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ス
ピ
ノ
ザ
の
神
と
華
厳
経
に
お
け
る
如
来

―
―
愛
知
と
求
道
に
関
す
る
一
考
察
―
―

川
　
鍋
　
征
　
行

一

正
法

眼
蔵
「
現
成
公
案
」
の
冒

頭
に
「
諸
法

の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち

迷

悟
あ
り

修
行
あ
り

、
生
あ
り
死

あ
り

、
諸
仏
あ
り
衆
生
あ
り

。
万

法
と
も
に

わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節

、
ま
ど
ひ
な
く
さ
と
り

な
く
、
諸
仏
な
く
衆
生
な
く
、

生

な
く
滅
な
し
。」

と
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
広
い
意
味
の
求
道
と
成
道
と

は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
剣
に
生
き

る
心

を
失

わ
な
い
か
ぎ
り

人
間

に
と
っ
て
大

切

な
課
題

で
あ
る
と
お
も
う

。厳
密

に
い
え

ば
、道
（
m
a
ｒｇ
ａ
）
と
は
涅
槃
に

趣

く

べ
き

修
行
の
法
則

を
い
う

が
、人
間

は
、意
識
す

る
と

意
識
し
な
い
と
に

か

か
わ
ら
ず

、
た
え
ず
求
道
の
旅

を
つ
づ
け
て

い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

原
典
に
あ
た
り
、
専
門
的
に
研
究
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
、国
訳

一
切
経
に

あ
る
華
厳
経
を
通
読
し
て
い
る
う
ち
に
。
こ
の
経
典

が
す
ぐ
れ

た
求
道
の
形

態
を
示
し
て
い
る
の

を
み
い
だ
し
、
求
道
の
先
輩

に
驚
異

と
思
慕
の
念

を
抱

く

と

と

も

に

大

き

な

喜

び

が
涌

い

て

く

る

。

わ

れ

わ

れ

が

生

命

を

か

け
求

道

の

決

意

を
す

る
時

、

華

厳

経

は
大

き

な

道

し

る

べ
に

な

っ

て

く

れ

る

と
い

う

意

味

で

は

、
い

ま

だ
に

わ

れ

わ

れ

の

心

に

生

き

続

け

て

い

る

と

お
も

わ

れ

る

。

他

方
、

愛

知
（
ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉａ
）
と

し

て

の

哲

学

は

、

そ
の

究
極

に

お
い

て

、

そ

れ

ぞ

れ
根

本
原

理

的
な

も

の

を

知

ろ

う

と

す

る
愛

の

み

な
ら

ず

、

哲

学

の

希

求
す

る
智

と
い

う

の

は
、

希

求

す

る
者

自

身

が

回

心

し
、

目

ざ
め

、

光

明

を

得

る

と

い

う

よ
う

な
、

い

わ

ば

、

主

体

的

な

智

で

あ

る

と
も

い

わ

れ

る
。

ス

ピ

ノ

ザ
に

お
い

て

も

、

ギ
リ

シ
ヤ
以

来

の

愛

知
の

性
格

が
、

当

然

、

み

ら

れ

る

だ
け

で

は
な

く

て

『
知

性

改

善

論

』

や

『

エ

チ

カ
』

な

ど
を

ひ

も

と

く

時

、

そ

こ
に

真
理

探

究

の

固

い

決

意

と

真

理

そ

の

も

の

が
救

い

に

つ

な

が
る

と
い
う
知
信
一
元
論
的
な
解
脱
思
想
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
愛
知
と

求

道

と
の

性

格

は
、

哲

学

と

宗

教

と

の

性

格

の

微
妙

な
差

異

を

形

成

す

る

も

の

と

お
も

わ

れ

る

が
、

宗

教

を

宗

の

教

と

し

て
考

察

す

る
こ

と

に

よ

っ

て

、



ｊ

－

両

者
の
関

連
を
一

応
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で

あ
ろ
う

か
。

合
理

的
精
神
や
批
囀
的
精
神
や
を
保
持
し
て
き
た

わ
れ
わ
れ
が
、
い
か
に

生
き

る
か
の
前
提
と
し
て
、
知
識
の
根
源
的
統
一

を
求

め
る
時
、
愛

知
の
伝

統
に

あ
り

つ
つ
、
特
異
な
ス

ピ
ノ
ザ
思
想
は
、
親
し
み
や
す

く
、

か
つ
参
考

に
た

る
点
が
多
く
み
ら
れ
る
と
お
も
わ
れ
る

が
、
ス

ピ
ノ

ザ
思
想
の
到
達
点

が
、
か
た
ら
ず
し
も
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
完
全
に
満
た
し
て
く
れ
る
か
ど
う

か
は
疑
附
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
思
索
に
対
し
て
、
別
の

視
点
か
ら

考
究

を
加
え

る
こ
と

は
、
ス

ピ
ノ
ザ
思
想
を

さ
ら
に
理
解
す

る
上
で

け
っ
し

て
無

益
な
こ

と
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス

ピ
ノ

ザ
が
華
厳
経

を
学

ん
だ
形
跡

は
な
い
の
で
、
ス

ピ
ノ

ザ
思
想
と
華
厳
経
と

を
直
接
比
較
す

る
こ

と
は
で
き

な
い

。
し
か
し
、
ス

ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
愛
知
と
そ
の
内
容
の
考
察
、
及
び
、

華
厳

経
に
お
け
る
求
道
と
成
道
と
を
体
解
で
き
る
よ
う
努
力
し
、

さ
ら
に
両

者
の

類
似
と
相
違
と

を
み
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
そ
れ
そ
れ
に
つ

い

て
の
理
解

が
深
ま
り
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
愛
知
と
求
道
に

も
大
き

な
示
唆

を
与

え
て

く
れ
る
も
の
が
あ
る
に
ち

が
い

な
い
。

二

ス
ピ
ノ

ザ
が
い
か
な
る
人
生
を
送
っ
た
か
は
、
ヨ
ハ
ソ
ネ
ス
・
コ
ン
ル
ス
の

『
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
涯
』
な
ど
を
ひ
も
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き

よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、世

の
多
く
の
青
年
と
同
じ
く
、
青
年
期
の

ス
ピ
ノ

ザ
は
、
当
時
の
進
歩
思
想
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
、

ユ

ダ
ヤ
の
伝
統
的
教
義
に
疑
問
を
も
つ
と
と
も
に
、
い
か
に
両
者
を
調
和
さ

せ
る
か
に
つ
い
て
苦
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
一
六
三
二
年
に
生

れ

、

一

六

七

七

年

に

な

く

な

っ

て

い

る

。
四

五

年

に

も

満

た

な

い

短

い

生

涯

の

わ

り

に

は

内

容

多

い

著

作

を

残

し

て

い

る

。
か

れ

の

思

索

の

歩

み

と

内

容

は

、

そ

の

著

作

を

お

う

こ

と

に

お

っ

て

い

く

分

か

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

か

れ

の

主

な

著

書

と

こ

の

著

作

の

年

代

は

、
お

お

む

ね

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

Ｔ

ｒ
ａ
ｅ
ｔ
ａ

ｔ
ｕ

ｓ

　
ｂ
ｒ
ｅ
ｖ

ｉｓ

　
ｄ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｏ

　
ｅ
ｔ
　
ｈ
ｏ

ｍ

ｉ
ｎ

ｅ

　
ｅ

ｉｕ

ｓ
ｑ

ｕ

ｅ

　
ｆ
ｅ

ｌ
ｉ

ｃ

ｉ
ｔ

ａ
ｔ
ｅ

，

二

七

歳
、
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
，
二
九
歳
、
　
Ｄ
ｅ
ｓ
ｃ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ

ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｐ
ｉ
ｏ
ｒ
ｕ
m
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ａ
ｅ
，
三
一
、
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ｏ
-

ｐ

ｏ

ｌ
ｉｔ
ｉｃ
ｕ

ｓ

，

三

八

歳

、

Ｅ

ｔ
ｈ

ｉ
ｃ
ａ

 
ｏ

ｒ
ｄ
ｉ
ｎ

ｅ

　
ｇ

ｅ
ｏ

ｍ

ｅ
ｔ
ｒ
ｉ

ｃ
ｏ

　

