
〈

研

究

論

文

３

〉

イ

ク

バ

ー

ル

と

西

田

幾

多

郎

ー

直
観
と
自
我
を
め
ぐ
っ
て
ー

わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
親
し
ま
れ
て
い
な
い
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
の
詩
人

哲
学
者
、
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｄ
　
Ｉ
ｑ
ｂ
ａ
ｌ
（
一
八
七
三
～
一
九
三
八
）
と
日
本
の
代
表

的

哲

学

者

西

田

幾

多

郎

（

一

八

七

〇

～

一

九

四

五

）

の

思

想

と

を

比

較

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

イ

ス

ラ

ム

文

化

圏

と

東

ア

ジ

ア

文

化

圏

と

の

思

想

類

型

と

い

う

も

の

を

あ

る

程

度

う

き

ぼ

り

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

比

較

思

想

方

法

論

上

、

も

と

よ

り

こ

の

よ

う

な

個

人

同

士

の

比

較

は

問

題

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

何

を

も

っ

て

典

型

的

と

す

る

か

、

と

い

う

点

で

恣

意

性

を

免

ぬ

が

れ

な

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

も

、

日

本

の

哲

学

の

最

初

の

独

創

的

な

成

果

と

さ

れ

る

〈

善

の

研

究

〉

（

明

治

四

四

年

）

を

書

い

た

西

田

幾

多

郎

を

日

本

の

代

表

的

な

哲

学

者

と

す

る

に

異

存

は

あ

る

ま

い

。

一

方

イ

ク

パ

ー

ル

は

パ

キ

ス

タ

ン

建

国

の

精

神

的

始

祖

と

し

て

、

ほ

と

ん

ど

国

家

的

な

尊

崇

を

受

け

て

い

る

。

彼

は

イ

ス

ラ

ム

佐
　

々
　
木
　

英
　
一

思
想

家

と

し

て

、

今

日

国
際

的

名

声

を

も

得

て

お

り

（

イ

ク

バ

ー

ル
の

著

作

の
翻

訳

は

ア

ラ

ブ

諸

国
以

外

に

も

英

独

仏

伊

な

ど

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
各

国

語

訳

も

あ
り

、

又

ソ

連

を

含

む

そ

れ
ぞ

れ

の

国

々

に
研

究

家

も

い

る
こ

と

は

こ

の

こ

と
を
意
味
し
て
い
る
）
、
我
々
が
典
型
的
イ
ス
ラ
ム
思
想
家
と
し
て
取
り
あ

げ

て

も

的

は

ず

れ

で

は

な

い
で

あ

ろ

う

。

イ
ス
ラ
ム
思
想
家
と
し
て
イ
ク
バ
ー
ル
は
、
い
う
迄
も
な
く
、
全
て
の
根

拠

を

コ

ー
ラ

ン
に

も

と

め
る

、

と
い

う

姿

勢

を
西

欧

思

想

吸
収

の
際

に

も

維

持
す
る
。
何
か
と
い
う
と
コ
ー
ラ
ン
の
章
句
を
も
ち
だ
す
や
り
方
に
我
々
は

或

る

種

の

と

ま

ど
い

を
感

じ

ざ

る

を
え

な
い

。

と

か

く

こ

う

し

た

態
度

を
西

欧

的

な

思

想

の

立

場

か
ら

見
下

す

こ

と

に

も

な

り

が

ち

で

あ

る

。

し

か
し

イ

ク

バ

ー

ル

の

ａ
ｐ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｅ
ｔ
ｉｃ

な
ア

プ

ロ
ー
チ

を
真

の

哲

学

に

価

い

し

な
い

で

は

な

い

か
、

と

い

っ

て

ほ
う

む

り

去

る

こ

と

こ

そ
我

々

の
慎

し

む

べ
き

こ

と

で
あ
る
。
我
々
は
イ
ス
フ
ム
思
想
モ
の
も
の
に
対
す
る
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ぬ
、



虚

心

な

態

度

を

要

求

さ

れ

て

い

る

の

て

あ

る

．

神
聖
国
家
、
パ
キ
ス
タ
ン
建
国
の
詩
人
・
思
想
家
イ
ク
バ
ー
ル
は
西
欧
近

代
思
部
を
ど
の
よ
う
に
吸
収
し
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
か
？
　
西
田
幾
多

郎

の

場

合

と

を

比

較

し

よ

う

と

す

る

際

に

と

く

に

銘

記

す

べ

き

こ

と

は

．

わ

が
国
に
は
一
神
教
の
伝
統
が
な
べ
、
そ
れ
故
に
イ
ス
ラ
ム
思
想
そ
の
も
の
を

理

解

す

ろ

に

は

そ

れ

な

り

の

限

界

を

も

つ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

．

西
田
哲
学
に
と
っ
て
伝
統
主
義
的
根
本
機
制
と
し
て
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
レ

ン
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
は
い
う
迄
も
な
く
褝
や
浄
土
教
、
陽
明
学
な
ど
で

あ

っ

た

如

く

、

イ

ク

パ

ー

ル

に

と

っ

て

の

そ

れ

は

イ

ス

ラ

ー

ム

、

ス

ー

フ

ィ

ズ
ム
で
あ
っ
た
。

し

た

か

っ

て

仏

教

思

想

と

初

期

イ

ス

ラ

ム

思

想

と

の

比

較

哲

学

的

考

察

に

迄
問
題
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
．
本
稿
は
単
に
そ
の
問
題
点
ヘ

を
示
す
覚
え
書
き
・
研
究
ノ
ー
ト
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ

り
し
て
お
き
た
い
。

両
者
の
哲
学
の
類
似
点
と
し
て
ま
ず
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
点
は
反
主
知
主

義
的
態
度
で
あ
る
。

酉
田
の
〈
善
の
研
究
〉
(
一
九
一
一
）
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
近
代
西
洋
哲

学
の
主
知
主
義
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
を
批
判
・
超
克
し
よ
う
と
す
る
意
図
に

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
主
知
主
義
と
は
何
が
。
も
と
も
と
こ
の
語
は
否

定
的
な
意
味
あ
い
で
使
用
さ
れ
て
き
た
ら
し
い
。
　
　

一
九
世
紀
ロ
マ
ン
主
義
哲
学
や
そ
の
他
の
非
合
理
主
義
哲
学
に
よ
る
い
わ

ば
〈
内
部
告
発
〉
が
示
す
如
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
（
哲
学
の
主
流
を
主
知
主
義
と

み

、

そ

の

何

等

か

の

い

み

で

の

超

克

を

め

ざ

そ

う

と

ず

る

思

想

を

反

主

知

主

義
と
す
る
な
ら
ば
、
東
洋
哲
学
の
本
質
は
そ
こ
に
見
い
出
し
う
る
と
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

西
田
の
〈
善
の
研
究
〉
が
禅
体
験
を
背
後
に
か
か
る
意
図
を
も
つ
よ
う
に
イ

ク
パ
ー
ル
の
思
想
詩
そ
し
て
主
著
、
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ

T
h
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
(
一
九
三
四
(
も
同
様
な
試
み
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。

