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鈴
木
大
拙
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋

一
　
「
実

在

」

の

思

想

家

鈴
木

大

拙

鈴
木
大
拙

は

Ｒ
ａ
ｄ
ｉｃ
ａ
ｌ
な
実
在

の
思
想
家
で
あ
る
。
禅

に
哲
学
の
必
要

を

説

く
大
拙

は
西
洋

の
精
神

に
深
く
触

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
禅
を
独
自
に
捉
え

返

し
て
い
く
。
「
禅
と
西

洋
世
界

、
こ

れ

は
大
拙
先
生
の
根
本
状
況
」
で
あ

る
と

い

わ

れ

る

が

、

大
拙

は

禅

的

宗
教

意

識

の
独

自

性

を

原

点

に
日

本

大

乗

仏

教

を
再

解

釈
し

、

独
自

の

仏
教

観

を
形

成

し

た
。

そ

こ

に

は
西

洋

精

神

と

の
比

較

に

よ

る
東

洋

精
神

の

自

覚

が

あ

り

、
こ

の

東

西

の
精

神

の

相

違

が

大

拙
に
よ
っ
て
Ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
統
合
へ
の
独
自
な
思

想

と

な

る

。
東

西

の

相
違

は

一
と

二

の
相

違

で

あ

り

、

東

西

の
統

合

は
一

の

二

と

し
て

の

創
造

的

世

界

に
あ

る

。
大

拙

の
根

源

的

で

徹

底

的

な

心
源

へ

の

思

索

は

。
西

洋

の

二
元

性

を

精
神

と

宗
教

の
全

体

に
わ

た

る
根

本

的

特

徴

と

し

て

理
解

し

た

。

し

か

し

ま

た
大

拙

は
、

こ

の
二

元

性

は

キ
リ

ス
ト

教

に

お

浮
　

田
　

雄
　

一

い
て
実
現
さ
れ

る
べ
き
教
え

の
真
理
に
お
い
て

は
、
一
へ
と
期
待
さ
れ
る
も

の
で
あ

る
と
理
解
す

る
。
仏
教
の
一

は
大
拙
に
よ
っ
て
「
無
分
別
の
分
別
」

と
理
解
さ
れ
る
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
究
極
の
一

は
こ
の
仏
教

の
一
と
決
し
て

異
質

の
も
の
で

は
な
い
。
大
拙
の
統
合
へ
の
思

想
は
、
こ
の
一

に
よ
っ
て
形

成

さ
れ

る
平
和

の
思
想
で
あ
る
。

大
拙

の
東
西
思
想
研
究

は
、
根
本
的
相
違
の
明

確
化
と

徹
底

に
よ

っ
て
本

質
的
差
異

を
捉
え

る
こ
と

に
始
ま
る
。
そ

れ
は
、
西
洋
的
理
性

主
義
と
思

惟

の
方
法

に
対
し
て
日
本
禅
思
想

が
全
く
の
非
理
性
・
反
思

惟
的
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す

る
も
の
で
あ

る
。

ま
た
大
拙
は
禅

の
心
理
学
を
説
く
が
、
し

か
し

そ
の
心

理
学

は
西
欧

の
そ
れ

と

は

異

な

り
、
す

な
わ

ち
禅
の
心
理
学
的
分

析
・
解

釈
と

は
異

な
り
禅

の
心
理
そ
の
も
の
を
表
現
す

る
こ
と
に
よ
る
心
理

学
で
あ

る
。
こ

の
よ
う

な
本
質
的
差
異
の
徹
底
と
禅

の
心
理
そ
の
も
の
の
表

現
・
記
述

が
、
日
本
禅
思
想

を
根
底
に
お
い
て
理
解
さ
せ

る
方
法
と
し
て
大
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拙

の

用

い

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

大

拙

の

東

西

思

想

の

比

較

研

究

は

、

両

者

の

差

異

の

本

質

的

徹

底

的

認

識

理

解

の

上

に

さ

ら

に

同

一

性

・

類

似

性

を

認

め

る

こ

と

に

よ

り

、

真

の

統

合

と

創

造

を

目

ざ

す

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

に

よ

り

大

拙

は

、

比

較

思

想

研

究

の

偉

大

な

先

蹤

で

あ

る

と

い

え

る

。

大

拙

の

東

西

思

想

統

合

の

原

点

は

「

霊

性

論

」
（
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　ｏ
ｆ
　
Ｓ
ｐ
ｉｒ
ｉｔｕ
ａ
ｌ
ｉｔ
ｙ
）

