

学

道
用

心
集
」

な
ど

の

他、

瑩

山

禅
師
の

『

伝

光
録
』

が

日

常
的
に

読
ま

れ

て

い

る

よ

う

で

あ
る

。

構
成
員
は

在
家
者

で
、

仕
事
の

合
間
に

活

動
に

参
加
し
て

い

る

人
が

多
い

。

メ

ン

バ

ー

の

殆

ど

は

台
湾
本
島
出
身
者
で

あ
る
が
、

マ

レ

ー

シ

ア
や

シ

ン

ガ
ポ
ー

ル

な
ど

東
南
ア

ジ

ア
の

華
僑
も

含
ま

れ
て
い

る
。

全
体
の

入
数
は

不
明
だ

が
、

活

動
の

規
模
か

ら
す
れ
ば

、

恐
ら
く

百
人

前
後
と

思
わ
れ
る

。

洪
氏
本
人
が

在
家
で

あ
り
な
が

ら、

自
分
は
日

本
曹
洞
宗
の

法

脈
を

受
け

継
い

だ

台
湾

の

第
一

人
者
と

の

認

識
を

持
つ

一

方、

弟
子
た
ち
よ

り

「

老

師
」

「

禅
師
」

な
ど
と

呼
ば

れ
、

宗
教

家
と

し
て

の

イ
メ

ー

ジ

も

多
分
に

持
っ

て

い

る
。

準
宗
教
の

性
格
を
持
っ

て

い

る
こ

と

が

窺
え
る

。

　
思

想
レ

ベ

ル

か

ら
の

道
元
の

発
見
と
は

、

具
体
的
に

傅
偉
勲
氏
の

『

道

元
』

を

指
す

。

本
書
は

実
は

中
国

語
圏
に

お

け
る

最
初
の

本
格

的
な

道
元

研
究
で

あ
る
。

本
書
に

お

け

る
傅
氏
の

聞
題
関
心
は
、

道
元
の

思

想
そ

の

も
の

に

あ
る

。

本
書
の

核
心
部
分
と

な
る

第
四
章
「

道
元
禅
学
の

現

代
的

理

解
」

で

取
り
上
げ
ら
れ
て

い

る

テ
ー
マ

は
、

「

修

証
一

等
」

や

「

有
時
」

の

時
間
論

、

出
家
重
視
の

思

想
、

因
果
の

問
題、

禅
戒
一

致
の

思
想
な
ど

で

あ
り

、

氏
は

そ

れ
ら
を
イ
ン

ド

以
来
の

仏
教
思
想
の

流
れ
に

位
置
づ

け

な
が
ら

、

民
自
身
が

構
想
す
る

「

創
造
的
解

釈
学
」

／
自
雷
ぼ
く
Φ

冨

聲
Φ−

⇒
 
二
鉱
o
ω

と

い

う
立

場
に

立
っ

て
、

論
を

展
開
し

て

い

る
。

氏
は

道

元
の

「

誤
読
」

に

も

特
別
な

関
心
を

示
し、

そ

れ
を

「

創
造

的
な

誤
読
」

「

意

図

的
な

誤
読
」

な
ど

と

し
、

自
分

自
身
の

構
想

す
る

「

創
造
的
解
釈
学
」

と

も

近
い

も
の

と

強
調
す
る
。

第
五

章
「

道
元

禅
学
の

現
代
的
意
義
」

で

は

具
体
的
に

「

道
元
と

京
都
哲
学
派
」

「

道
元
と
批

判
仏

教
」

「

道
元
と

ハ

イ

デ
ガ

i
」

「

道
元
と
ク

リ
シ

ラ

ム

ル

テ
ィ

」

が

論
じ

ら
れ
て

い

る
。

中

国

大
陸
に

お

け
る

道
元

研
究
の

本
格
的
な

成
果
は、

現
在
の

と
こ

ろ、

私

が

企

画
し

た

『

中
国
禅

学
』

第
四
巻
の

特
集
号
「

道
元
と

中
国

禅
」

と

い

う

程
度
の

も

の

の

よ
う
で

あ
る

。

ま

だ

端
緒
に

つ

い

た
ば

か

り
で

は

あ

る

が
、

重

要
な
］

歩
だ
と
思
っ

て

い

る
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と

め

何

燕

生

　
そ

も

そ
も
近

現
代
に

お

け
る

禅
の

受
容
は

あ
る

意

味
で

は

思
想
と

し

て

の

発
見
だ
っ

た

と
い

え
る

。

中
国
の

胡
適
に

よ
る
一

連
の

禅
研
究
は
そ

の

よ

う
な

方
向
で

あ
っ

た

し
、

西
田
幾
多

郎
な
ど
い

わ
ゆ

る

京
都
学
派
の

哲

学
者
た

ち
の

諸
言

説
や

禅
者
・

鈴
木
大
拙
の

取
り
組
み

も
例
外
で

は

な
か

っ

た

と

思
わ
れ
る

。

そ
う
し

た

中
、

和
辻
哲
郎
の

『

沙
門
道
元
』

や

田

辺

元
の

『

正

法
眼
蔵
の

哲
学

私
観
』

か

ら

で

も
明
ら

か

な

よ

う
に

、

道
元
の

思
想
が

極
め

て

大
き
な
存

在
だ
っ

た

が
、

こ

れ

ま

で

そ

れ

を

学
問
的
に

検

討

す
る

こ

と

が

少
な
か

っ

た
。

本
パ

ネ
ル

は
、

そ

の

よ

う
な

見
地
に

立

ち、

ま
た

今
大
会
の

共
通
テ

ー
マ

で

あ
る

「

思
想
と

し
て

の

宗
教
」

に

沿

い

つ

つ
、

思

想
と

し
て

の

道
元
禅
を

探
っ

て

み

よ

う
と
い

う
も

の

で

あ

る
。
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