一
般
に
反
主
知
主
義
的
態
度
と
は
何
か
、
そ
れ
は
認
識
論
的
な
次
元
で
は

分
析
的
碓
論
よ
り
も
直
観
の
優
位
、
又
悟
性
的
な
る
も
の
よ
り
も
情
動
的
な

る
も
の
の
優
位
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
も
と
め
ら
れ
る
。
結
局
宗
教
的
な
る

も
の
を
哲
学
の
根
本
と
す
ろ
こ
と
に
も
帰
着
す
る
が
、
し
か
し
宗
教
必
ず
し

も
反
主
知
の
立
場
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
主
知
的
な
宗
教
も
あ
り
う

る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
西
田
は
仏
教
を
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
、

前
者
を
知
識
的
で
後
者
を
情
意
的
と
し
た
（
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
）
、
又

イ
ク
バ
ー
ル
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
知
的
宗
教
と
み
た
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
両
者
は
哲
学
的
思
索
の
初
発
に
於
て
西
欧
近
代

に

対

抗

す

る

為

に

自

国

の

伝

統

思

想

を

積

極

的

に

生

か

し

、

又

ベ

ル

グ

ソ

ン

の
如
き
西
洋
哲
学
の
内
部
に
お
け
る
反
主
知
主
義
の
哲
学
を
も
総
動
員
し
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
同
じ
反
主
知
主
義
思
想
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
に
し
て

も
、
主
と
し
て
詩
と
い
う
表
現
を
用
い
る
イ
ク
バ
ー
ル
と
講
壇
哲
学
者
西
田

と
は
差
が
あ
る
。



反
主
知
主
義
と
い
っ
て
も
承
知
の
如
く
、
西
田
の
場
合
〈
善
政
研
究
〉
以
後
、

「
自
覚
に
お
け
る
反
省
と
直
観
」
（
一
九
一
七
）
が
書
か
れ
る
こ
ろ
よ
り
、
も

っ
と
論
理
的
に
洗
錬
さ
れ
た
い
み
で
使
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
物
心
の
対
立

を

無

媒

介

た

る

べ

き

哲

学

の

出

発

点

に

お

く

こ

と

を

批

判

し

た

西

田

は

フ

ィ

ヒ

テ

の

事

行

を

と

り

い

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

素

朴

な

る

心

理

的

考

察

と

、

論

理
主
義
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
高
次
な
立
場
に
立
と
う
と
し
た
。

こ

の

立

場

は

主

意

主

義

で

も

あ

る

が

、

後

に

、「

働

く

も

の

か

ら

見

る

も

の

へ

」

(
一
九
二
七
）
に
お
い
て
直
観
主
義
へ
、
そ
し
て
場
所
の
論
理
に
転
ず
る
。

そ

こ

に

一

貫

し

て

み

ら

れ

る

も

の

は

〈

考

え

ら

れ

た

も

の

〉

を

考

え

て

〈

考

え

る

こ

と

）

を

考

え

な

い

主

知

主

義

的

立

場

の

批

判

で

あ

る

。

い

ね

ば

〈
行
為
的
自
己
〉
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ク
バ
ー
ル
の
主
知
主
義
批
判

ト
は
も
っ
と
素
朴
な
も
の
で
あ
り
、
西
田
と
の
比
較
は
、
反
主
知
主
義
的
態
度

が
初
発
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
〈
善
の
研
究
〉
と
比
較
す
る
こ
と
が
せ
い

ぜ

い

の

と

こ

ろ

可

能

で

あ

る

に

す

ぎ

な

い

。

詩

と

哲

学

と

を

綜

合

し

よ

う

と

す

る

イ

ク

バ

ー

ル

が

実

在

を

情

趣

的

な

も

の

と

把

ら

え

て

い

た

こ

と

は

当

然

で

あ

る

が

、

一

方

西

田

幾

多

郎

も

、

〈

善

の
研
究
〉
に
お
い
て
真
実
在
は
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
冷
静
な
る
知
識

の
対
象
で
は
な
く
、
我
々
の
情
意
よ
り
成
り
立
つ
も
の
と
み
て
い
る
こ
と
は

疑
い
を
入
れ
な
い
。
し
か
し
イ
ク
バ
ー
ル
の
方
は
西
田
の
純
粋
経
験
の
よ
う

な

い

わ

ぱ

哲

学

的

な

ひ

と

つ

の

理

論

を

う

ち

立

て

る

よ

う

な

こ

と

は

な

く

、

大
方
原
始
イ
ス
ラ
ム
へ
の
回
帰
（
そ
の
い
み
で
彼
は
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
運
動
も
評

価

す

る

）

、

す

な

わ

ち

セ

ム

族

特

有

の

コ

ー

ラ

ン

的

世

界

観

を

開

陳

す

る

に

終

っ

て

い

る

コ
ー
ラ
ン
的
世
界
観
は
人
間
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
感
覚
の
力
を
肯
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
イ
ク
バ
ー
ル
は
ギ
リ
シ
ャ
的
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
主
知
主
義
を

超

克

す

る

為

に

、

原

始

イ

ス

ラ

ム

の

世

界

に

帰

る

こ

と

を

主

張

す

る

の

で

あ

る
。
正
確
に
い
え
ぱ
か
か
る
コ
ー
ラ
ン
的
要
素
の
上
に
初
期
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

の

思

想

を

加

味

し

た

も

の

が

、

彼

の

反

主

知

主

義

思

想

の

中

核

を

な

し

て

い

た

と

い

え

よ

コ

ー

ラ

ン

第

三

二

章

七

～

九

に

お

い

て

神

は

人

間

に

聴

覚

と

視

覚

そ

し

て

心
を
与
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
ク
バ
ー
ル
が
直
観
と
い
う
も
の
、
を

単
な
る
論
理
的
推
理
。
よ
り
も
重
視
す
る
場
合
こ
の
コ
ー
ラ
ン
の
章
句
（
コ
ー

ラ
ン
で
は
心
を
F
u
a
d
と
か
Q
a
l
d
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
）
を

典

拠

と

し

て

も

ち

出

す

。

マ

ス

ナ

ビ

ー

と

い

う

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

教

典

の

著

者
で
有
名
な
R
u
m
i
も
知
覚
を
越
え
た
実
在
と
の
接
触
を
可
能
に
す
る
直
観

を
中
心
に
す
え
の
の
で
あ
る
が
、
イ
ク
バ
ー
ル
は
彼
か
ら
最
も
大
き
な
影
響

を

受

け

た

。

イ
ス
ラ
ム
最
大
の
神
学
者
G
h
a
z
a
l
i
（
ｄ
．
　
１
１
１
１
）
　
は
こ
の

直
観
な
る
も
の
を
他
の
人
間
の
能
力
（
理
性
や
知
覚
）
と
区
別
し
神
秘
主
義

へ

の

道

を

整

備

し

た

と

と

で

知

ら

れ

る

。

イ
ク
バ
ー
ル
は
し
か
し
直
観
を
少
数
の
天
才
の
神
秘
能
力
と
は
考
え
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
こ
れ
を
万
人
に
備
わ
っ
た
能
力
と
み
、
又
直
観
と
普
通
の
知