に

あ

る

と

考

え

る

。

し

か

し

本

論

は

、

大

拙

の

東

西

思

想

比

較

研

究

の

第

一

段

階

で

あ

る

東

西

思

想

の

本

質

的

差

異

を

中

心

に

述

べ

る

こ

と

と

す

る

。

大

拙

は

、

東

西

文

化

の

間

に

は

何

か

根

源

的

に

相

違

し

た

も

の

が

あ

る

と

し

て

、

こ

の

問

題

に

多

く

の

研

究

と

発

言

を

行

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

大

拙

は

実

在

の
思

想

家

で

あ

る

。

徹

底

的

に
東

洋

的

に

実

在

を

求

め

た

現

代

の
代

表

的

実

在

の

思

想

家

で

あ

る
。

大

拙

は

”
Ｅ
ｎ
ｌ
ｉｇ
ｈ
ｔｍ
ｅ
ｎ
ｔ
"
（
「
さ

と

ぴ
」
）

と

い

う

論

文

の

中
で

、

さ
と

り

を

求

め

る

仏
教

者

の
探

究

は

「
人

生

は
生
き

る
に
値
す

る
か
。
人
生
の
意
義
は
何
で

あ
る
か
。
我

々
は
ど
こ

か

ら
来

た
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
へ
行

く
か
」

と
い
う
問
い
で

あ
り
、
そ
し
て
さ

ら

に
「
こ

の
よ
う
な
問
い
を
な
す

、
こ
の
私

と
は
何
な
の
か
。
何

か
こ

の
世

の
外

に
発
動
者
が
あ

っ
て

、
こ
の
世

を
操
り
、
お
の
れ
の
気

ま
ぐ

れ
を
満
た

モ

う
と
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と

問
う
人

生
の
究

極
の
運
命

へ
の
哲

学
的
問

い
で
あ

る
と
い
う
。
そ
れ
は
唯
一

の
同
一
根
源
で

あ
る
実
在
を
問

う
問
い

に

収
斂
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
へ
の
問
い
は
多
く
の
哲
学
者
や

宗
教
的
人

人

に
よ

っ
て
問
わ
れ
て
き

た
も
の
で

あ
る
が
、
問
い

の
傾
向
に
お
い
て
東
洋

と
西
洋
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
や
宗
教

者
た
ち
は
、
与
え

ら
れ
た
こ
の
問
題
を
「
与
え
ら
れ
た
ま
ま
、
す

な
わ
ち
客

観
的
に
解
こ
う
と

す
る
。
彼
ら
は
問
わ
れ
た
ま
ま
に
問
題
を
取

り
上
げ
、
与

え
ら
れ
た
よ
う
な
行
き
方
で
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。」
し
か
し
東
洋

の

人

々
は
、
そ
の
問
題
が
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
の
か
と
「
問
題
の
根
源

も
し
く

は
起
源
そ
の
も
の
に
到

り
、
い

っ
た
い
ど
う
し
て
そ
れ
が
問
わ
れ
る
に
い
た

つ
た
か
を
突
き
と
め
よ
う
」
と
す

る
。
問
い
は
質

問
者
そ
の
も
の
に
返

っ
て

、

質
問
者
そ
の
も
の
が
問

わ
れ
る
か
た
ち
で
問
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
東
洋
と

西
洋

に
お
け
る
実
在
を
問
う
姿
勢
の
根
本
的
相
違

が
あ
る
。
東
洋

に
お
い
て

は
、
問
い
は
問
う
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、
切

り
離
さ
れ
て
い

る
間

は
決
し
て
解

決
は
問
う
者
を
訪
れ
な
い
と
大
拙
は
指
摘
す

る
。
こ
の
よ

う
な
大
拙
の
立
場
は
「
西
欧
の
理
性
主
義
、
知
性

を
重
視
す

る
科
学
的
客
観

の
立
場

に
対
し
て
、
終
始
一
貫

、
主
客
を
超
え

る
絶

対

的

な

主
観

の
方

法

（
般
若
＝
超
越
的
知
恵
）
を
対
置
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
拙

は
禅

を
「
西
欧
思
想
と
の
相
補
的
和
解

の
道
具
な
ど
で

は
な
く
、
む
し
ろ
西

欧
の
覚
醒

を
う
な
が
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
。
大
拙
の
西

洋
思
想

の
理
解

は
根
源
的
本
質

か
ら

の
理
解
で
あ
り
、
こ

の
理
解
が
真
の
創

造
的
統
合

の
原
点
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
。
大
拙
の
禅
思
想
紹
介
が
、
西
洋