ｄ
ｅ
ｍ

ｏ
ｎ

ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
ａ

，

四

五

歳

、

Ｔ

 
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ

ｓ
-ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｄ

ｕ

ｓ

，

四

五

歳

。

こ

の

う

ち

、

『

知

性

改

善

論

』

は

『

エ

チ

カ

』

の

序

文

的

役

割

を

な

し

て

お

り

、

『

エ

チ

カ

』

は

な

ぐ

な

る

ま

で

推

敲

に

推

敲

を

か

さ

ね

、

か

れ

の

思

索

の

到

達

点

を

あ

ら

わ

し

て

い

る

と

お

も

わ

れ

る

主

著

で

あ

る

。

『

エ

チ

カ

』
は

五

部
よ
り
な
り
、
第
一
部
、
Ｄ
ｅ
　
Ｄ
ｅ
ｏ
，
第
二
部
、
 
D
ｅ
 
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
　
ｅ
ｔ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ｅ

ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｓ
，
第
三
部
、
‘
」
ｅ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
　
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｕ
m
，
第
四
部
、
D
e

ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
ｅ
　
ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
，
　
ｓ
ｅ
ｕ
　
ｄ
ｅ
　
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｕ
m
　
ｖ
ｉ
ｒ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
，
第
五
部
、
D
e
 
　
ｐ
ｏ
-

ｔ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉａ

　
ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ

ｓ

，
　
ｓ
ｅ
ｕ

　
ｄ
ｅ

　
ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ

　
ｈ
ｕ

ｍ

ａ
ｎ

ａ

．

と

い

う

内

容

で

あ

り

、

神

を

根

底

と

す

る

一

大

体

系

が

幾

何

学

的

形

式

で

表

現

さ

れ

て

い

る

。

か

れ

の

真

理

の

探

究

は

『

知

性

改

善

論

』

の

「

人

の

関

与

し

得

る

真

の

善

で

、

他

の

一

切

を

捨

て

て

、

唯

モ

れ

か

ら

の

み

心

が

感

動

さ

せ

ら

れ

る

よ

う

な

あ

る

も

の

が

存

す

る

か

ど

う

か

、

否

む

し

ろ

、

一

た

び

モ

れ

を

発

見

し

獲

得

し

た

上

は

不

断

最

高

の

喜

び

を

永

遠

に

享

有

し

得

る

よ

う

な

あ

る

も

の

が
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存

す

る

か

ど

う

か

を

探

究

し

よ

う

。
」

と

い

う

固

い

決

意

で

す

す

め

ら

れ

か

れ

の

思

索

の

到

達

点

は

『

エ

チ

カ

』

の

「
以

上

に

よ

っ

て

、

わ

れ

わ

れ

の

幸

福

あ

る

い

は

福

祉

又

は

自

由

が

何

に

存

す

る

か

を

、

わ

れ

わ

れ

は

明

瞭

に

理

解

す

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

れ

は

神

に

対

す

る

恒

常

、

永

遠

の

愛

に

、

あ

る

い

は

人

間

に

対

す

る

神

の

愛

に

存

す

る

の

で

あ

る

。
」

と

い

う

文

で

う

か

が

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

ユ

ダ

ヤ

の

伝

統

的

神

観

に

疑

念

を

抱

く

こ

と

に

よ

っ

て

、

二

四

歳

の

時

、

ユ

ダ

ヤ

教

会

よ

り

破

門

さ

れ

て

以

来

、

否

応

な

く

、

ひ

た

す

ら

、

真

理

探

究

の

生

活

に

没

頭

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

か

れ

の

思

索

が

い

か

に

生

活

と

密

着

し

て

い

る

か

は

、

『

知

性

改

善

論

』

の

次

の

言

葉

に

よ

っ

て

も

あ

き

ら

か

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

「

真

の

善

な

い

し

最

高

善

は

精

神

が

全

自

然

と

合

一

し

て

い

る

こ

と

を

認

識

し

得

べ

き

状

態

（
ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉｔ
ｉｏ
 
ｕ
ｎ
ｉｏ
ｎ
ｉｓ

ｑ
ｕ
a
m
　
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
　
ｃ
ｕ
m
　
ｔ
ｏ
ｔ
ａ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
　
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｔ
.
）
を
指
す
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

余
の
志
す
目
的
は
か
か
る
本
性
を
獲
得
す
る
こ
と
、
並
び
に
自
分
と
共
々
多

く

の

人

々

に

こ

れ

を

獲

得

さ

せ

る

よ

う

に

力

め

る

こ

と

に

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

他

の

多

く

の

人

々

に

余

の

理

解

す

る

と

こ

ろ

を

理

解

せ

し

め

、

か

れ

ら

の

知

性

と

欲

望

と

を

余

の

知

性

と

欲

望

と

に

一

致

さ

せ

る

様

に

努

力

す

る

こ

と

が

ま

た

余

の

幸

福

に

と

っ

て

重

要

な

の

で

あ

る

。

こ

の

た

め

に

は

必

然

的

に

ま

ず

第

一

に

、

か

か

る

本

性

を

獲

得

す

る

に

十

分

な

だ

け

自

然

に

つ

い

て

理

解

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

次

に

、

で

き

る

だ

け

多

く

の

人

々

が

で

き

る

だ

け

簡

単

か

つ

安

全

に

そ

こ

に

到

達

す

る

に

都

合

よ

い

よ

う

な

社

会

を

形

成

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

な

お

第

三

に

、

道

徳

哲

学

並

び

に

児

童

教

育

学

の

た

め

努

力

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

。

ま

た
健

康

は

こ

の
目

的

に
至

る
に

大

事

な
手

段

だ

か
ら

第
四

に

、

全

医

学

が

整

備

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

又
技

術

は

多

く

の
難

か
し

い

事

柄

を

簡

単

な

も

の

と

し
て

、

わ
れ

わ

れ
に

人

生

に

お
け

る

多

く
の

時

間

と

便

宜

と

を

得

さ

せ

て

く

れ

る

か

ら
第

五

に
、

機

械

学

を

決

し

て

等
閑

視

し

て

は

な

ら

ぬ

。

し

か

し

ま
ず

何
よ

り

も

先

に
知

性

を

矯

正

し

、

最

初

に

お
い

て

可

能

な

る

限

り

こ

れ

を

浄

化

し

て

、
そ

の
結

果

知

性

が
首

尾

よ

く

も
物

を

誤
謬

な

し

に

、

そ

し

て

で
き

る
だ

け

正

し

く

理

解

す

る
様

に

な

る

方
法

を

案

出

し

な

く

て

は

な

ら

ぬ

。
こ

こ

か
ら

し
て

今

や

人

々

は
、

余

が
す

べ
て
の

学

を

一
目

的

、

一

目
標

に
、

す

な
わ

ち

、

前

述

の

、

人

間

と

し

て

の
最

完

全

性

へ

到

達

す

る

こ

と

に
向

け

よ

う

と

欲

し

て

い

る

の

を

看
取

し
得

る

で
あ

ろ

う

。
」

と

い

っ

て

い

る
よ

う

に

、

ま

ず

知

性

を

向
上

さ

せ

、

人
間

の
完

全

性

に

到

達

す

る

こ

と

が
学

問

の

目

標

と

考

え

た

の

で

あ

る

ス
ピ
ノ
ザ
は
認
識
を
次
の
よ
う
に
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
い
る
。
1
、
第

一
種

の

認
識

。

感

覚

お
よ

び
記

号

に

よ

る

認

識

。

こ

れ
を

ｏ
ｐ
ｉｎ
ｉｏ

ま

た

は

ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
,
と
い
う
　
2
　
第
二
種
の
認
識
・
事
物
の
特
質
に
つ
い
て
共

通

概

念

ま

た

は
妥

当

な

観

念

を

つ

く
り

あ

げ

る

認
識

。

こ

れ

を

ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ

と
よ

ぶ

。

呻

、
第

三
種

の

認
識

。
神

の
若

干

の
属

性

の

形

相

的
本

質
の

妥

当
な

観

念

か

ら

事
物

の
本

質

の
妥

当

な

認
識

へ
す

す

む
も

の

で

ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
　ｉｎ
ｔｕ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
　
は
他
か
ら
働
き
を
受
け
た
時
の
人
間

精

神

の
状

態

を
示

し

て

い

る

の
に

対

し
て

、
ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ
　
は
様

態

相
互

間

の
積

極

的

な
正

し

い

認
識

で

あ

る

が

、
あ

く

ま
で

も

様

態

相

互

の
比

量
的

認
識

で

あ

り

、

分
別

と

し
て

働

く

作

用

な
の

で
あ

り

、

統

合

的

体
系

的

認
識

に

は
至

ら

ｉ

ｌ
１

１ １

・



丶

な

い

。

人

間

の

自

己

中

心

性

を

な

く

し

て

世

界

、

人

生

を

没

価

値

的

に

、

あ

る

が

ま

ま

に

眺

め

る

時

、

は

じ

め

て

、

万

物

の

相

互

関

係

、

一

即

多

、

多

即

一
の
関
係
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
，
　
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
が