覚
と
を
切
り
離
す
こ
と
に
反
対
す
る
。
　
　
　
　



ガ
ザ
ー
リ
ー
や
そ
の
他
の
神
秘
主
義
的
思
想
家
は
と
か
く
直
観
を
何
か
特

別
な
力
の
如
き
も
の
に
ま
つ
り
あ
げ
て
し
ま
い
、
そ
の
為
に
結
局
主
観
主
義

の

傾

向

は

免

ぬ

が

れ

え

な

か

っ

た

が

、

イ

ク

パ

ー

ル

は

、

そ

れ

を

批

判

し

他

の

人

間

の

諸

能

力

と

結

び

つ

い

た

も

の

と

し

て

理

解

し

よ

う

と

す

る

。

イ

ク

バ

ー

ル

に

い

わ

し

む

れ

ぱ

こ

れ

迄

の

神

秘

家

達

の

誤

ま

り

は

究

極

的

実
在
（
絶
対
者
）
か
ら
い
き
な
り
出
発
す
る
と
い
う
や
り
方
に
あ
る
。
そ
う

で
は
な
く
逆
に
自
我
の
直
観
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な

方

向

で

の

み

直

観

を

日

常

的

な

経

験

に

接

近

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

、

と

い

う

の

で

あ

る

。

承

知

の

如

く

、

西

田

の

〈

善

の

研

究

〉

に

お

い

て

も

知

的

直

観

を

美

術

家

や

宗

教

家

の

直

覚

の

如

き

者

と

し

て

把

ら

え

て

い

る

点

で

、

こ

の

イ

ク

パ

ー

ル
の
直
観
や
神
秘
的
能
力
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。
西

田

は

こ

れ

を

「
直

覚

と

い

う

点

で

普

通

の

知

覚

と

同

こ

と

み

、

又

「
其

の

内

容

に

於

て

は

遙

に

之

よ

り

豊

富

深

遠

な

る

も

の

で

あ

る

」

と

み

る

。

西

田

が

知

的

直

観

を

次

の

よ

う

に

位

置

づ

け

る

と

き

、

我

々

は

イ

ク

バ

ー

ル

の

結

論

と

ほ

と

ん

ど

同

じ

も

の

を

見

い

出

す

の

で

あ

る

。

「
知
的
直
観
と
い
う
こ
と
ぼ
或
人
に
は
一
種
特
別
の
神
秘
能
力
の
様
に
思

わ
れ
、
ま
た
或
人
に
は
全
く
経
験
的
事
実
以
外
の
空
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
余
は
之
と
普
通
の
知
覚
と
は
同
一
種
で
あ
っ
て
、
其
間
に
ば

っ
き
り
し
た
分
界
線
を
引
べ
こ
と
は
で
き
な
い
と
信
じ
る
」
（
第
四
章
知
的

直

観

）

〈
善
の
研
究
〉
と
イ
ク
バ
ー
ル
の
主
著
「
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
宗
教
の
革

新
」
と
を
比
較
す
る
と
き
畷
我
々
は
両
者
と
も
W
.
j
a
m
e
s
を
介
し

て

、

宗

教

的

世

界

を

人

間

経

験

の

た

だ

な

か

に

う

ち

立

て

よ

う

と

す

る

努

力

を

し

て

い

る

こ

と

に

注

目

せ

ざ

る

を

え

な

い

。

し

か

し

イ

ク

バ

ー

ル

は

ジ

ェ

ー
ム
ズ
の
神
秘
能
力
に
つ
い
て
の
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
　
Ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

に
お
け
る
解
釈
に
は
異
を
と
な
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
神
秘

的
な
状
態
と
日
常
的
合
理
的
意
識
と
の
差
を
非
連
続
的
な
る
も
の
と
み
て
い

る

に

対

し

、

両

者

の

連

続

性

を

主

張

す

る

の

で

あ

る

。

ト
ジ

ェ

ー

ム

ズ

の

影

響

で

特

筆

す

べ

き

こ

と

は

西

田

に

と

っ

て

例

の

〈

純

粋

経
験
い
説
確
立
に
決
定
的
な
役
割
を
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
な

る

概

念

が

果

し

て

い

る

に

対

し

、

イ

ク

バ

ー

ル

の

方

は

こ

の

用

語

に

は

ほ

と

ん

ど

注

意

を

払

っ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

あ

ま

り

に

も

有

名

な

「
未
だ
主
も
な
い
客
も
な
い
へ
知
識
と
そ
の
対
象
が
全
く
合
一
し
た
］
る

〈
直
接
経
験
〉
は
、
イ
ク
バ
ー
ル
に
と
っ
て
は
哲
学
の
基
礎
に
は
す
え
ら
れ

な

か

っ

た

。

こ

の

こ

と

は

イ

ク

パ

ー

ル

の

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

批

判

に

か

か

わ

っ

て

い

る

よ

う

に

お

も

わ

れ

る

。

何

故

な

ら

西

田

の

禅

体

験

の

哲

学

的

表

現

た

る

純

粋

経

験

説

と

は

逆

に

、

イ

ク

バ

ー

ル

は

自

我

な

る

も

の

を

た

て

、

そ

の

意

味

で

主

客

合

一

な

ら

ぬ

主

客

対

立

を

主

張

す

る

か

ら

で

あ

る

。

も
と
よ
り
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
的
汎
神
論
の
Ｗ
ａ
ｈ
ｄ
ａ
ｔ
-
ａ
ｌ
w
ｊ
ｕ
ｄ
　
(
存
在
の
統

一
）
と
い
う
構
造
と
褝
哲
学
の
構
造
と
は
微
妙
に
異
な
る
と
は
い
え
、
イ
ク

パ
ー
ル
は
何
よ
り
も
〈
合
一
〉
よ
り
も
〈
対
立
〉
を
重
視
す
る
哲
学
者
で
あ

丶ご

丶 ．

・ ●



っ
た
の
で
あ
る
。

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

に

つ

い

て

は

わ

が

国

で

は

ほ

と

ん

ど

な

じ

み

が

な

い

。

し

か
し
イ
ク
バ
ー
タ
の
思
想
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
い
う

イ
ス
ラ
ム
の
ド
グ
マ
化
を
批
判
し
、
人
間
の
内
面
的
な
も
の
、
情
動
的
な
も

の

を

重

視

す

る

こ

の

巨

大

な

る

流

れ

を

無

視

す

る

こ

と

は

許

さ

れ

な

い

。

、

我
々
は
イ
ク
バ
ー
ル
が
深
く
影
響
を
受
け
た
Ｉ
〇
世
紀
の
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ

（

Ｈ

ａ

ｒ

ｒ
ａ

ｊ
）

や

一

三

世

紀

の

ル

ー

ミ

ー

の

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

と

彼

が

批

判

の

対

象
と
し
た
Ｉ
ｂ
ｎ
　
ａ
ｌ
-
Ａ
ｒ
ａ
ｂ
i
イ
ブ
ヌ
ル
ァ
ラ
ビ
ー
（
一
一
六
五
～
一
二
四
〇
）

や
そ
の
他
後
期
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　

す

な

わ

ち

新

プ

ラ

ト

ン

的

な

汎

神

論

を

主

張

し

た

ス

ペ

イ

ン

の

ア

ラ

ビ

ー

の

如

き

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

は

イ

ク

パ

ー

ル

の

例

の

自

我

の

哲

学

の

対

立

物

、

超

克

す

べ

き

当

の

も

の

で

あ

っ

た

。

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
は
七
、
八
世
紀
の
禁
欲
主
義
か
ら
は
じ
ま
り
、
ラ