に
お
け

る
実
在

の
東
洋
的
主
体
的
理
解
へ

の
啓
発
と
な
り
得
た
理
由
も
こ
の

大
拙

の

Ｒ
ａ
ｄ
ｉｃａ
ｌ
に
あ
る
と
い
え
る
。

二
　
思
惟
の
特
徴
―
―
沈
黙
と
雄
弁

洋西と洋東るけおに拙大木鈴

大
拙

は
東
西

の
思
惟
の
特

徴
と
し
て

、
東
洋
的
思
惟
の
感
傷
性
と
西

欧
的



思
惟

の
合
理
性
を
あ
げ
て

い
る
。
思
惟
の
合
理
性

は
対
象
的
思
惟
の
二
元
性

よ

り
な
る
理
性
主
義
で
あ

り
、
そ
れ

は
論
理
性
・
客
観
性
・
体
系
性
と
し
て

捉
え

る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
雄
弁

を
も

っ
て
そ

の
最
大

の
特
徴
と
す
る
と
い

え

る
。
そ
れ
に
対

し
、
日

本
人

の
思
惟

の
特
徴
と
し
て

の
感
傷
性

は
次
の
よ

う
な
特
徴
を
も

っ
て
い
る
。

大
拙
は
「
人
間
は
元
来
情
感
そ

の
も
の
な
の
で
、
意
と

か
知
と

か
い
う
も

の
も
、
み
な
共
に
こ

の
情
感

か
ら
出

た
も

の
」
で
あ

る
と
考
え

る
。
情
感
と

は
大
悲
（
k
a
r
u
n
a
）
の
別
名
で
あ
り
、
「
大
悲
の
体
得
者
は
実
に
人
間
情
感

の
最

後
性
即
ち
そ

の
究
意
性
に
達
し
た
人
」
で
あ

る
。
こ
の
カ
ル
ナ
が
日
本

人

の
感
傷
性
と
し
て
日
本
の
歴
史
を
作
り
上
げ
て

い
る

の
で

あ

る
。
「
感
傷

性

の
芸
術
化

は
日
本
文
化

の
精
華
」
で
あ

り
、
日
本
人

の
多
く
が
感
傷
性
か

ら
な

る
行

為

に
よ

っ
て
自
ら
を
律
し
表
現
し
て

い
る
と

い
え

る
。
す
な
わ
ち
、

日

常

の
情
感
が
深
め
ら
れ
カ
ル
ナ
と

な
る
と
こ
ろ

に
合
理
的
思
惟
と
は
異
質

な
東
洋
的
思
惟

の
特
徴
が
あ
る
の
で

あ
る
。

感
傷
性

に
は
内
容

に
よ
り
深
浅
・
大
小
・
強
弱

等
の
質

的
差
異

が
あ
り
、

時
間
的

に
も
一
時
的
突
発
的
な
激
し
い
も

の
か
ら
深

く
内
面

に
沈
潜
し
後
に

そ

の
結
果

が
現

わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も

あ

る
。
し

か

し
大
拙

は
、
「
感
傷
性

の
、
最

も
深

く
、
最

も
長
く
、
最

も
強
く
、
最

も
大

な
る
も
の
は
、
宗
教
性

を
帯
び
た
も
の
」
で

あ

る
と

考

え
る
。
「
宗
教
性

の
情
感

は
、
…
…
人
間
存

在
の
最

も
深

く
て
真
実
な
と
こ
ろ
」
に
出

る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間

の
感

傷
性

は
こ
の
宗
教
性

に
ま
で
深

め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る

こ
と

に
よ
っ
て
始

め
て
、
自
ら
の
存
在
の
意

味
を
十
分

に
知

る
こ
と
が
で
き

る
の
で

あ
る
。
そ

の
た
め
大
拙
は
「
是

が
非
で
も

、
一
度
は
、
日
常

の
二
元

的
・
分
別

的
・
情
調
的
生
活
か
ら
飛
躍
し
て
出
な
」
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い