様
態
（
m
o
d
u
s
）
に
向
う
の
に
対
し
て
、
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
ま
さ
し

く
、
実
体
（
Ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
）
　
に
向
う
の
で
あ
る
。

そ

こ

で

、

ｉｍ

ａ
ｇ
ｉｎ
ａ
ｔ
ｉｏ

か

ら

ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ

へ

、

さ

ら

に

、
ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
　ｉｎ
ｔｕ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

へ

と

認

識

を

高

め

る

こ

と

が

か

れ

の

課

題

と

な

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

い

か

に

し

て

可

能

と

な

る

の

で

あ

ろ

う

か

。
第

一

種

の

認

識

で

あ

る

ｉｍ

ａ
ｇ
ｉｎ
ａ
ｔ
ｉｏ

に

基

づ

く

生

活

は
他

か

ら

働

き

を

受

け

る

受

働

感

情

の

生

活

と

よ

ば

れ

る

が

、

事
物
の
因
果
関
係
を
適
格
に
知
る
第
二
種
の
認
識
で
あ
る
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
　
に
よ
っ
て

他

に

働

き

を

な

す

能

働

感

情

の

生

活

が

可

能

と

な

る

。

す

な

わ

ち

、

感

情

に

支

配

さ

れ

る

生

活

よ

り

ｒ
ａ
ｔ
ｉｏ

よ

る

感

情

を

支

配

す

る

生

活

へ

の

移

行

で

あ

る

。
整

然

と

し

た

自

己

の

利

害

感

情

に

基

づ

く

能

働

生

活

の

中

か

ら

、
事

物

を

怒

ら

ず

、
笑

わ

ず

、

悔

や

ま

ず

、

た

だ

理

解

す

る

と

い

う

態

度

が

生

れ

、
や

が

て

事

物

を

あ

る

永

遠

の

相

の

下

に

（
ｓ
ｕ
ｂ
　ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉｅ
　ａ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉｔａ
ｔ
ｉｓ
）
眺

め

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

。
こ

の

よ

う

に

し

て

、
事

物

相

互

の

認

識

の

み

な

ら

ず

、

事

物

の

根

源

へ

と

認

識

が

す

す

み

、

万

物

の

一

大

連

関

を

直

観

的

に

把

握

す

る

ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
　
ｉｎ
ｔｕ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

生

じ

た

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

か

れ

の

体

系

を

構

築

す

る

の

に

、
神

か

ら

万

物

が

変

状
（
ａ
ｆｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｏ
）
し

て

く

る

方

向

と

、
神

の

変

状

で

あ

る

人

間

精

神

の

神

へ

向

う

方

向

と

を

、
順

と

逆

に

、
た

え

ず

想

念

し

、
そ

の

論

理

的

不

備

を

訂

正

し

て

い

た

に

ち

が

い

な

い

。

メ

ピ

ノ

ザ

の

神

は

、

端

的

に

、

実

体

（
Ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔａ
ｎ
ｔ
ｉａ
）

と

等

置

さ

れ

、

能

産

的

自

然

（
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
）
　

と

等

置

さ

れ

る

。
０

実

体

と

は

、

延

長

の

属
性
に
お
い
て
、
無
限
で
、
唯
一
で
、
不
可
分
な
も
の
（
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
，
　
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
,

ｅ
ｔ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
）
で
あ
り
、
様
態
（
m
o
d
u
s
）
は
こ
の
実
体
の
変
状
（
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
-

ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
）
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
様
態
と
し
て
、
人
間
も
他
の
す
べ

て

の

存

在

も

質

的

に

同

等

で

あ

り

、

す

べ

て

神

で

あ

る

実

体

よ

り

生

じ

、

か

つ
実
体
に
帰
入
す
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
エ
チ
カ
』
第

一

部

の

附

録

に

お

い

て

「

以

上

を

も

？

て

、

私

は

神

の

本

性

を

示

し

、

そ

の

諸

特

質

を

説

明

し

た

。

す

な

わ

ち

、

神

が

必

然

的

に

存

在

す

る

こ

と

、

唯

一

で

あ

る

こ

と

、

単

に

自

己

の

本

性

の

必

然

性

の

み

に

よ

っ

て

在

り

か

つ

働

く

こ

と

、

万

物

の

自

由

原

因

で

あ

る

こ

と

、

並

び

に

い

か

な

る

意

味

で

自

由

原

因

で

あ

る

か

と

い

う

こ

と

、

す

べ

て

の

も

の

は

、

神

の

中

に

在

り

、

か

つ

神

な

し

に

は

在

る

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

こ

と

も

で

き

な

い

ま

で

に

神

に

依

存

し

て

い

る

こ

と

、

ま

た

最

後

に

、

す

べ

て

の

も

の

は

神

か

ら

予

定

さ

れ

て

お

り

し

か

も

、

そ

れ

は

意

志

の

自

由

と

か

、

絶

対

的

裁

量

と

か

に

よ

っ

て

で

は

な

く

、

神

の

絶

対

的

本

性

あ

る

い

は

神

の

無

限

の

能

力

に

よ

る

こ

と

、

そ

う

し

た

諸

特

質

を

説

明

し

た

。
」

と

い

っ

て

い

る

よ

う

に

、

直

観

智

に

よ

っ

て

、

は

じ

め

て

、

神

の

認

識

が

可

能

と

な

る

の

で

あ

る

が

、

限

ら

れ

た

思

惟

に

よ

っ

て

神

を

表

現

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る

と

い

わ

ね

ぱ

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

す

な

わ

ち

、

神

は

、

無

数

の

属

性

を

も

つ

の

で

あ

る

が

、

わ

れ

わ

れ

人

間

に

は

、

そ

の

う

ち

、

思

惟

と

延

長

と

の

二

つ

の

属

性

き

り

知

ら

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

思

惟

と

延

長

と

の

二

方

面

よ

り

、

神

を

比

ゆ

的

に

表

現

す

る

よ

り

仕

方

な

い

の

で

は

な

い

か

。

ま

ず

、

延

長

の

方

面

に

お

い

て

は



千
変
万
化
す
る
波
に
対
す
る
大
海
と
し
て
思
惟
の
方
面
に
お
い
て
は
、
わ

れ

わ

れ

の

多

種

多

様

な

思

惟

の

所

依

と

し

て

、

比

ゆ

的

に

神

を

表

現

す

る

こ

と

が

、

は

た

し

て

可

能

で

あ

ろ

う

か

。

直

観

智

と

は

人

間

知

性

の

完

成

で

あ

る

が

、

「

わ

れ

わ

れ

の

精

神

は

、

も

の

を

知

性

的

に

認

識

す

る

か

ぎ

り

、

思

惟

の

永

遠

な

る

様

態

で

あ

り

、

こ

れ

は

思

惟

の

他

の

永

遠

な

る

様

態

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

、

後

者

は

さ

ら

に

他

の

も

の

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

、

か

く

し

て

無

限

に

す

す

み

、

こ

の

よ

う

に

し

て

、

こ

れ

ら

す

べ

て

の

様

態

は

合

し

て

神

の

永

遠

無

限

な

る

知

性

を

構

成

す

る

。
」

と

い

わ

れ

る

よ

う

に

、

身

体

的

に

は

、

大

海

に

浮

ぶ

泡

に

す

ぎ

な

い

人

間

も

直

観

智

を

も

つ

こ

と

に

よ

っ

て

、

神

に

連

な

る

自

由

な

主

体

に

な

れ

る

の

で

あ

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

こ

の

よ

う

に

、

人

間

の

完

全

性

を

精

神

の

向

上

、

す

な

わ

ち
、
　
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
か
ら
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
へ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
か
ら
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
へ