ピ
ー
ア
の
愛
の
思
想
、
九
世
紀
の
D
h
u
'
l
-
Ｎ
ｕ
ｎ
よ
る
ｍ
ａ
'
ｒ
ｉ
ｆ
ａ
な
る

概

念

が

成

立

し

た

。

こ

の

マ

ァ

リ

フ

ァ

は

し

ば

し

ば

神

の

神

秘

的

知

識

を

い

み

す

る

の

で

グ

ノ

ー

シ

ス

に

比

さ

れ

る

。

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

教

説

の

う

ち

で

マ

ァ

リ

フ

ァ

と

共

に

重

要

な

概

念

は

、

F
a
n
a
、
B
a
q
a
で
あ
る
。
Ｂ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ビ
ス
タ
ー
ミ
ー
（
八
七
五
没
）
に
は
じ

ま

る

フ

ァ

ナ

ー

と

は

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

教

説

に

お

け

る

、

自

我

を

滅

す

る

こ

と

、

自

我

の

死

を

い

み

す

る

。

フ

ァ

ナ

ー

に

お

い

て

い

っ

た

ん

死

ん

だ

自

我

は

し

か

し

な

が

ら

バ

カ

ー

に

お

い

て

持

続

す

る

。

す

な

わ

ち

バ

カ

ー

と

は

神

に

お

け

る

〈

生

〉

で

あ

る

。

フ
ァ
ナ
ー
教
説
は
し
ば
し
ば
ヒ
ン

ズ
ー
教
に
お
け
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

と
比

較
さ
れ
る
が
、
こ

の
パ
カ
ー
な
る
説
を
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
も
た
な
い
。
又

ニ
ル

ヴ
ァ

ー
ナ
の
場

合
は
サ
ン
サ

ー
ラ
（
輪
廻
）
に
お
も
む
く
に
対
し
て
、

F
a
n
a
は
サ
ン
サ
ー
ラ
思
想
を
も
た
な
い
こ
と
も
両
者
の
重
大
な
相
違
点
を

示
し
て
い
る
（
東
洋
思
想
七
、
島
田
譲
平
氏
の
論
文
に
よ
る
）
。

東
洋
思
想
の
伝
統
は
し
ば
し
ば
、
西
洋
で

は
自
我
が
強
調
さ
れ
る
に
対
し

て

、自
我
滅
却
に
あ
り

と
も
い
わ
れ
る
。確

か
に
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
フ

ァ
ナ

ー

と
は
、
イ
ン
ド
思
想
と
イ
ス
ラ
ム
思
想
と
の
比
較
哲
学
的
研

究
の
重
要

な
問

題
点

を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

承
知
の
如
く
、
西

田
の
思
考
の
背
後
に

は
、
仏
教
思
想
と
く
に
禅
思
想

が

あ
り
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
フ

ァ
ナ

ー
の
如
き
は
、
仏
教

の
無
我
説
に
通
じ
る

と
こ
ろ
人
は
容
易

に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

西
田
の
善
の
研

究
で

は
、

か
か
る
大
乗
仏
教
的
無
我

説
の
発
想

が
既
に
初

発
に
お
い
て

含
ん
で

い
る
と
み
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

「
我
な
き
者

即
ち
自

己
を
滅
せ

る
者

は
最
も
偉
大
な
る
者
で
あ

る
」
（
第
二

編
第
九
章
実
在
）

そ
の
意
味
で
、
善
の
研
究
を
も
っ
て
日
本
に
お
け
る
近
代
的
自
我
の
成
立

と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理

な
よ
う

な
気

が
す
る
。
近
代
的
自
我

は
主
客

対

立
の
認
識
論
的
構
造
を
措
定
す

る
。
主
客
対
立
以
前

の
純
粋

経
験

を
説
べ

西
田
の
こ
の
書
は
既

に
近
代
的
自
我
の
超
克
を
め
ざ
し
て
お
り
、
強
い
て
い

え
ぱ
東
洋
的
個
の
あ

る
い
は
日
本
的
自
我
（
宮
川
透
）
主
張
こ
そ
み
る

べ
き

で

あ
ろ
う

。



後
に
西
田
は
主
観
を
没
す
る
こ
と
忙
よ
っ
て
客
体
に
従
う
と
こ
ろ
の
〈
行

為

的

直

観

〉

な

る

独

自

な

思

想

を

展

開

す

る

が

、

私

は

こ

の

正

に

東

洋

的

な

色
あ
い
の
強
い
〈
自
我
を
物
そ
の
も
の
の
中
略
入
り
こ
ま
せ
、
物
と
な
っ
て

行
う
〉
発
想
が
〈
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
パ
夕
ー
ン
に
近
い
も
の
を
見
い
出
し
、
驚

き
を
禁
じ
え
な
い
。

〈
往
為
的
直
観
〉
と
は
自
己
が
世
界
の
中
に
没
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
る
こ

と
で
あ
り
、
自
己
を
無
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
自
己
が

生

ま

れ

る

こ

と

で

あ

っ

た

。

こ
れ
は
己
が
能
動
的
に
物
を
征
服
し
、
支
配
し
て
ゆ
く
と
い
う
西
洋
近

代

の

知

性

の

立

場

と

区

別

さ

れ

る

。

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

立

場

も

自

己

を

滅

し

（

フ

ァ

ナ

ー

）

、

し

か

し

て

自

己

を

新

し

く

生

れ

い

ず

る

（

バ

カ

ー

）

と

い

う

と
こ
ろ
に
も
と
め
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
西
田
の
〈
行
為
的
直
観
〉
と
は
哲
学
概
念
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム

神
秘
主
義
上
の
用
語
と
を
粗
雑
に
比
較
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
類
似
面
を
指

摘
し
て
も
一
応
は
許
さ
れ
る
と
思
う

。

よ
う
す
る
に
イ
ク
バ
ー
ル
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
批
判
の
骨
子
は
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
の
知
性
蔑
視
の
傾
向
と
自
我
の
滅
却
の
教
説
や
こ
の
地
上
の
よ
き
も
の
へ

の

無

関

心

を

す

す

め

る

発

想

、

し

た

が

っ

て

こ

の

世

は

単

な

る

幻

に

す

ぎ

な

い

、

と

い

う

教

説

が

、

人

間

を

無

気

力

た

ら

し

め

、

能

動

的

に

生

き

る

力

を

失
わ
し
め
る
、
と
い
う
に
あ
る

イ
ク
バ
ー
タ
は
ぷ
れ
ら
の
教
説
の
原
理
を
　
I
d
n
 
A
r
b
i
 
な
ど
の
新
プ
ラ
ト

ン
的
汎
神
論
に
み
る
。

そ

れ

対

し

、

原

始

イ

ス

ラ

ム

の

た

く

ま

し

さ

、

コ

ー

ラ

ン

の

超

越

的

而

つ

人
格
的
な
神
観
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
自
我
滅
却
の
教
説
を
我
々
は
有
名
な
H
a
k
i
m
 