う
。
し
か
も
こ
の
飛
躍

は
、
単
に
一
度
の
飛
躍

に
お
い
て
終
了
す

る
と
こ
ろ

の
直
線
的
上
昇

的
完
成
で

は
な
く
、
飛
躍

し
た
世
界

か
ら
現
実
に
回
帰
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

、
現
実
世
界

に
お
い
て

飛
躍
の
真

理
を
生
き
る
と
こ
ろ
の
回

互
性
を
も

っ
た
も
の
で
あ

る
。
大
拙
は
こ
こ
に
二
元
性

の
克
服
と
二
元
の
真

の
意
味
を
説
き
東
西
思
想
統
合

の
原
理
を
お
く
。
禅
か
ら
の
西
洋
の
覚
醒
で

あ
る
。
日
本
的
思

惟
の
特
徴
と
し
て
の
感
傷
性

は
、
こ
の
よ
う
な
二
元
性
・

分
別
性
を
超
越
し
た
生

の
事
実
と
し
て
示

さ
れ
る
。
大
拙
は
こ
れ
を
東
洋
の

芭
蕉
と
西
欧
の
テ
ニ
ス
ン
の
違
い
と
し
て
説
い
て
い
る
。

よ
く
見

れ
ば
薺
花
咲
く
垣
根
か
な
　
　

（
芭
蕉
）

こ
の
句
は
、
芭
蕉

が
田
舎

の
小
道
を
独
り
静

か
に
歩
い
て
い
た
時
、
ふ
と

垣
根
に
見
え
隠

れ
す

る
花
に
気
づ
き
、
近
寄

っ
て
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
何

の
こ
と

は
な
い
小

さ
な
野
草

の
花
だ
っ
た
、
と

い
う
も

の
で
、
特

に
詩
的
な

情
緒
が
あ
る
と

い
う
の
で

も
な
く
事
実
だ
け
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
大
拙
は
、
「
最
後
の
二
つ
の
シ
ラ
ブ
ル
”
か
な
”
に
力
を
入
れ
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
。
大
拙

は
芭
蕉
の
句
を
説
明
す

る
に
当

っ
て
「
自

然
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
言
う
。
日
本
の
歌
人

・
俳
人

の
多
く
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
芭
蕉
は
自
然
詩
人
で
あ
っ
た
。
し

