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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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ラ

ル

フ

こ・
丶

ユ

ラ

ー

の

発
表
は

和
辻

哲
郎
に

焦
点
を

当
て

た

も

の

だ

が、

和
辻
は

近
代
に

お

け
る

道
元
の

発
見

者
と
も

言
え
る

人

物
で

あ
り、

和
辻
の

出
発
点
は
道
元
を

宗
門
か

ら

解
放
す
る
こ

と

に

あ
り

、

そ
れ
は

禅

宗
一

般
を

批
判
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
、

道
元
を
禅
宗
の

い

わ

ゆ
る

「

不
立

文

字
」

か

ら

引
き

離
そ

う
と

い

う
点
に

あ
っ

た

と
い

う
．

こ

の

発
表
で

は
、

不
立

文
字
の

「

文
字
性
」

に

着
目
す
る

の

で

は

な
く

、

道
元
思
想
の

原
理
的
な

考
え

方
は

言
語
を

肯
定
的
に

捉
え

る
点
に

あ
る

と

の

観
点
に

立

ち
、

『

正
法

眼

蔵
』

に

は

言
語
の

適
切
な

概
念
も

内
包
し
て

い

る

と

の

見

解
が

呈
さ

れ
た

。

そ
し

て
、

そ

の

際、

キ

ー

概
念
と

な

る
の

が

「

道
得
」

で

あ
る

と

い

う
。

和

辻
哲
郎
に

よ

る

そ
う
し
た

道
元
思
想
の

言
語
哲
学
的

発
見
を

考
察
す
る

こ

と

が

本
発
表
の

狙
い

で

あ
っ

た
。

　

ゲ
レ

オ

ン

・

コ

プ

フ

の

発
表
は

京
都
哲
学

派
に

お

け
る
道
元
の

「

無
仏

性
」

の

受

容
に

つ

い

て

で

あ

る

が
、

氏
に

よ

れ

ば
、

道
元
は

『

正

法

眼

蔵
』

で

「

仏
牲
」

と
い

う
概

念
を

発
展
さ
せ
、

大

涅

槃
経
に

反
し

て
、

「

仏
性
」

を
「

有
仏
性
」

「

無
仏
性
」

「

空
仏
性
」

そ

し
て

「

無
常
仏
性
」

と

定
義
し

た

が
、

こ

れ

に

よ

り、

｝

方
で

は

脱

構
築
を

包
含
し
、

他
方
で

は

内
在
性
か

ら
離
れ

た

超
越
性
を

拒
否
す
る

と

い

う
独

自
の

仏
性

説
が
う

ち

立
て

ら
れ

る
こ

と

に

な
っ

た
と
い

う
。

そ

し

て
、

八

〇
〇
年
後

、

そ
う

し

た
内

在
的
に

現
れ
た

超
越
性
と
し
て

西
田

哲
学
に

お

け

る

「

絶
対
即
相

対
」

を
基

本
概
念
と
し
た
ヒ

ュ

ー
マ

ニ

ズ

ム

を

導
入
し
た

の

は
、

務
台
理

作
で

あ
る
と

す
る

。

こ

の

発
表
で

は、

と

く
に

そ

の

間
の

系
譜
が

考
察
さ

れ
、

道
元
の

思

想
と

現

代
哲
学
と

の

接
点
が

模
索
さ

れ

た
。

　

何
燕
生
の

発
表
は

こ

れ
ま
で

名
前
さ

え

あ
ま

り
知
ら

れ

て

い

な
か

っ

た

近

年
の

中
国
語
圏
に

お

け

る

道
元
の

受

容
に

つ

い

て

の

調
査

研
究
で

あ

る
。

そ

れ
に

よ
る

と
、

台
湾
を

中
心
と

す

る

中
国
語

圏
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
一

部
の

グ
ル

ー
プ

に

よ
っ

て

行
わ

れ
て

い

る
一

方
、

台
湾
お

よ

び

大
陸
の

学
界
で

中
国
語
に

よ

る

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
。

発
表
者
は

、

前
者
を

実
践
レ

ベ

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
と
の

分

析
結
果
が

示
さ

れ
た

。

今
後
の

動
向
に

さ

ら

に

注
目
し

て

い

く
必
要
が

あ

る

と

も
強
調
さ

れ
た

。

　
石
井
修
道
氏
に

よ
る

コ

メ

ン

ト

に

は
、

和
辻

哲
郎
の

道
元
理
解
は
道
元

の

初
期
の

著
作
を

中
心
と

し

た

点
に

問
題
が

残
っ

て

お

り、

ま
た
、

道
元

と

中
国
禅
と

の

関
係
の

解
明
が

今
後
も

重

要
な

課
題
と

な
っ

て

い

く
と

の

指
摘
が

あ
っ

た
。

そ
し
て

、

フ

ロ

ア

か

ら

は
、

発
表
者
三

人
に

そ
れ
ぞ

れ

質
問
が

寄
せ

ら

れ
た

。

例
え

ば
ラ

ル

フ

氏
へ

の

質
問
に

、

「

哲

学
に

は
、

根

源
的
に

は

反

省
と

体
験
（

実
践）
」

の

両
者
が

必

要
だ
が

、

こ

の

点
に

つ

い

て

ど
う

考
え

る
か
」

、

ゲ

レ

オ

ン

氏
へ

の

質
問
に

「

務
台
理

作
に

お

け
る

『

一

即
多
』

の

哲

学
は

果
た
し
て

世
界
平

和
に

応
用
し

う
る

か、

多

（
個
〉

と

し

て

の

国
家
だ
け
で

は

な
く

、

種
と

し

て

の

国
民
も

、

田
辺

の

種
の

論
理
か

ら

理

解
さ

れ

る
必
要
が

な
い

か
」 、

何
へ

の

質
問
に

「

中
国

の

伝
統
的
な

禅
と

道
元

禅
と
の

関
係
は

ど

う
か
」

な
ど

が
あ
っ

た
。

発
表

者
は

そ
れ

ぞ

れ
の

立
場
か

ら

応
答
し
た

。

　
い

ず
れ
に

せ

よ
、

国
際
的
な

取
り

組
み

に

よ
る

道
元
研
究
は

日

本
の

学

界
で

は

今
回
が

初
め

て

の

試
み

で

あ
り、

道
元
研
究
の

国
際
化
を

図
る

た

め

の

重
要
な

第
一

歩
と

な

っ

た

と
考
え

て

い

る
。
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