S
a
n
a
i

（
一
〇
八
〇
～
一
一
四
一
）
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ｑ
　
ｕ
ｔ
-
ｔ
ａ
ｈ
ｑ
ｉ
ｓ
（
真
理
の
道
）
の
中
か
ら
ひ

ろ
っ
て
み
よ
う
。
　
（
Ｂ
ｏ
　
Ｕ
ｔ
ａ
ｓ
　
に
よ
れ
ば
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
)

人

は

如

何

に

し

て

知

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

か

？
　

非

存

在

の

入

口

か
ら
、
そ
こ
で
は
悪
が
善
に
替
る
永
遠
な
る
世
界
へ
の
行
路
が
、
ど
ん
な

に

長

い

道

の

り

で

あ

る

こ

と

を

。

最

初

の

歩

み

は

自

我

か

ら

離

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

著

者

は

自

我

の
存
在
か
ら
離
れ
る
迄
は
永
遠
の
世
界
の
中
に
足
を
入
れ
る
こ
と
は
決
し

て
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
東
洋
学
研
究
所
刊
Ｂ

．

Ｕ

ｔ
ａ

ｓ

編

に

よ

る

）

か
く
の
如
き
「
無
我
説
」
は
仏
教
の
そ
れ
に
比
し
ほ
ど
ん
ど
区
別
が
な
い

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
〈
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
は
な

く

、

我

執

の

排

斥

と

い

う

意

味

な

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

仏

陀

の

無

記

の

対

象
と
し
て
の
自
涜
で
は
な
く
、
煩
悩
の
基
体
と
し
て
の
自
己
、
大
我
に
対
す

る

小

我

を

さ

し

て

い

る

こ

と

は

疑

い

を

入

れ

な

い

（

中

村

元

編

、

自

我

と

無

イ

ク

バ

ー

ル

が

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

を

批

判

す

る

場

合

、

こ

の

無

我

説

を

人

間

の
、
主
体
性
の
否
定
に
導
ぴ
く
も
の
と
解
釈
し
て
い
く
経
緯
は
又
別
個
の
考
察

を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



ソ
連
の
Ｌ
．
　
Ｒ
．
　
G
．
　
P
ｏ
ｌ
ｏ
ｎ
ｓ
ｋ
ａ
ｙ
ａ
な
ど
は
既
に
彼
の
博
士
論
文
 
T
h
e
 
Ｄ
ｅ
-

ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
M
e
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ｓ
　
ｉ
ｎ
　
Ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ａ
　
１
９
０
８
　
に
こ
の
よ
う
な
批
判
が

あ
る
と
み
る
が
、
当
時
彼
は
Ｉ
ｂ
ｎ
　
Ａ
ｒ
ａ
ｂ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。

イ
ク
バ
ー
ル
が
何
故
Ｒ
ｕ
m
i
の
如
き
詩
人
は
高
く
評
価
す
る
が
Ｈ
ａ
ｊ
ｉ
ｚ
の

よ

う

な

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

詩

人

を

批

判

す

る

か

、

と

い

う

問

題

点

は

実

に

此

の
点
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す

な

わ

ち

、

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

Ｗ

ａ

ｈ

ｄ
ａ

ｔ
　
ａ

ｌ
-Ｗ

ｕ

ｊｕ

ｄ

（

存

在

の

統

一

）

論

を

批

判

し

、

そ

れ

に

か

え

て

Ｗ

ａ

ｈ

ｄ
ａ

ｔ
-
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ

ｈ
ｕ

ｄ

（

現

象

主

義

的

単

神

論

）

論

を

う

ち

建

て

よ

う

と

す

る

イ

ク

バ

ー

ル

に

と

っ

て

、

人

間

が

神

に

吸

収
さ
れ
る
様
を
海
（
b
a
b
r
）
に
対
す
る
水
滴
（
ｑ
ａ
ｔ
ｒ
ａ
）
　
に
比
す
る
後
期
ス

ー
フ
ィ
ズ
ム
は
超
克
さ
れ
る
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
。
イ
ク
バ
ー
ル
は
そ
れ
に

対

し

て

単

な

る

水

滴

で

は

な

く

人

間

を

〈

輝

け

る

真

珠

〉

に

比

定

す

る

。

か

か

る

イ

ク

バ

ー

ル

の

汎

神

論

的

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

批

判

は

イ

ン

ド

改

革

派

イ

ス

ラ

ム

の

Ａ

ｈ
ｍ

ａ

ｄ

　
Ｓ

ｉｒ

ｈ

ｉｎ

ｄ
ｉ
　（

十

六

世

紀

）

の

影

響

と

さ

れ

る

。

Ａ

ｂ
ｕ

　
Ｓ
ａ
ｙ

ｅ
ｅ

ｄ

　
Ｎ

ｕ
ｒ
-
ｕ

ｄ
-
Ｄ

ｉｎ

は

イ

ク

バ

ー

ル

の

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

批

判

を

取

り

あ

げ

、

詩

集

Ａ

ｓ
ｒ
ａ
ｒ

　
Ｋ

ｈ
ｕ

ｄ
ｉ

（

自

我

の

秘

密

）

の

第

二

版

か

ら

Ｈ

ａ

ｊ
ｉｚ

の
名
が
落
ち
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
点
か
ら
Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
　
Ｈ
a
ｋ
ｉ
ｍ
と
共
に
注
意

を
促
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
(
H
.
M
a
l
i
k
,
 
I
q
b
a
l
)
。

一
九
一
五
年
に
発
表
さ
れ
好
評
を
博
し
た
Ａ
ｓ
ｒ
ａ
ｒ
,
　
Ｋ
ｈ
u
d
i
。
（
自
我
の
秘

密

）

は

次

の

よ

う

な

フ

レ

ー

ズ

か

ら

は

じ

ま

る

。

存

在

の

形

式

は

自

我

の

結

果

だ

君

の

み

る

全

て

は

み

な

自

我

の

秘

密

だ

自

我

が

意

識

に

目

ざ

め

る

時

に

思

想

の

世

界

は

ひ

ら

か

れ

る

自

我

の

肯

定

は

無

我

を

光

明

に

も

た

ら

す
　

自

我

に

よ

り

、

対

立

の

種

子

は

世

界

に

ま

か

れ

る

そ

れ

は

己

れ

と

異

な

る

も

の

を

想

う

自

我

か

ら

出

て

、

他

者

を

創

る
　
　
　
　

闘

い

の

よ

ろ

こ

び

を

増

す

為

に

此

に

お

る

も

の

は

、

ま

ぎ

れ

も

な

い

自

我

の

確

立

で

あ

る

。

パ

キ

ス

タ

ン

建

国

前

の

自

ら

の

後

進

性

を

意

識

し

、

そ

こ

か

ら

の

脱

出

を

は

か

ろ

う

と

す

る

イ
ン
テ
ジ
ゲ
ン
ツ
ァ
ー
の
胸
に
直
接
訴
え
る
何
物
か
が
此
の
詩
に
あ
る
と
す

れ

ば

、

そ

れ

は

、

自

我

の

覚

醒

、

個

我

の

確

立

と

い

う

近

代

的

原

理

に

他

な

ら
な
か
っ
た
。
イ
ク
バ
ー
ル
は
（
Ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
　
に
於
て
人
間
の
独
自