か
も
、
単
に
自

然
を
愛
す

る
に
と

ど
ま
ら
ず
「
自
然
と
一
体
と
な
っ
て

、
自
然
の
鼓
動
を
一
つ
一
つ
自

分

の
血
管
を
通

じ
て
感
得

す
る
」

の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ご
く
身
近
な
自

然
は
、
そ

の
身
近

さ
が
身
体
に
溢
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
芭
蕉
は
「
目
立
た



な
い
、
殆
ん
ど
見

逃
し
て
し
ま
い
そ

う
な
野
草

の
花

の
一
つ
を
発
見

し
た
」

の
で
あ
る
。
ひ

っ
そ
り
と
全
く
無
心
に
何
気
な
く
花
を
開

い
て

い
た
薺
。
ふ

と
立
ち
留
ま

り
よ
く
見
た
芭
蕉
は
、
そ
こ
に
や
さ
し
さ
の
深

み
と
神

々
し
い

輝

き
の
美

を
見
い
出
し
た
。
「
そ
の
（
薺
の
）

謙
虚

さ

そ

の

も

の
、
微

塵
も

見

せ
か
け

の
な
い
美
し
さ
、
そ
れ
が
見

る
人
に
敬
虔
な
讃
美

を
惹
き
起

さ
し

め

ず

に

は

お
か

な

い

。

詩
人

の

目

に

は

薺

の
小

さ

な
花

び
ら

の

一

つ

一

つ

に
、

生

命

の
深

い

神

秘

、

存

在

の

秘

密

が

看

取

せ

ら

れ

る

の

だ
。」
芭

蕉

が

こ

の
時

感

じ

た
も

の

は

「
宇

宙

に
充

ち

満

ち

て

い

る

生
命

の
最

も

深

い

底

に

達

」

す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉

が
感

得
し
た
野
草

の
や
さ
し
さ
と
輝
き
は
「
人
間

の
汚

れ
た
さ
も
し
い
感
情
を
す

っ
か
り
洗
い
落
し
た
」
と
こ
ろ
の
無
限
な
る

も
の
へ
の
畏
怖
と
憧
憬

の
感
情
で
あ
り
、
我

々
は
こ
の
感
情

に
よ
り
「
浄
土

の
荘
厳
と
少
し
も
変
わ
り
の
な
い
世
界

に
高
め
ら
れ
て

い
く
」

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
微
小
な
も
の
の
中

に
最

も
大

き
な
も
の
を
見

る
日
本
詩
人
独
特

の

感

性
が
あ

る
と
大
拙
は
説
く
。

大
拙

は
、
芭
蕉
の
句
に
現

わ
れ
て

い
る
東

洋
の
浄
土

の
荘
厳

に
比
す

べ
き

西
洋

の
詩
人
と
し
て

テ

ニ
ス
ン
の
次

の
詩

を
あ
げ
て
い

る
。

壁
の
割
れ
目

に
花

咲
け

り
、

割
れ
目

よ
り
汝

を
引
き
抜
き
て

我

は
こ
こ

に
、
汝

の
根
ぐ

る
み
す
べ
て
を

我

が
手

の
う
ち
に
ぞ
持
つ

お
お
、
小

さ
な
る
花
よ
、

も
し
我
、
汝
の
何

た
る
か
を

根
ぐ

る
み
何
も
か
も
、
一
切

す
べ
て
を

知

り
得
し
時
こ
そ

我

れ
神
と
人
と
の
何
た
る
か
を
知
ら

ん
。

芭
蕉
と
同
じ
よ
う
に
野
の
草

花
に
目
を
留
め
、
そ

の
草
花
を
通

し
て
真

の

実
在
を
直
観
す
る
テ
ニ
ス
ン
の
詩
に
、
大
拙
は
東
洋
と
は
全
く
異
質
な
西
洋

的
知

の
特
徴
を
認
め
、
二
項
目

に
わ
た

っ
て
説
明
し
て
い
る
。
第
一

に
、
テ

ニ
ス
ン
は
目

に
留

ま
っ
た
花
を
「
そ
の
生
え
て
い
る
場
所

か
ら
抜
き
取
る
」

の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
割
れ
目
よ
り
引
き
抜

い
て
、
汝
の
根
ぐ

る
み
す
べ
て

を
、
我

が
手

の
う
ち
に
ぞ
持
つ
」
と

い
う
。
花
に
と

っ
て
土

は
生
命
の
基
盤

で

あ
り
、
土
か
ら
引

き
離
さ
れ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
死
を
意
味
す
る
が
、
し

か
し
テ

ニ
ス
ン
の
情
熱
は
、
破

れ
た
土
壁
か
ら
花

を
引
き
離
さ
ず
に
は
お
か

な
い
。
そ
こ
に
は
生
命
へ
の
畏
敬

が
花
を
生
き
た
ま
ま
解
剖
し
よ
う
と

す
る

植
物
学
者
の
よ
う
な
分
析

的
・
行
動
的
精
神
が
あ

る
。
し
か
し
芭
蕉

は
、
決

し
て
花
を
引

き
抜
く
こ
と

は
な
く
「
じ

っ
と
よ
く
見
て
い
る
だ
け
」
で
あ
る
。

芭
蕉
は
薺
に
は
触

れ
ず
、
た
だ
じ

っ
と
見
つ
め
る
の
み
で
あ
る
。
芭
蕉

の
心

は
「
言
う
に
言
え

ぬ
何

か
を
感
得
す

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
言
葉

に
は
出
さ

な
い
。」
た
だ
一
個

の
「

か
な
」
に
自
己
の
一
切
の
感
情

を
投
入
し
こ
れ
に
全

て

を
語
ら
し

め
、
そ
し
て
あ
と
は
沈
黙
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
沈
黙

は
最
も

豊
か
な
沈
黙
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
宇
宙
の
生
命
の
最
深
の
も
の
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西

洋
は
雄
弁

に
語
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
東
洋

は
沈

黙

に
よ

っ
て

一
切

を
表
現
す

る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
テ
ニ
ス
ン
は
引
き
抜
い
た
花
を
見
つ
め
て
「
私

は
お
前
が
分
か

″と洋東るけおに拙大木鈴
Ｑ

り

り
り



る
だ
ろ
う
か
」
と
自
ら
の
知
性

に
訴
え
て

い
く

。
そ
し
て
「

も
し
、
私
が
お

前
を
知
り
え

た
な
ら
、
私
は
神
と
人
間

の
何

た
る
か

を

知

る

に

ち

が

い

な

い
」
と

い
う
。
こ
こ

に
は
花
と
対
立
し
、
自
然

か
ら
離
れ
、
神
か
ら
も
引

き

離

さ
れ
た
「
客
観
的
科

学
の
立
場
」

の
テ
ニ
ス
ン
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
芭
蕉
は
、
「
薺
一
杯
に
あ
ふ
れ
て
い
る
全
神
秘
を
―
―
全
存
在
の

根
底
に
通
貫
す
る
神
秘
を
―
―
身
を
も
っ
て
感
得
す
る
」
だ
け
で
あ
る
。
感

銘
の
深
み

に
芭
蕉
は
我
を
忘

れ
て
、
「
思

わ
ず
深

い
詠
嘆
の
声
を
発
す

る
」
。

し
か
し
こ

の
声

は
声
と
な
ら
ず
、
た
だ
同
じ
深
み
を
持
つ
者
が
感
得
し

う
る

実
在
の
神
秘
（
深
み
）
と
し
て
沈
黙
を
色
ど
る
。
こ
の
芭
蕉
の
徹
頭
徹
尾
主

観
的
で
あ
る
態
度
は
、
主
―
客
二
元
性
の
主
観
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
対