と

い

う

認

識

力

の

向

上

と

考

え

て

い

た

の

で

あ

る

が

、

人

間

の

完

全

性

へ

移

行

す

る

時

の

感

情

は

喜

び

に

他

な

ら

な

い

。

と

こ

ろ

が

ス

ピ

ノ

ザ

に

お

い

て

、

人

間

の

完

成

と

は

直

観

智

を

も

つ

に

至

っ

た

精

神

な

の

で

あ

る

か

ら

、

直

観

智

に

と

も

な

う

喜

び

が

人

間

の

も

ち

え

る

最

高

の

喜

び

な

の

で

あ

る

。

直

観

智

と

し

て

の

人

間

精

神

は

、
人

間

最

高

の

喜

び

の

原

因

と

し

て

、
自

己

の

存

在

と

本

質

の

根

源

で

あ

る

神

の

観

念

を

み

い

だ

す

の

で

あ

る

か

ら

、

神

に

対

す

る

愛

が

生

じ

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

、
神

の

こ

の

知

的

愛

は

、
た

ん

に

人

間

精

神

の

神

に

対

す

る

愛

で

あ

る

ば

か

り

で

は

な

く

て

、
実

は

、
神

の

一

部

分

で

あ

る

人

間

精

神

を

原

因

と

し

た

神

の

自

己

愛

な

の

で

あ

り

、

そ

の

原

因

と

し

て

の

人

間

に

対

す

る

神

の

愛

で

も

あ

る

。
「

こ

の

帰

結

と

し

て

、

神

は

自

己

自

身

を

愛

す

る

限

り

に

お

い

て

人

間

を

愛

し

、

従

っ

て

又

、
人

間

に

対

す

る

神

の

愛

と

神

に

対

す

る

精

神

の

知

的

愛

と

は

同

一

で

あ

る

。
」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ
の
ａ
ｍ
ｏ
ｒ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
　
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
帰
結
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
西
洋
哲
学
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
一
つ
は
a
m
-

ｏ

ｒ

　

Ｓ

ａ

ｐ

ｉ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉ
ａ

で

あ

り

、

他

方

は

ａ

ｍ

ｏ
ｒ

　

Ｄ

ｅ

ｉ
　
ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌ

ｅ

ｃ

ｔ
ｕ

ａ

ｌ
ｉ

ｓ

で

あ

る

。

こ

の

根

底

に

は

ｅ
ｘ

　
ｎ

ｉ
ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

　
ｎ

ｉ
ｈ

ｉ
ｌ

の

原

理

と

ｎ

ｉ
ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

　
ｃ
ｕ

ｎ

ｃ

ｔ
ａ

の

原

理

と

の

差

異

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

、

ス

ピ

ノ

ザ

の

神

は

、

表

面

的

に

は

ユ

ス

モ

ポ

ロ

ジ

カ

ル

な

も

の

の

よ

う

に

も

み

え

る

が

、

か

れ

自

身

、

心

情

的

に

は

ヘ

プ

ラ

イ

の

神

を

想

念

し

て

い

る

よ

う

に

も

お

も

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

に

お

い

て

、

神

は

、

絶

対

に

無

限

な

る

実

有

、

換

言

す

れ

ば

、

各

々

が

永

遠

、

無

限

の

本

質

を

表

現

す

る

無

限

に

多

く

の

属

性

か

ら

成

っ

て

い

る

実

体

と

解

さ

れ

て

い

る

。
万

物

は

こ

の

神

の

変

状

と

し

て

あ

り

、
神

の

一

変

状

で

あ

る

人

間

は

そ

の

知

性

を

完

成

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

神

に

結

び

つ

く

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

知

性

の

完

成

が

そ

の

ま

ま

救

い

に

つ

な

が

り

、

解

説

に

な

っ

て

い

る

と

も

考

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

解

脱

（

ｖ

ｉ
ｍ

ｏ

ｋ

ｓ
ａ

）

と

は

、

本

能

に

基

づ

く

心

の

動

揺

（

煩

悩

）

に

心

を

縛

ら

れ

て

い

る

状

態

か

ら

脱

し

て

自

由

に

な

る

こ

と

で

あ

る

が

、

華

厳

経

に

お

い

て

も

、

ス

ピ

ノ

ザ

哲

学

以

上

に

、

般

若

（

ｐ

ｒ
ａ

ｊ
ｎ

ａ

）

が

解

脱

に

つ
な
が
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

華

厳

経

の

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

完

本

は

ま

だ

発

見

さ

れ

て

い

な

い

よ

う

で

あ
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る
が
、
六
〇

巻
本
と
八
〇

巻
本
の
二
種
の
漢
訳

が
あ
り
、

さ
ら
に
国
訳
一
切

経
に
六
〇
華
厳
と
八
〇
華
厳
と

が
あ
る
。
以

下
、
八
〇
華
厳
の
十
地
品
と
如

来

出
現
品

を
て

が
か
り
と
し
て
、
華
厳
経
に

お
け
る
求
道
の
形
態

を
考
察

し

た
い
。
道
（
m
a
ｒｇ
ａ
）

と
は
涅
槃
に

趣
く

べ
き
修
行

の
法
則

を
い
い
、

古
代

中

国
思
想
に

お
い
て

は
、
道
の
意
味

は
、
こ
れ
と
少

し
く
異

っ
て

い
る
よ

う

で
あ

る
が
、

こ
こ
で

ふ
れ
る
こ
と

は
で
き

な
い
。
こ
の
道
に
つ
い
て

、
梁
訳

摂
大
乘
論
の
初

め
に「
こ

の
無
分
別

智
に

二
種
あ
り
。
一
に
加
行
無
分

別
智
は

い

は
く
尋

思
等
の
智
な
り

。
す

な
は
ち
、
こ
れ
道
の
因
な
り
。
二

に
無
分
別

智

は
、
す

な
は
ち
、
こ
れ
道

の
正
体

な
り

。
三
に
無
分
別

後
智
は
、
す
な
は

ち
、

こ
れ
出

観
の
智
と
し
て

、

い
は
く
道
の
果
な
り
。
」

と
い
わ
れ
て

い
る

そ
う
で

あ
る
が
、
華
厳
経
に
お
い
て
は
い
か
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