性

、

個

体

性

と

い

う

も

の

を

無

限

と

有

限

の

間

題

と

し

て

考

察

し

よ

う

と

す

る

（

第

四

章
　

人

間

的

自

我

と

そ

の

自

由

と

不

死

性

）
。

そ

し

て

神

へ

の

万

物

の

吸

収

を

説

く

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

汎

神

論

に

は

反

対

し

、

逆

に

人

間

に

神

が

吸

収

さ

れ

る

と

い

う

思

想

を

展

開

す

る

。

い

わ

ば

内

在

と

超

越

の

論

理

の

イ

ク

バ

ー

ル

流

の

主

張

は

次

の

よ

う

な

形

で

な

さ

れ

る

。

汎

神

論

的

ヌ

ー

フ

ィ

ズ

ム

で

は

無

限

と

有

限

な

る

エ

ゴ

と

が

ど

の

よ

う

に

、

他

を

排

除

す

る

こ

と

な

く

統

一

さ

れ

る

か

が

問

題

と

な

る

が

、

そ

の

際

無

限

の

性

質

に

対

す

る

無

理

解

が

さ

ま

た

げ

と

な

っ

て

い

る

。

真

の

無

限

は

無

限



な

る

延

長

を

い

み

せ

ず

、
内

延

的

に

理

解

さ

れ

ね

ぱ

な

ら

な

く

、
そ

の

ｉ
ｎ

ｔ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
を
み
つ
め
る
時
に
、
有
限
な
る
エ
ゴ
が
、
無
限
か
ら
切
り
離
さ
れ
ず
に

み
え
て
る
の
で
あ
る
。

西
田
の
〈
善
の
研
究
〉
に
お
い
て
も
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
汎
神
論
的
傾
向

を

脱

却

し

、

如

何

に

個

人

を

位

置

づ

け

よ

う

か

と

苦

慮

し

た

イ

ク

パ

ー

ル

と

同

様

な

試

み

が

み

ら

れ

る

。

日

く

、

「

万

物

は

神

の

表

現

で

あ

っ

て

神

の

み

真

実

在

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

我

々

の

個

人

性

と

い

う

ご

と

き

も

の

は

虚

偽

の

仮

相

で

あ

っ

て

、

泡

沫

の

ご

と

く

無

意

義

の

も

の

と

考

え

ね

ば

な

ら

。ぬ

で

あ

ろ

う

か

？

」

西

田

は

か

か

る

問

を

自

ら

発

し

、

そ

れ

に

対

し

て

『

か

え

っ

て

神

の

発

展

の

一

部

』

と

み

る

べ

き

で

あ

り

、

「

我

々

の

個

人

性

は

神

性

の

分

化

せ

る

も

の

で

あ

る

、

各

自

の

発

展

は

す

な

わ

ち

神

の

発

展

を

完

成

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味

に

お

い

て

我

々

の

個

人

性

は

永

久

の

生

命

を

有

し

、

永

遠
の
発
展
を
成
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
答
し
て
い
る
(
第
四
編
、

第
三
章
　
神
)
。

此
の
個
所
は
Ｊ

．

Ｒ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
彼
自
ら
（
ロ
イ
ス
の
霊

魂

不

滅

論

）

と

記

し

て

い

る

こ

と

か

ら

み

て

も

明

ら

か

で

あ

る

。

イ

ク

バ

ー

ル

も

又

ロ

イ

ス

か

ら

影

響

を

受

け

て

い

る

。

イ

グ

バ

ー

ル

に

と

っ

て

常

に

自

己

の

思

想

の

究

極

的

な

依

り

ど

こ

ろ

は

、

い
う
迄
も
な
く
コ
ー
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
個
の
自
発
性
、
自
我
の

発
揚
を
説
く
場
合
も
コ
ー
フ
ン
の
章
旬
が
引
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
一
九
章
マ

ル
ヤ
ム
（
聖
母
マ
リ
ア
）
篇
の
第
九
五
節
「
み
な
一
人
一
人
が
、
復
活
の
日

に

は

自

分

独

り

で

御

前

に

ま

か

り

出

る

」

や

第

九

六

節

の

他

力

に

非

ず

自

力

を

す

す

め

る

意

味

の

く

だ

り

な

ど

が

、

イ

ク

バ

ー

タ

の

意

識

に

常

に

の

ぼ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
個
の
自
発
性
の
基
礎
づ
け
を
コ
ー
ラ
ン
に
よ
っ
て
も
確
証
し

い
わ
ぱ
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
〈
近
世
に
お
け
る
我
の
自
覚
〉
を
為
し
と
げ
よ

う
と
し
た
イ
ク
バ
ー
ル
は
、
一
九
一
八
年
に
な
っ
て
、
こ
れ
迄
と
は
少
な
く

と
も
一
見
一
八
〇
度
転
換
し
た
か
の
如
き
詩
を
書
き
は
じ
め
る
。
Ｒ
ｕ
m
i

ｂ
ｅ
　
Ｋ
ｈ
ｕ
ｄ
ｉ
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
没
我
の
神
秘
〉
と
訳
ざ
れ
る
と
お

り
、
こ
れ
ま
で
の
如
く
、
自
我
の
覚
醒
よ
り
も
、
む
し
ろ
共
同
体
へ
の
個
人

の

没

入

に

力

点

が

お

か

れ

て

い

る

。

す
な
わ
ち
イ
グ
バ
ー
ル
に
よ
っ
て
高
揚
豸
れ
る
に
至
っ
た
自
我
は
一
の
重

大

な

る

難

点

に

逢

着

す

る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

過
度
に
肥
大
化
さ
れ
た
自
我
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
ま
ね
く
の
で
は
な
い
か
？

自
我
と
集
団
や
共
同
体
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
？
　
か
か
る
疑
念
が

イ
ク
ー
バ
Ｉ
ル
を
と
ら
え
た
。
　
Ｒ
ｕ
m
i
ｘ
　
ｂ
ｅ
K
h
u
d
で
は
こ
の
点
関
し
て
次
の

に

よ

う

に

歌

わ

れ

て

い

る

。

我

等

は

見

い

出

す

、

集

団

の

中

の

個

人

を

そ

し

て

花

が

摘

ま

れ

る

如

く
　

そ

れ

を

も

ぎ

取

り

得

る

の

だ

、

花

園

の

全

て

そ

の

性

質

は

個

別

性

で

満

た

さ

れ

る

だ

が

し

か

し

、

社

会

に

お

い

て

の

み

彼

は

見

い

出

す

、

安

全

と

守

り

を

個
人
主
義
と
全
体
主
義
と
の
統
一
を
企
る
イ
ク
バ
ー
ル
の
試
み
は
、
あ
た
か

も
暗
い
谷
間
の
あ
の
協
同
主
義
哲
学
の
試
み
に
も
比
せ
ら
れ
る
。



ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ

留

学

の

帰

国

後

、

自

我

の

哲

学

を

説

い

た

イ

ク

パ

ー

ル

が

そ

れ

か

ら

三

年

後

没

我

の

神

秘

を

書

く

に

い

た

っ

た

真

意

を

う

か

が

う

一

つ

の

資

料

は

彼

の

書

簡

と

し

て

残

さ

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

Ａ

ｌ
ｉｇ

ａ
ｒ

ｈ

大

学

の

Ｈ

ａ

ｄ
ｉ
　
Ｈ

ａ
ｓ
ａ
ｎ
　

へ

の

手

紙

（

Ｈ

ａ

ｄ

ｉ
　
Ｈ

ａ
ｓ
ａ
ｎ

の
学
生
Ｓ
．
Ｙ
．
Ｈ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
y
が
イ
ク
バ
ー
ル
の
詩
Ｋ
ｈ
ｉ
ｄ
ｒ
-
ｉ
-
Ｒ
ａ
ｈ
　
（
（
Ｇ
Ｕ
Ｉ
D
Ｅ