立

を
超
え
た
「
絶
対
的
主
観
」
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
花
そ
れ
自
身
が
沈
黙

に
よ

っ
て
自

ら
を
最

も
雄
弁

に
語

っ
て

い
る
の
で
あ

り
、
こ

の
「
花
自
身
の

側

に
生
じ
た
、
沈
黙
の
雄
弁
、
雄

弁
の
沈
黙

が
」
そ

の
ま
ま
芭
蕉
の
心
に
ひ

び
き
、
一
七
音
の
一

句
と

な
っ
た

の
で

あ
る
。

大
拙
は
、
テ

ニ
ス
ン
は
こ
の
「
感

得
の
深

さ
」
に
欠
け
て

い
る
と

い
う
。

テ

ニ
ス
ン
は
ど
こ
ま
で
も
知
性
的
で
あ
り
そ
れ
が
西
欧
の
心
理
と

い
え

る
。

テ

ニ
ス
ン
は
経
験

を
抽
象
化
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
り
、
知
性

の
世
界

に
帰

っ
て

生
命
や
感
情
を
も
分
析
し
言
語
化
せ
ず

に
は
お
れ
な
い
の
で
あ

る
。

そ

の
意
味
で

、
大
拙

は
テ

ニ
ス

ン
を
西
洋
理
性
主
義
の
代

弁
者
で

あ
る
と

い

う
。
真

の
実
在
を
問

う
二
つ

の
道

の
根
本
的
相
違

は
、
芭
蕉
の
主
観
的
・
直

観

的
・
総

合
的
・
未
分
化
的
・
演
繹
的
傾
向
と

、
テ

ニ
ス

ン
の
客
観
的
・
知

性

的
・
分

析
的
・
個
人
的
・
帰
納
的

・
概
念

的
・
休

系
的
傾
向
と
し
て
示

す

こ
と

が
で
き

る
。
問
題
は
芭
蕉
と
テ

ニ
ス
ン
の
差
異
が
、
大
拙

に
お
い
て
東

西
思

想
統
合
の
原
点
に
な

っ
て
い
る
点
で

あ
る
。

三
　

仏
教

と

キ

リ

ス
ト

教

大
拙

は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

の
根
本
的
相
違
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教

の
二

元
性

を
あ
げ
、
そ
の
根

拠
を
権
力

の
思
想
と
時
間
性
の
問
題
と
し
て

説
い
て

い
る
。
権
力
と

は
二
者
間

に
お
け
る
上

か
ら
下

へ

の
力
関
係

で

あ

る

が
。

「
こ
の
権
力
が
基
督
教
の
根
本
意
識
・
思

想
と
な

っ
て
い
る
」
と
考
え
る
。

ユ
ダ
ヤ
教

は
「
神
が
世
界

を
創

っ
た
」
と

信
じ
「
創
り
主
の
神
と
、
創
ら
れ

た

と

考

え

る
万

物

と

の
間

に
、

一

つ

の
支

配

関

係

・
権
力

関

係

を

認

め
て

、

い
わ
ゆ
る
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
が
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
に
対
し
て
力
を
働
か
せ
」
造
物
主
は
被
造

物

を

自

由

に

創

り

か
え

る
よ

う

に

い

う

。

キ

リ

ス

ト
教

で

は
神

は
万

物

に

対

し

て
支

配

権

を

も

ち
人

間

を

自

由

に
使

い

、
そ

し

て

神

に
背

く
者

は
罰

を

受

け

る
。

キ
リ

ス

ト
教

の

「
愛

の
福

音

」

も

そ

こ

か

ら
出

た
教

え
で

あ

る
。

キ

リ

ス

ト
教

は

ユ
ダ

ヤ
教

の
権

力

（
律

法

）

に
対

す

る
ｒ
ｅ
ｓ
ｉｓ
ｔａ
ｎ
ｃ
ｅ
と

し
て

愛

を
唱
え
た
が
、
し
か
し
大
拙
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
律
法
を
捨
て
た
わ
け
で
は

な
く

「
愛

の
中

に
律

法

を

含

め

て

ゆ

こ

う
」

と

す

る
の
で

あ

り

、

こ

の

「
愛

の
中
の
力
」
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
及
び
宗
教
に
及
ぼ
し

た
最

大

の
も

の
で

あ

る
と

指

摘

す

る

。
問

題

は
こ

の

「
愛

が
未

だ

十

分

に

出

て

い

な

い
」

点

に
あ

る
。

仏

教

で

は

「

一
方

で

創

る
と

い

う
も

の
が

あ

る
と

、

そ

の

創

る
と

い

う
と

こ

ろ

に

、

創

っ
た

も

の
と

創

ら
れ

た
も

の
と

が
一

つ

に

な
る
」
と
考
え
る
。
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
と
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
　
が
一
つ
に
な
る
の
で
あ
り
、
力