華
厳
経

は
九
会
三
九
品

か
ら
成
る
が
、
そ
の
求
道
の
形

態
は
、
信
、
解
、

行
、

証
と
い
う
展
開
と
も
み

ら
れ
る
。
又
全
体
の
内
容
に
よ
っ
て
、
世
間
浄

眼
品

か
ら

離
世
間
品
ま
で
と
、
入
法

界
品
の
二
部
に
分
れ
、
一
部
で

は
、
十

信
（

初
心
の
菩
薩
が
起
す

べ
き
信
心
）
、
十
住
（
心
を
安
住

さ
せ

る
と
こ
ろ
）

十
行

（
利
他
行
を
行
ず
る
と
ど

ろ
）
、

十
廻
向

（
己
の
功
徳

を
衆
生
に
廻
向

す

る
と
こ
ろ
）
、
＋

地

（
仏
智
を
住
持
し
、

衆
生

を
荷
負
す

る
こ
と

、
大
地

の
樹
林
に

お
け
る
ご
と
き
と
こ
ろ
）
、

等
覚

、

妙

覚
（
菩

薩
の
究
竟
地

た
る

仏
の
境
地
）
が
説
か
れ
二
部
の
入
法
界
品
で
は
、
善
財
童
子
の
求
道
物
語

と
い
う
形
汞
で

、
一
部
の
内
容

を
証
し
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。
発
菩

提
心
Ｑ

重
要

性
に
う

い
て

は
、
い
ま

さ
ら
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
＋

信
、
十

住
、
十

行
、
十
廻
向
戸
十
地
、
等
覚
・、
妙
覚

と
い
う

求
道
の
展
開

の
う
ち

、
十
地

品

に
お
い
て

菩
薩
の
修
業
の

核
心
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
如
来
出
現
品
に
お
い
て
、

真
実
の
智
慧
に
達
し
た
と
い
う
意
味
で
、
一
応
の
成
道
で
あ
る
と
こ
ろ
の
如

来
の
出
現
が
示

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

菩
薩
の
十
地

は
、
十
地

品
第
二
六
の
六

に
、
大

海
の
十
種
の
相
に
な
ぞ
ら

え
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
歓
喜
地
は
大
願

を
出
生
し
て
漸
次

に
深
き

が
故
に
。
第
一
一
離
垢
地

は一

切
の
破
戒
の
屍

を
受

け
ざ
る

が
故
に
、

第
三
発
光
地
は
世
間
の
仮
名
字

を
捨
離
す
る

が
故
に
、
第
四
焔
慧
地

は
仏
の

功
徳
と
同
一
味
な
る
が
故
に
、
第
五
難
勝
地
は
無
量
の
方

便
神
通
と
世
間
の

作
す
と
こ
ろ

の
衆
の
珍
宝
と

を
出
生
す

る
が
故
に
、
第
六
現
前
地

は
縁
生
の

甚
深
の
理
を
観
察
す
る

が
故
に
、
第
七
遺
行
地
は
広
大

の
覚
慧

を
も
っ
て
善

く
観
察
す
る

が
故
に
、
第
八
不

動
地

は
広
大
な
る
荘
厳
の
事
を
示
現
す

る
が

故
に
、
第
九
善
慧
地

は
、
深
き
解
脱

を
得
て
、
世
間
に
行
き
、
如
実
に
知
り

て
限

を
過
ぎ

ざ
る
が
故
に
、
第
十
法
雲
地

は
、
よ
く
一
切
の
諸
仏

如
来

の
大

法
呀

の
雨

を
受

け
て
厭

足
な
き

が
故

な
り

と
。
こ
の
第
一
歓
喜
地
よ
り
第
十

法
雲
地

に
い
た
る
各
境
地

の
高

ま
る
さ
ま
は
、
同
じ
く
十
地
品
第
二
六

の
六

に
描
か
れ
て

い
る
が
、
こ
の
十
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
菩

薩
が
実
践
す

べ
き
徳
目

が
あ
り
、
菩
薩

は
こ
れ
ら
の
徳
目

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に

向
上
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
徳
目

は
、
順

に
、
布
施
、
持
戒
、
忍

辱
、
精
進
、

禅
定
、
般
若
、
方

便
、
願
、
力
、
智
で
あ
り
、
第
六
現
前
地
に

お
け
る
般
若

を
軸
に
し
て
、
上
求
菩

提
と
下

化
衆
生
と
が
説

か
れ
て
い

る
よ

う
に

お
も
わ
れ

る
。
す

な
わ
ち
、
般
若

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一

応
、
縁
起
と
い
う
普
遍
的
真
理
に
到
達
ず
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、
方
便
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以
下

は
、
い
わ

ば
、
宗
教

の
方
法

論
あ
る
い
は
宗

の
教

と
し
て

、
い
か
に
般

若

の
理
想

を
実
現

し
て
い

く
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
又

智
慧
の
方
面

か
ら
み

る
と
、
菩

薩
の
求
道
は
分

別
智
よ
り
無
分
別
智
へ

、
さ
ら
に
無
分
別

後

得
智
へ

の
展
開

と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第

六
現
前
地
に
お
け

る
般
若

は
無
分
別

智
と
解
せ
ら
れ
、
第

七
遠
行
地

よ
り
第
十
法

雲
地
へ

は
無

分
別

後
得
智

の
完
成
へ

の
努
力

と
み
な
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

川
田

博
士
に

よ
れ
ば
、
華
厳
経
の
第
一
部
は
、
能
摂
如
来
の
出
現
の
因
果

の
縁
起

を
開
示

し
、
第
二

部
は
、
所
摂
如
来
の
出

現
の
因

果
の
縁
起
を
開
示

し
、
こ
の
両
部

よ
り
成
る
経
は
、
覚
者
の
自
証
法

と
そ
れ

が
基
づ
く
本
住
法

す

な
わ
ち
、
法
界

を
唯
心
縁
起
と
し
て

教
え
る
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で

、
菩

薩
は
、
十
地

を
過
ぎ
て
も
な
お
究
極
の
原
因

を
求
め
如
来
出
現

品
に
お
い
て
、
そ
れ
を
み
い
だ
す
と
お
も
わ
れ
る
。
如
来
出
現
品
に
お
い
て

は
、
如
来
の
身
相
、
言
音
、
心
意

の
境
界
、
所
行
の
行
、
成
正
覚
、
転
法
輪
、

入
般
涅
槃
、
見
聞
し
親
近
し
て
生
ず

る
と
こ
ろ
の
善
根

が
、
順
に
示

さ
れ
る

こ

と
に
よ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
菩

提
に
達
し

た
い
と

お
も
う
者

を
疑
惑
な
く
、

菩
提
へ
の
行
に
入
ら
せ

る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に

お
も

わ
れ
る
。
た

と
え

ば
、
如
来

の
心
意

に
か
ん
し
て

は
、
「
一
切

の
世
間
、
出
世
間

の
智

の

所
依
と
な

っ
て
、
し

か
も

如
来

の
智
に

は
所
依
な
し
。
如
来

の
智

慧
は
、
三

世

の
一
切
衆
生
、
一
切

の
国
土

、
一
切

の
劫
数
、
一
切

の
諸
法

を
分
別

し
て

知

ら
ざ
る

な
し
。
智
慧
平

等
に
し
て
、
こ

と
ご
と
く
明
達
す

る
が
故

な
り

。」

と

か
「
如
来
の
智
慧

は
と
こ
ろ

と
し
て
至

ら
ざ

る
こ
と
な
し
。
一

切
の
衆
生

と

し
て
具

さ
に
如
来

の
智
慧

を
有
せ

ざ
る
も
の
な
し
。
た

だ
妄
想
転
倒

の
執

着

を

以

て

証

得

せ

ず

。

も

し

妄

想

を

離

れ

れ

ば

、

一

切

智

、

自

然

智

、

無

礙

智

は

、

す

な

は

ち

現

前

す

る

こ

と

を

得

ん

。
」

と

い

わ

れ

る

。

こ

の

言

葉

は

わ

れ

わ

れ

の

一

切

の

思

惟

も

そ

れ

が

生

じ

て

く

る

所

依

が

あ

る

こ

と

を

い

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。
さ

ら

に

、
如

来

の

成

正

覚

は

「

一

念

の

中

に

お

い

て

、

こ

と

ご

と

く

、

三

世

の

一

切

の

諸

法

を

知

る

。
」
　

こ

と

と

い

わ

れ

る

の

で

あ

り

、

こ

の

一

切

智

よ

り

「

如

来

の

正

覚

を

成

ず

る

時

、

そ

の

身

中

に

お

い

て

、

あ

ま

ね

く

、

一

切

衆

生

の

成

正

覚

を

み

、

な

い

し

、

あ

ま

ね

く

、

一

切

衆

生

の

入

涅

槃

を

み

る

。

皆

同

一

性

な

り

。
」

と

の

は

な

は

だ

理

解

に

苦

し

む

こ

と

が

い

わ

れ

る

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

一

成

一

切

成

を

あ

ら

わ

す

も

の

と

み

な

さ

れ

る

。

こ

れ

ら

の

意

味

す

る

こ

と

は

、

『
正

法

眼

蔵

』

弁

道

話

に

あ

る

「

も

し

人

一

時

な

り

と

い

ふ

と

も

、

三

業

に

仏

印

を

標

し

、

三

昧

に

端

座

す

る

と

き

、

遍

法

界

み

な

仏

印

と

な

り

、

尽

虚

空

こ

と

ご

と

く

さ

と

り

と

な

る

。
」

と

い

う

こ

と

と

別

も

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

考

察

し

て

く

る

と

、

如

来

出

現

品

に

お

い

て

、

菩

薩

は

、

究

極

の

原

因

と

し

て

縁

起

を

体

得

し

、

そ

れ

を

さ

ま

ざ

ま

な

言

葉

で

表

現

し

て

い

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

す

な

わ

ち

、

如

来

の

出

現

は

、

縁

起

と

い

う

本

枉

法

で

あ

る

真

理

そ

の

も

の

の

人

に

依

る

出

現

で

あ

る

。

川

田

博

士

は

、

大

乘

入

楞

伽

経

を

引

用

し

て

、

自

証

法

と

本

枉

法

を

次

の

よ

う

に

示

し

て

い

る
。
「
い
か
な
る
が
自
証
法
（
ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ｙ
ａ
ｔ
ｍ
ａ
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
ｔ
ａ
）
　
ぞ
。
い
わ
く
諸
仏

の

証

し

た

る

と

こ

ろ

の

も

の

を

わ

れ

も

又

同

じ

く

証

し

て

増

さ

ず

、

減

せ

ず

、

証

す

る

智

の

行

く

所

は

、

言

説

の

相

を

離

れ

、

分

別

の

相

を

離

れ

、

名

字

の

相
を
離
れ
た
り
。
い
か
な
る
が
本
枉
法
（
ｐ
ａ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｉ
ｔ
ｉ
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a
ｔ
ａ
）
　
ぞ
。

１ 円



. 丶 ．

い

わ

く

、
法

の

本

性

は

金

な

ど

の

鉱

に

在

る

が

如

し

。
も

し

は

仏

出

世

す

る

も

、

も

し

は

出

世

せ

ざ

る

も

、

こ

れ

ら

の

諸

法

の

法

住

は

、

法

位

は

、

法

界

は

、

法
性
は
皆
こ
と
ご
と
く
常
住
な
り
」
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
如
来
の
出
現
と
は
、