〇

Ｆ

　
Ｔ

Ｈ

Ｅ

　
Ｗ

Ａ

Ｙ

）
）

を

翻

訳

す

る

際

に

つ

い

て

意

見

を

も

と

め

て

き

た

こ

と

へ

の

返

信

）
 

Ａ

ｓ
ｒ
ａ
ｒ

　
Ｋ

ｈ
ｕ

ｄ
ｉ

よ

り

も

Ｒ

ｕ
m
i

ｚ

　
ｂ
ｅ

　
Ｋ

ｈ
ｕ

ｄ
ｉ

の

方

を

彼
自
身
は
高
く
評
価
し
て
い
る
か
の
如
き
口
吻
が
、
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（

Ｂ

．
Ａ

．
Ｄ

ａ
ｒ

編

集

の

書

簡

集

に

よ

る

）
。

彼

の

真

意

は

や

は

り

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

流

の

個

人

主

義

の

賞

揚

が

自

己

の

体

系

に

重

大

な

破

綻

を

ま

ね

く

こ

と

を

さ

と

り

、

す

み

や

か

に

個

の

強

調

の

撤

回

へ

の

道

を

歩

み

は

じ

め

る

こ

と

の

う

ち

に

み

る

べ

き

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は
丁
度
、
西
田
が
グ
リ
ー
ン
な
ど
の
影
響
を
う
け
て
、
個
我
の
自
覚
に
思
い

を

は

せ

つ

つ

も

晩

年

、

日

本

的

共

同

体

（

皇

室

）

へ

の

個

的

な

も

の

の

つ

な

が

り

を

説

く

こ

と

に

比

せ

ら

れ

る

以

上

我

々

は

西

田

の

〈

善

の

研

究

〉

と

イ

ク

バ

ー

ル

の

詩

、

そ

し

て

主

著

〈

イ

ろ

フ

ム

に

お

け

る

宗

教

の

革

新

〉

の

内

容

を

分

析

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

両

者

の

反

主

知

主

義

思

想

の

大

要

を

知

っ

た

。

西
欧
近
代
思
想
の
影
響
の
下
に
自
我
の
思
想
を
コ
ー
ラ
ン
に
よ
っ
て
確
証

し

よ

う

と

し

た

イ

ク

バ

ー

ル

の

意

図

は

果

し

て

十

分

成

功

し

て

い

る

で

あ

ろ

う
か
。
結
局
イ
ク
バ
ー
ル
は
近
代
主
義
の
思
想
的
潮
流
に
足
元
を
す
く
わ
れ
、

自
我
と
い
う
偶
像
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
そ
の
前
に
拝
跪
す
る
以
外
に
逃
げ
道

を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

イ

ク

パ

ー

ル
の

思

想

は
畢

竟

東
ア

ジ
ア

的

文

化

圏

の

無

の

立
場

と

は
異

な

る

と

こ

ろ

の

「
有

」

の

立

場

の

一
変

態

に

す

ぎ

な

い

と

い

え

る

。

少

く

と

も

西

田

の

場

所

、

無

の
論

理

は
イ

ク

パ

ー
ル

と

は

異

質

な
も

の

で

あ

る

。
　

晩
年

西

田

は

ド

イ

ツ

観

念
論

の

自
我

や

絶

対

我

、

絶

対

精

神

な

る
も

の

は

、

要

す

る

に

人

間

の

自

己

、

個

人

的
自

己

を

た
だ

大

き

く

し

た

も

の
に

過

ぎ

な

い

と
語

っ

た

と

い

わ

れ

る
。

イ

ク

バ

ー

ル

の

自
我

の

哲
学

も

果

し

て

そ

れ

ら

と

ど
れ

程

の

違

い

が

あ

る

で

あ

ろ
う

か
？

東

洋

思

想

の
反

主

知

主

義
的

発

想

と

自

我

哲

学

と

い

う

近
代

主

義

と

の

調

和

は

、

所

詮

は

じ

め

か

ら

無

理

な
注

文

で

は

な

か

っ

た

か

。

そ

の

論

理

せ
い

合

性

に

お
い

て

西

田

の

中
期

・
後

期

の

思
想

の
展

開

は

そ

れ

な
り

に

よ
り

首

尾

一

貫

し

た

も
の

で

あ

っ
た

と

い

え

よ

う

。

（

１
）
　
そ

の
生
涯

に
つ
い
て
は
講
座
東
洋
思
想
７
、
イ
ン
ド
の
思
想
家

た
ち
、
黒
柳

恒
男
を
参
照
。

（
２
）
　
以
下
西
田
幾
多
郎
の
著
作
に
つ
い
て

は
岩
波
版
全
集

を
参
考
に
し
た
。

（
３
）
　
イ

ス
ラ

ム
思
想

、
パ
キ
ス
タ
ン
現
代
思

想
運
動
に

お
け

る
こ
の
よ
う
な
問

題

点
に
つ
い
て
は
加
賀
谷
寛
氏
の
次
の
著
作
を
み
よ

。

ａ
　
イ
ン
ド
ー
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
ふ
ス
リ
ム
の
現
代
思
想
史
―
Ｉ
　
大
阪
外

大
紀
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ



ｂ
　

現

代

イ

ス

ラ

ム

の

主

体

変

革

の

基

本

動

向
　

東

洋

研

究
　

第

一

四

号

ｃ
　
後
期
イ
ス
ラ
ム
の
二
重
構
造
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
ｖ
ｏ
ｌ

．

Ｉ

Ｘ

．

’
（
4
）
　
Ｌ
ｕ
ｃ
ｅ
-
Ｃ
ｌ
ａ
ｕ
ｄ
ｅ
　
Ｍ
ａ
ｉ
ｔ
ｒ
ｅ

．
　
　
　
　
　
　
　

、

Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
 
t
ｏ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｑ
ｂ
ａ
ｌ
,
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
 
M
.
Ｄ
ａ
ｒ

（
5
）
西
田
幾
多
郎
全
集
第
一
六
巻
　
し
か
し
此
で
西
田
は
仏
教
の
安
心
は
全
く
厭

世
的
に
始
る
か
ら
其
安
心
は
深
い
と
書
い
て
い
る
(
p
.
5
2
2
)