の
思

想
は
生

ま
れ
な
い
。

ま
た
大
拙

は
「
キ
リ
ス
ト
教

は
、
歴

史
的
に
時
間

の

中

に

刻

み

込

ま

れ

て
」

お
り
、
し
か
も
そ

こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
思
想
が
あ
る
と
す
る
。
そ

れ
故

キ
リ
ス
ト
の
人
間

に
対
す

る
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ

ス
ト
教

は
キ
リ
ス
ト
を

ヨ
ー
ロ

で
（

と

い
う
空
間
に
釘
づ
け
し
、
ま
た
今
か

ら
二
千
年
前
と

い
う
時
間

の
中

に
刻
み
つ
け
そ
の
意
味

を
特

殊
化

す
る
こ
と

に
よ
っ
て
歴

史
性

を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
仏
教

は
、
創
造
者

と
し
て

の
仏

に
特
殊

の
位
置

を
与
え
ず
神
も
認
め
な
い
。
そ
れ
故
時
間
・
空

間

の
制
約
を
受
け
な
い
。
こ

の
差
異
は
大
き
い
と

い
え

る
。
す

な
わ
ち

、
誰

で
も
が
キ
リ
ス
ト
に
成
り
得
る
の
で

あ
り
、
特

に
「

キ
リ

ス
ト

に
天
啓
的
な

も
の
を
見

な
い
」

の
で

あ
る
。
「
神

は
時
間
と
空
間
を
超
越

し

て

而
も

時
間

の
中
に
空
間
の
中
に
自
ら
を
表
現
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
立
場
で

あ
る
。」
キ
リ
ス
ト
教
の
根
底
に
は
時
間

・
空
間

に
拘
束
さ
れ
た
「
有
」
の
思

想
が
あ
る
が
、
仏
教
の
根
底
は
「
無
」
で

あ
る
。
そ
れ
も
時
空
を
超
え
た
無

で

あ
る
か
ら
、
有

無
の
無
で

な
く

「
絶
対

の

無
」
で

あ

る
。
「
有
」
に
も
留

ま
ら
ず
「
無
」

に
も
滞

ま
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
を
包
含

し

う
る
の
で
あ
る
。

大
拙
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
多
く
の
差
異

の
中

に
あ
っ
て

、
し

か
し

信
仰
の
真
実
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え

る
。「
人
窮
す
れ
ば
天

に
叫

ぶ
」
と

い

わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
我
々
が
信
仰
を
求
め
、
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
第
一