本

住

法

が

自

証

法

と

成

っ

て

出

現

す

る

こ

と

で

あ

り

、

菩

薩

は

な

が

い

道

程

を

経

て

、

よ

う

や

く

成

道

を

達

成

し

、

如

来

の

出

現

と

な

る

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

如

来

出

現

品

に

お

け

る

如

来

の

出

現

は

解

の

最

終

段

階

を

示

し

て

い

る

と

い

わ

れ

る

が

華

厳

経

に

お

い

て

は

、

さ

ら

に

、

離

世

間

品

の

行

と

、

入

法

界

品

の

証

と

つ

づ

く

こ

と

を

考

え

あ

わ

せ

る

と

、

華

厳

経

に

お

け

る

求

道

の

形

態

は

、

き

び

し

く

も

、

み

ご

と

な

も

の

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

四

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
影
響
と
は
別
に
、
自
然
（
n
a
t
u
r
a
）
の

概
念
に
つ
い
て
Ｂ
ｒ
ｕ
ｎ
ｏ
か
ら
示
唆
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
B
r
u
n
o
ｏ
は

E
r
i
u
g
e
n
a
よ
り
、
E
r
i
u
g
e
n
a
よ
り
、
E
r
i
u
g
e
n
a
　
は
　
D
i
o
n
y
s
i
u
s
　
Ａ
ｒ
ｅ
ｏ
ｐ
ａ
ｇ
ｉ
ｔ
ａ
よ
り
、
Ｄ
ｉ
ｏ
-

ｎ
ｙ
ｓ
ｉ
ｕ
ｓ
　
Ａ
ｒ
ｅ
ｏ
ｐ
ａ
ｇ
ｉ
ｔ
ａ
は
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
Ｐ
ｒ
ｏ
ｋ
ｌ
ｏ
ｓ
よ
り
、
受
け
つ
ぐ
も

の
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
P
l
o
t
i
n
o
s
よ
り
 
B
r
u
n
o
へ
の

一

連

の

思

想

を

神

秘

思

想

と

よ

べ

る

と

す

れ

ば

、

ス

ピ

ノ

ザ

の

思

想

に

も

こ

の

神

秘

思

想

が

流

れ

こ

ん

で

い

る

と

考

え

て

よ

い

の

で

は

な

い

か

。

神

秘

思

想

に

つ

い

て

は

そ

の

性

格

づ

け

を

さ

ら

に

は

っ

き

り

さ

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

が

、
そ

こ

に

は

神

か

ら

で

た

万

物

が

、
ふ

た

た

び

な

ん

ら

か

の

仕

方

で

神

に

帰

還

す

る

と

い

う

図

式

を

み

い

だ

す

こ

と

が

で

き

る

と

お

も

わ

れ

る

。

と
こ
ろ
で
、
西
洋
に
お
け
る
神
秘
思
想
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
重
大
な
鍵
を

に
ぎ
る
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
思
想
に
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
や
華
厳
経
か
ら
の
影

響

が

み

う

け

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

詳

細

な

実

証

的

研

究

は
今
後
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
古
代
イ
ン
ド
思
想
の
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
思

想

へ

の

影

響

の

程

度

に

よ

っ

て

は

、

西

洋

哲

学

の

理

解

に

対

し

て

新

た

な

袒

点

を

投

げ

か

け

る

も

の

と

な

る

で

あ

ろ

う

。

又

、

禅

や

密

教

と

華

厳

経

と

の

関

連

に

つ

い

て

は

、

諸

説

が

あ

り

、

さ

ら

に

解

明

さ

れ

ね

ぱ

な

ら

な

い

こ

と

が

多

く

あ

る

に

違

い

な

い

。

い

ず

れ

に

し

て
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
お
け
る
神
秘
思
想
の
性
格
づ
け
と
そ
れ
か
ら
、
神

秘

思

想

の

思

想

形

態

と

華

厳

経

と

の

関

連

が

よ

り

広

い

視

野

の

下

に

研

究

さ

れ

る

こ

と

が

必

要

で

あ

ろ

う

と

お

も

わ

れ

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

と

華

厳

経

と

の

直

接

的

な

か

か

わ

り

は

な

い

が

、

そ

の

思

想

の

生

れ

て

く

る

社

会

的

環

境

と

し

て

は

両

者

と

も

、

比

較

的

コ

ス

モ

ポ

リ

タ

ン

的

で

あ

っ

た

と

い

え

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

両

者

と

も

伝

統

的

教

義

に

縛

ら

れ

ず

に

、

自

由

に

思

索

を

展

開

し

、

知

性

の

完

成

が

そ

の

ま

ま

救

い

に

つ

な

が

る

と

い

う

共

通

地

盤

を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

し

か

し

、

知

性

の

完

成

が

解

脱

に

つ

な

が

る

と

い

っ

て

も

、

そ

の

道

と

し

て

の

愛

知

と

求

道

に

は

微

妙

な

差

異

が

あ

る

も

の

と

お

も

わ

れ

、

従

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

到

達

点

と

し

て

の

ス

ピ

ノ

ザ

の

神

と

華

厳

経

に

お

け

る

如

来

と

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

性

格

の

相

違

が

あ

る

も

の

と

お

も

わ

れ

る

。

前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
愛
知
は
、
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
よ
り
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
o

へ
、
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
よ
り
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
 
i
n
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
へ
と
認
識
力
を
高
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
知
の
完
成
で
あ
る
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
に



よ

る

ａ

ｍ

ｏ
ｒ

　
Ｄ

ｅ

ｉ
　
ｉ
ｎ

ｔ
ｅ
ｌ
ｌｅ
ｃ

ｔ
ｕ
ａ

ｌ
ｉｓ

か

れ

の

思

索

の

到

達

点

で

あ

り

救

い

と

も

な

っ

て

い

る

と

お

も

わ

れ

る

。

こ

の

際

、

ｒ
ａ

ｔ
ｉｏ

よ

り

ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ｉａ

ｔ
ｕ

ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
　

へ

の

飛

躍

が

い

か

に

し

て

可

能

に

な

っ

た

か

は

興

味

あ

る

問

題

で

あ

る

が

、

ス

ピ

ノ

ザ

の

ｓ
ｕ

ｂ

　
ｓ
ｐ

ｅ
ｃ
ｉ
ｅ

　
ａ

ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ

ｉ
ｔ

ａ
ｔ
ｉｓ

と

い

う

言

葉

や

、

神

を

根

源

と

す

る

一

種

の

因

果

律

に

よ

っ

て

万

物

を

考

察

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

推

測

す

る

と

、

ス

ピ

ノ

ザ

が

し

ば

し

ば

部

屋

に

閉

じ

込

っ

て

瞑

想

し

て

い
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ｍ
ｅ
ｄ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
に
よ
っ
て
実
体
把
握
を

可
能
に
さ
せ
る
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
が
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う

か

。

ｓ
ｃ

ｉ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉａ

　
ｉ
ｎ

ｔ
ｕ

ｉｔ
ｉｖ
ａ

の

対

象

で

あ

る

神

は

ｎ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

　
ｎ

ａ

ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ

ｓ

と

し

て

又

Ｓ
ｕ

ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

ｔ
ｉａ

と

し

て

理

解

さ

れ

る

。

わ

れ

わ

れ

の

身

体

も

精

神

も

こ

の

ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ

　ｎ
ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ａ
ｎ

ｓ

で

あ

り

Ｓ
ｕ

ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

ｔ
ｉａ

の

属

性

の

変

状

（

ａ

ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
 ｉｏ

）

と

し

て

考

え

ら

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

人

間

の

知

性

も

神

の

無

限

な

る

思

惟

の

大

海

に

浮

ん

で

い

る

に

す

ぎ

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の

よ

う

な

人

間

の

知

性

も

、

そ

の

完

成

で

あ

る

ｓ
ｃ

ｉｅ
ｎ

ｔ
ｉ
ａ

　
ｉｎ

ｔ
ｕ

ｉ
ｔ
ｉｖ
ａ

と

な

っ

て

は

じ

め

て

神

の

無

限

な

る

思

惟

に

つ

ら

な

り

、
そ

こ

に

お

い

て

ａ
ｍ

ｏ
ｒ

　