（
6

）
　

以

下

コ

ー

ラ

ン

に

つ

い

て

は

岩

波

文

庫

版

井

筒

俊

彦

訳

に

し

た

が

う

。

（

７

）
　

主

著

Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｒ

ｅ

ｃ

ｏ

ｎ

ｓ

ｔ

ｒ

ｕ

ｃ

ｔ

ｉ
ｏ

ｎ

　
ｏ

ｆ

　
Ｒ

ｅ

ｌ
ｉ

ｇ

ｅ

ｏ

ｕ

ｓ

　

Ｔ

ｈ

ｏ

ｕ

ｇ

ｈ

ｔ

　

ｉ
ｎ

　
Ｉ

ｓ

ｌ
ａ

ｍ

（
以
下
 
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
と
略
記
）
で
は
ひ
ん
ぱ
ん
に
ル
ー
ミ
の
ー
詩
が
引
用

さ

れ

て

い

る

。

（
8
）
Ｇ
ｈ
ａ
ｚ
ａ
ｌ
ｉ
に
つ
い
て
は
様
々
な
文
献
が
あ
る
が
と
り
あ
え
ず
、
井
筒
俊
彦
、

「
イ
ス
ラ
ム
思
想
史
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　

（
９
）
「
善
の
研
究
」
第
四
章
　
知
的
直
観
。

（

1 0

）

ジ

ェ

ー

ム

ズ

と

共

に

ベ

ル

グ

ソ

ン

の

イ

ク

パ

ー

ル

に

よ

る

摂

取

、

批

判

は

と

り

あ

げ

る

必

要

が

あ

る

。

イ

グ

バ

ー

ル

は

ベ

ル

グ

ソ

ン

の

純

粋

持

続

を

先

行

す

る

皀
我
と
い
う
問
題
か
ら
彼
を
批
判
す
る
。
↓
(
4
)
を
み
よ
。

（
1
1
）
　
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
研
究
は
わ
が
国
で
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

り
、
Ｈ

．

Ｃ
ｏ
ｒ
ｂ
ｉ
ｎ
　
イ
ス
ラ
ム
哲
学
史
の
翻
訳
（
岩
波
）
を
除
き
ほ
と
ん
と
解

説

書

も

な

い

。

し

か

し

Ａ

．
　
Ｊ

．
　
Ａ

ｒ

ｂ

ｅ

ｒ

ｒ

ｙ

や

Ｒ

．
　
Ａ

．
　
Ｎ

ｉ
ｃ

ｈ

ｏ

ｌ
ｓ

ｏ

ｎ

の

英

語

の

研

究

書

は

容

易

に

入

手

で

き

る

。
　

（
1
2
）
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
社
会
思
想
史
的
研
究
に
お
い
て
は
大
阪
外
大
十
加
賀
谷
寛

教
授
の
す
ぐ
れ
た
業
積
が
参
考
と
な
る
。
と
く
(
3
)
の
ｃ

（
1
3
)
 
湯
浅
泰
雄
「
近
代
日
本
の
哲
学
と
実
存
思
想
」
創
文
社
、
を
参
照
。

（

1 4
）
　
と
く
に
中
村
元
褊
「
自
我
と
無
我
」
就
中
「
イ
ン
ド
思
想
一
般
か
ら
み
た
無

我

思

想

」

を

み

よ

。
　

（

1 5
）
H
.
M
a
l
i
k
（
ｅ
ｄ
）
　
Ｉ
ｑ
ｂ
ａ
l
就
中
、
次
の
論
文
を
み
よ
。
Ｉ
ｄ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｍ
ｕ
-

ｓ

ｌ
ｉ

ｎ

　
Ｎ

ａ

ｔｉ

ｏ

ｎ

ａ

ｌ

ｉ
ｓ
m

．

（

1 6
）
　
I
b
o
d
.

・

（
1
7

）

Ｌ

ｕ

ｃ
ｅ
-

Ｃ

ｌａ

ｕ

ｄ

ｅ

　
Ｍ

ａ

ｉ
ｔ
ｒ
ｅ

の

仏

訳

と

Ｎ

ｉｃ

ｈ

ｏ

ｌｓ
ｏ

ｎ

の

英

訳

を

参

照

し

た

。

（
1
8

）

Ｊ
ａ

ｍ

ｉ
ｌ
ａ

　
Ｋ

ｈ

ａ

ｔ
ｏ

ｏ

ｎ

：

　
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｐ

ｌ
ａ
ｃ

ｅ

　ｏ

ｆ
　
Ｇ

ｏ

ｄ
「

　Ｍ

ａ

ｎ

　ａ

ｎ

ｄ

　
Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

　
ｉｎ

ｔ
ｈ
ｅ

　ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｃ

　ｓ
ｙ

ｓ

ｔ
e
m

　
ｏ

ｆ
　
Ｉｑ

ｂ
ａ

ｌ
　
１
９

６
３

を

み

よ

。

（
1
9

）

　

Ｒ

ｅ

ｃ
ｏ

ｎ

ｓ

ｔ
ｒ

ｕ

ｃ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ

　
（

ｐ

．
　
１

１
８

）
．

Ｒ

ｅ

ｃ
ｏ

ｎ

ｓ

ｔ
ｒ

ｕ

ｃ

ｔ
ｉｏ

ｎ

で

し

ぱ

し

ぱ

Ｒ

ｏ

ｉｃ
ｅ

が

引

用

さ

れ

て

い

る

。

（
2
1

）
　

井

筒

訳

コ

ー

ラ

ン

「

上

」

。

（
2
2

）

　

Ａ

ｒ

ｂ
ｅ

ｒ
ｒ

ｙ

の

訳

を

参

考

に

し

た

。

（
2
3

）
　

宮

川

透

『

近

代

日

本

の

哲

学

』

を

み

よ

。

（

包

）

Ｌ

ｅ

ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

　
ａ

ｎ

ｄ
.
　
W

ｒ

ｉ
ｔ

ｉｎ

ｇ

ｓ

　ｏ

ｆ

　
Ｉ
ｑ

ｂ
ａ

ｌ
　
Ｅ

ｄ

．
　
Ｂ
.

　

Ａ

．
　
Ｄ

ａ

ｒ

．
　

１
９

６
７

「

　

Ｉ
ｑ

ｂ
ａ

ｌ

Ａ

ｃ
ａ

ｄ
ｅ
ｍ

ｙ

「

　
Ｋ

ａ
ｒ

ａ

ｃ

ｈ

ｉ
．

西

田

幾

多

郎

の

思

想

犯

つ

い

て

は

そ

の

他

下

村

寅

太

郎

、

上

山

春

平

、

高

山

岩

男

諸

氏

の

研

究

を

利

用

し

た

。

原

典

、

そ

の

他

の

照

会

に

際

し

カ

ラ

チ

ー

イ

ク

バ

ー

ル

研

究

所

の

Ｍ

ｏ

ｉｚ
ｕ

ｄ

ｄ

ｉ
ｎ

国

立

財

団

ｆの

Ｈ

．
　
Ｓ
ａ

ｉ
ｄ

の

諸

氏

・

大

阪

外

大

の

加

賀

谷

寛

・

東

京

外

大

の

鈴

木

斌

教

授

把

お

世

話

に

な

っ

た

こ

七

を

付

記

・
し

た

い

。

（

さ

さ

き

・

え

い

い

ち

、

イ

ス

ラ

ム

思

想

史

、

会

員

）
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