Ｄ

ｅ

ｉ
　
ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌｅ

ｃ
ｔ
ｕ
-

ａ

ｌ
ｉ
ｓ

も

可

能

と

な

り

、

人

間

の

主

体

性

も

成

立

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

こ

に

は

、

神

か

ら

で

て

神

に

帰

る

と

い

う

神

秘

思

想

の

図

式

を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

華

厳

経

に

お

い

て

は

、
十

信

、

十

住

、

十

行

、
十

廻

向

、
十

地

、

等

覚

、
妙

覚

が

求

道

の

行

程

に

な

る

と

お

も

わ

れ

る

。

と

く

に

十

地

は

菩

薩

道

の

中

心

で

あ

り
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
般
若
、
願
、
力
、
智
と
い
う
菩

薩

の

完

成

さ

せ

る

べ

き

徳

目

を

み

る

と

、

単

な

る

客

観

的

知

識

の

獲

得

と

は

違

っ
た

、

す

ぐ

れ

た
実

践

道

、
す

な

わ

ち

、

主

体

の

向
上

が
み

ら

れ

る
。

た

と
え
ば
、
十
地
品
の
第
六
現
前
地
で
完
成
さ
れ
る
般
若
（
ｐ
ｒ
ａ
ｊ
ｎ
ａ
）
　
は
い
う

ま
で

も

な
く

、

戒

、
定

に
支

え

ら

れ

た

慧

で

あ

荅

と

い

う

意
味

で

は
ス

ピ
ノ

ザ

の

ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
　
ｉｎ
ｔｕ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

が

、

は

た
し

て

、

な

ん

ら

か

の
戒

や

定

に

支

え

ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
さ
ら
に
検
討
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
お
ろ
う
。
般

若

と
深

い

か

か

わ
り

の

あ

る
観

（
ｖ
ｉｐ
ａ
ｓ
ｙ
ａ
ｎ
ａ
）
　
は

、

心

を
練

っ
て

一
切

の

外

境

や

乱

想

に

動

か

さ

れ

ず

、

心
を

特

定

の

対

象

に

そ

そ

ぐ

こ

と

に
よ

っ
て

正

し

い

智

慧

を

お

こ

し

、

対

象

を

観

る

こ

と

と

い

わ

れ

、

又

ス

ピ

ノ

ザ
の

ｓ
ｃ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
　
ｉｎ
ｔｕ
ｉｔ
ｉｖ
ａ

、

神

の
若

干

の
属

性

の
形

相

的

本
質

の

妥
当

な

観

念

か

ら

、

事
物

の

本

質

の
妥

当
な

認

識

へ

す

す

む

も

の

と

さ

れ

る

。

ス

ピ
ノ

ザ

が
知

性

の
改

善

に

つ

い

て
言

及

し

て

い

る

際

、

若
干

の

生
活

規

則
に

ふ

れ

た
り

、

受

働

感

情

の

生

活

よ
り

能

働

感

情

の

生

活

へ

の

移

行

を

重

視

し
て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

判

断

す

る

と

、
華

厳

経

に

お
け

る

、

施

、

戒

、

忍
、

進

と

い

う

明

瞭

な

段

階

的

な

戒

で

は

な

い

に

し

て
も

、
ｍ
ｅ
ｄ
ｅ
ｔａ
ｔ
ｉｏ

を
準

備

さ

せ

る

も

の

が
あ

っ

た
と

い

え

る

の

で

は

な

い
で

あ

ろ

う

か
。

そ

し

て

、
定

な
い

し
三
昧
（
s
a
m
a
d
h
i
）
が
心
の
一
境
に
住
し
て
動
ぜ
ざ
る
状
態
を
い
う
の
に

対

し

て

、

ス

ピ
ノ

ザ
思

想

と

深

い

か

か
わ

り

の

あ

る
神

秘

思

想

に

お

い

て

は
、

ｍ
ｅ
ｄ
ｅ
ｔａ
ｔ
ｉｏ

の

役

割

は

重
視

さ

れ

て

い

る

。
西

洋

に

お
い

て

、

そ

も

そ
も

、

神

秘

主

義

（
m
ｙ
ｓ
ｔ
ｉｃ
ｉｓ
m
）
　
は
、

ギ
リ

シ
ヤ

語

の
秘

密

の
儀

式

を

意
味

す

る

m
ｙ
ｓ
ｔ
ｉ
ｋ
ｏ
ｓ
　
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
神
の
本
質
と
か
存
在
の
究
極
の
根

源

は

、

ま

っ

た
く

直

接

的

に

会

得
す

る

ほ

か

な

い

と
主

張

す

る
も

の

で

あ

る
。

神

と

融
合

し

た

い

と

い

う

宗
教

的

念

願

か

ら

お

こ

っ

た

こ

の
神

秘

思

想

は

／



P
ｙ
ｔ
ｈ
ａ
ｇ
ｏ
ｒ
ａ
ｓ
　
に

始

ま

る

と

さ

れ

、

新

ピ

タ

ゴ

ラ

ス

派

を

経

て

新

プ

ラ

ト

ン

派

に

入

っ

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

従

っ

て

、

方

法

に

お

い

て

若

干

の

相

違
が
あ
っ
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
、
や
は
り
、
な

ん

ら

か

の

戒

や

定

が

関

与

し

て

い

る

と

い

っ

て

よ

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

ス

ピ

ノ

ザ

の

神

は

、

絶

対

に

無

限

な

る

実

体

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

神
は
、
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｕ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ａ
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
華
厳
経

に
お
い
て
は
本
住
法
と
し
て
縁
起
（
ｐ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｔ
ｙ
ａ
ｓ
a
m
ｕ
ｔ
ｐ
ａ
ｄ
ａ
）
　
が
考
え
ら
れ

て

い

る

と

お

も

わ

れ

、

こ

の

本

枉

法

を

自

証

法

と

す

る

も

の

が

如

来

で

あ

る

と

み

な

さ

れ

る

。

単

純

な

対

比

は

危

険

で

あ

る

が

、

ス

ピ

ノ

ザ

の

神

が

絶

対

的

な

存

在

者

で

あ

る

の

に

対

し

て

、

本

住

法

を

い

か

に

と

ら

え

る

か

が

今

後

の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
、
人
間
は
、
そ
の
知

性

を

完

成

さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

て

、

す

な

わ

ち

、

永

遠

無

限

様

態

と

し

て

、

神

の

知

性

の

一

部

分

を

な

す

の

で

あ

る

が

、

華

厳

経

に

お

い

て

は

、

解

の

最

終

段

階

に

達

し

た

如

来

は

、

一

切

智

者

と

し

て

、

や

が

て

仏

と

変

ら

な

い

者

に

な

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

る

。

な

お

、

ス

ピ

ノ

ザ

の

愛

知

の

到

達

点

は
a
m
-

ｏ
ｒ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
　
ｉｎ
ｔｅ
ｌ
ｌｅ
ｃ
ｔｕ
ａ
ｌ
 ｉｓ

と

い

う

一

種

の

解

の

段

階

に

留

っ

て

い

て

、

後

に

、

独

断

論

と

し

て

批

判

さ

れ

る

場

合

が

あ

る

の

に

対

し

て

、

華

厳

経

に

お

い

て

は
へ

如

来

の

解

の

内

容

を

、

さ

ら

に

、

行

と

証

と

に

よ

っ

て

固

め

て

い

る

と

も

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

は

宗

教

の

方

法

論

の

問

題

と

な

る

が

、

そ

の

相

違

の

由

来

に

つ

い

て

は

、

詳

細

に

検

討

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

に

考

察

し

て

く

る

と

、

そ

れ

ぞ

れ

の

愛

知

と

求

道

の

到

達

点

と

お

も

わ

れ

る

神

と

如

来

と

は

そ

の

類

似

よ

り

も

相

違

の

方

が

大

き

い

よ

う

に

お

も

わ

れ

る

。

す

な

わ
ち

、

両

者

と

も

、
知

の

完

成

が

」
種

の

解

脱
に

な

っ

て

い

る

点

で

は
共

通

点

が

み

ら

れ

る

が

、
ス

ピ
ノ

ザ

に

あ

っ

て

は

、
人

は
そ

の

ま

ま

神

に

な

れ

る

わ

け

で

は

な

く

て

、
せ

い

ぜ
い

神

の

知

性

の

一
部

分

に

連

な

る

に
す

ぎ

な

い

の

に

対

し

て

、
華

厳

経

に

お
い

て

は

、

人

が

如
来

と

な

る

こ

と

が

、

本

来

的

に

重
要

な

の

で

あ

る
。

以

上

、

わ

れ

わ

れ

は

、

ス

ピ

ノ

ザ
哲

学

と

華

厳

経

を

直

接
比

較

す

る
こ

と

は
で

き

な
い

と

い
い

つ

つ

も

知

ら
ず

知

ら

ず

、

あ

れ

こ

れ

と
対

比

し
て

き

て

し

ま

っ

た
よ

う

で

あ

る

。

み

ず

か
ら

ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｅ
ｒ
ｅ
ｎ

し

つ

つ
普

遍

的

な

根

源

的

な

真

理

認
識

を

め

ざ
す

場

合

に

は

や

は
り

、
対

比

も

必

要

な
の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う

か
。

五

川

田

博
士

は

比

較

哲

学

の

課

題

に

つ
い

て

次

の

四

点

を

あ

げ

て

お

ら

れ

る
。

第

一

に

、
諸

哲

学

又

は

諸

思

想

の

比

較
科

学

を
成

立

さ

せ

る

こ

と

、
第

二
に

、

真
理
性
な
ど
の
規
準
に
よ
っ
て
、
重
大
な
選
択
、
選
取
、
選
捨
が
な
さ
れ
る
こ

と

、
第

三

に

、
選

取

さ

れ

た

も

の

が

選
捨

さ

れ
た

諸

他

の

哲

学

と
問

答

を

つ

づ

け

、
第

四

に

、
そ

れ

に

よ

っ

て

、
可

能

な

ら

ば
、
究

極

の

一

を

み
い

だ
す

こ
と

で

あ

る

と

。
こ

れ

を

て

が

か

り

と

し

な

が
ら

、
ス

ピ
ノ

ザ

思

想

と
華

厳

経

と

の
か

か

わ
り

に

つ
い

て

少

し

ふ

れ

て
み

た
い

。

ス

ピ

ノ

ザ

が
直

接

、
華
厳

経

を

読

ん

だ

こ

と

は

な

い

の

で

、
両

者

の
直

接

の
比

較

は

で
き

な
い

し

か
し

な

が

ら

、
西

洋

に

流

れ

る
神

秘

思

想

に

お
け

る

ス

ピ

ノ

ザ
と

プ

ロ
チ

ノ

ス
と

の

位

置
づ
け
、
（
西
洋
神
秘
思
想
の
性
格
づ
け
の
研
究
。
直
接
影
響
関
係
に
あ
る
神



秘
思

想
家
相
互

の
比

較
研

究
と
神
秘

思
想
史

の
確
立

の
問
題

。）
プ
ノ

ロ
チ
ス

の
ギ
タ

ジ
ヤ
哲
学
の
受

容
以
外

に
、
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ

ド
や
華
厳

経
か
ら
影
響

を
受

け
た
と
い
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
の
実
証
的
研

究
。（
影
響
を
受

け
て

い
る

か
ど
う
か
の
認
定
と
、
影
響
を
受

け
て
い
る
場
合
の
、
い
か
に
し
て
、
又

い
か

な
る
程
度
に
影
響

を
受
け
て
い
る
か
の
研

究
。）
華
厳
経
と
禅
や
密
教
と
の
相

互
関

連
の
研

究
。以

上
の
研

究
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
普
遍
的
な
、
根
源
的
な
真
理

認
識
を
め
ざ
す
場
合
に
、
豊
富
な
資
料
と
し
て
大
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
2

ス
ピ
ノ
ザ
の
愛
知
と
そ
の
思
索
の
到
達
点
の
吟
味
及

び
真
理
に
照
ら
し
合
わ

せ
た
時
の
ス

ピ
ノ

ザ
思
想
の
真
理
性
。
華
厳
経
に
お
け
る
求
道
の
形
態
と
如

来
に
つ
い
て
の
吟
味
。
い
わ
ゆ
る
本
住
法
と
自
証
法
と
の

ロ
ゴ
ス
化
の
問
題

な
ど
が
今
後
の
課
題
に
な
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
3
究
極
的
真
理
と
し
て
、

た
と
え
ば
、
神
と

か
縁
起
と

か
い
ろ
い
ろ
あ

げ
ら

れ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、

真
理

を
真
理

と
し
て
み
る
眼

も
問
題
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い

わ

ゆ
る
五
眼
や
三
身
四

智
と
い
う
考

え
方
も

参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上

、
ス

ピ
ノ
ザ
の
神
と
華
厳

経
に
お
け
る
如
来
と
い
う
テ
ー
マ
と
愛
知

と
求
道
に
関
す
る
一
考
察
と
い
う
副
テ
ー
マ
で
、
種

々
の
問
題

を
検
討
し
て

き

た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
背
景
を
異
に
す

る
思
想

を
理
解
し
、
対

比

し
、
あ
る
い

は
比
較
す
る
こ
と

は
き
わ

め
て
困
難
で

あ
る
と
い
わ
ね

ば
な

ら
な
い
で
あ

ろ
う

。そ

の
理
由
の

一
端

は
、そ

れ
ぞ
れ

の
民
族

の
背
負

っ
て
い

る
思
惟
構
造

の
差
異

に
あ
る
の
か
も

し
れ

な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、成

熟
し

た
人
間

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
偏
見
や
先
入

観
を
な
く
し
て
、
一
つ
一
つ
の

思
想

を
正

し
く
理
解
し
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
真
理
を
真
理
と
し
て
体
得
す
る
よ

う

な

情

熱

と

勇

気

と

を

保

持

す

る

こ

と

も

大

切

な

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

（

１

）

「

田

中

英

知

太

郎

全

集

２

」

哲

学

初

歩

、

筑

摩

書

房

、

一

八

九

頁
1
0

（

２

）
　

川

田

熊

太

郎

、

『

仏

教

と

哲

学

』

二

五

頁

。

（

３

）
　

ヨ

（

ン

ネ

ス

ー

コ

レ

ル

ス

『

ス

ピ

ノ

ザ

の

生

涯

』

渡

辺

義

雄

訳

、

理

想

社

。

（

４

）
　

ス

ピ

ノ

ザ

「

知

性

改

善

論

」

畠

中

尚

志

訳

、

岩

波

書

店

、

九

頁

。

（

５

）
　

ス

ピ

ノ

ザ

『

エ

チ

カ

』

畠

中

尚

志

訳

、

岩

波

書

店

、

第

五

部

、

定

理

三

六

、

備

考

。

（

６

）
　

前

掲

書

、

『

知

性

改

善

論

』

一

五

～

二

（

頁

。

（

７

）
　

神

と

様

態

と

の

関

係

を

大

海

と

波

と

の

関

係

と

し

て

、

比

ゆ

的

に

い

う

場

合

、

一

即

多

、

多

即

一

の

関

係

を

了

解

で

き

る

も

の

と

お

も

わ

れ

る

。

（

８

）
　

前

掲

書

、

『

エ

チ

カ

』
、

第

五

部

、

定

理

四

〇

、

備

考

。

（

９

）
　

前

掲

書

、

『

エ

チ

カ

』
、

第

五

部

、

定

理

三

六

、

系

。

（
1
0
）
　
末
綱
恕
一
、
『
華
厳
経
の
世
界
』
春
秋
社
。
一
二
頁
。

（

1
1
）
　

川

田

熊

太

郎

監

修

、

中

村

元

編

集

、

『

華

厳

思

想

』

法

蔵

館

、

七

四

頁

。

（
1
2
）
　
前
掲
書
、
『
華
厳
思
想
』
四
九
～
五
〇
頁
。

（
1
3

）
　

か

れ

の

名

の

も

と

に

伝

わ

る

一

群

の

著

作

、

デ

ィ

オ

ニ

シ

ウ

ス

偽

書

が

あ

る
。
こ
れ
に
は
、
D
ｅ
 
ｃ
ａ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
　
Ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ａ
,
　
Ｄ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
「

Ｄ

ｅ

　
m

ｙ
ｓ
ｔ
ｉｃ
ａ

　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｉａ

な

ど

が

あ

る

。

（

1 4

）

神

秘

思

想

に

つ

い

て

は

、

Ｐ
ｙ

ｔ
ｈ
ａ
ｇ
ｏ
ｒ
ａ
ｓ

―
-

Ｐ

ｌａ
ｔ
ｅ
ｎ
 

Ｐ

ｌ
ｏ

ｔ
ｉｎ
ｏ
ｓ

の

流

れ

が

あ

る

と

も

い

わ

れ

る

。

（
1
5
）
　
中
村
元
、
『
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ヤ
と
の
思
想
交
流
』
二
三
一
頁
。

（
1
6

）

『

比

較

思

想

』

第

五

号

、

比

較

宗

教

哲

学

研

究

会

、

一

一

頁

。

（
か
わ
な
べ
・
ま
さ
ゆ
き
、
宗
教
哲
学
・
比
較
哲
学
、

淑

徳

短

期

大

学

講

師

）
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