歩
」
で

あ
り
、
人
間

が
自

ら
の
有
限
性
を
知
り
よ
り
以

上
の
も
の
を
求
め
る

と
き

、
そ

の
願

い
は
他
力
と
し
て
阿
弥
陀
様
に
向
か
い
、
キ
リ
ス
ト
の
神

に

向

か
う
。
そ
し
て
「
こ
の
限
り
有

る
も
の
を
離
れ
て

、
限
り
無
い
も
の
に
落

着
き

、
そ
う
し
て
、
限
り
無
い
も

の
の
中
に
包
ま
れ
て

、
限
り
な
い
も
の
の

中

に
自
分
を
見
い
出
す
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
信
仰

が
生
ま
れ
る
。
す

な
わ

ち
真

の
安
心

は
、
自
分
は
も
と
も
と
「
限
り

な
い
も

の
の
中
に
居
る
の
に
、

自
分

は
限
り
な
い
も

の
の
中

に
居
る
と
い
う
こ
と

を
知
ら
ず
に
お
っ
て

、
そ

う
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
だ
け
で
、
す

べ
て
限
り
有
る
も
の
を
頼

っ
て
お

つ
た
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す

る
と
き
」

に
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大

拙

は

こ

の

よ

う

な

自

覚

の

体

験

は

、

自

ら

の

有

限

性

の

自

覚

・

罪

の

自

覚

が

な

い

と

得

ら

れ

な

い

と

考

え

、

こ

の

よ

う

に

し

て

得

ら

れ

た

宗

教

的

体

験

に

は

、

仏

教

や

キ

リ

ス

ト

教

と

い

う

差

異

を

越

え

た

「
人

間

の

信

仰

の

真

実

」

が

あ

る

と

い

う

。

宗

教

は

、

科

学

や

分

別

の

世

界

を

超

え

た

感

覚

領

域

を

も

っ
て

い

る

。

こ

の

超

え

た

領

域

で

得

ら

れ

る

開

か

れ

た

天

地

の

感

覚

を

、

大

拙

は

宗

教

的

パ

ト
ス
と
い
う
。
宗
教
的
パ
ト
ス
は
「
宇
宙
が
無
限
の
力
を
持
っ
て
、
…
…
頼

り

な

い

独

り

ぽ

っ

ち

の

個

人

…

…

に

対

し

て

、

云

い

知

れ

ぬ

圧

迫

を

加

え

て

く

る

。

そ

の

圧

迫

に

対

し

て

悩

み

を

感

ず

る

。

そ

の

悩

み

の

解

決

の

と

こ

ろ

に

」

感

じ

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

従

っ

て

キ

リ

ス

ト

教

で

も

仏

教

で

も

間

違

い

な

く

感

じ

て

い

る

の

で

あ

る

。

た

だ

仏

教

者

の

感

じ

方

と

キ

リ

ス

ト

者

の

感

じ

方

は

異

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

宗

教

的

体

験

の

真

骨

頂

に

お

い

て

は

同

様

で

あ

り

、

大

拙

は

こ

の

感

情

を

ｃ
ｏ
ｓ
ｍ

ｉｃ
　ｕ
ｎ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉｏ
ｕ
ｓ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ

と

捉

え

る

。

大
拙
に
あ
っ
て
は
ｃ
ｏ
ｓ
ｍ
ｉ
ｃ
　
ｕ
ｎ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　
は
霊
性
的
直
覚
の
場
で
あ
り
、

洋西と洋東るけおに拙大木鈴
冖

Ｄ

Ｑ

．
｀



そ

れ

は
合

理
－

論

理

の
世
界

で

は

な

く

ｋ
ｅ
ｎ
ｏ
ｎ

の
世

界

で

あ

る
。

そ

れ

故

大

拙

は

、
律

法

と

い
う

合

理

の
世

界

に
あ

っ
て
未

だ
愛

が
十

分

に
発

揮

さ

れ

て

い

な

い

キ

リ

ス

ト
教

は

、

全

て

の
宗

教

の
共

通

の

基

盤

で

あ

る

ｃ
ｏ
ｓ
ｍ

ｉｃ

ｕ
ｎ
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｃ
ｉｏ
ｕ
ｓ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ

の
成

立

す

る
霊

性

的

直

覚

を

東

洋

の

仏
教

的
思

惟

か

ら

学

ぶ

こ

と

を

期
待

す

る

。
大

拙

が

、
東

洋

思

想

を

も

っ
て

西

洋
思

想

に
語

り

か

け

る
根

本

の
意

味

は
そ

こ

に
あ

る

と
思

わ

れ

る
。

キ
リ

ス

ト
教

の
神

は

絶

対

無

を

含

ま

な

い

一

者

で

あ

る

が

、

仏
教

の

仏

は
絶

対

無

を
含

ん
だ

一
者

で

あ

る
。

こ

の
相

違

が

仏

教

と

キ

リ

ス

ト
教

の
根
本

で

あ
り

、
そ

れ

故

大

拙

は

真

の
統

合

の
原

理

と

し

て

霊

性

の
真

理

を

説

く

の
で

あ

る

。

四
　

お

わ
り

に

大
拙

の
東
西
思
想
比
較
研
究
は
、

東
洋

の

直
観
・
非
論
理

と

西

洋

の
理

性

・
論

理
性
を
明
確

に
す

る
も

の
と

な
っ
た
。
し
か
し
例
え

ば
、

シ
レ
ジ
ウ

ス
の
「
薔
薇
は
何
故
無

し
に
有

る
、
そ

れ
は
咲
く
が
故
に
咲
く
、
そ
れ
は
自

分
自
身

に
気
を
留
め
な
い
し
、
ひ

と
が
自
分

を
見
て
い
る
か
否
か
と
、
問
い

は
し
な
い
」
と
い
う
詩
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
こ

の
詩
は
言
外
の
意
味

に
お
い
て
真
実
で
あ
り
、
そ
れ

は
薔
薇
の
よ
う
に
有

る
我

に
人
間

の
真

の
有

り
方

を
見

る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ

は
「

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
思
惟

が
無
心
と

か
無

我

と
言
わ
れ
る
禅

の
立
場

に
最
も
近
づ
い
た
も
の
」
と
す

る
も

の
も
あ

る
。

そ
の
他
、
東
西
思
想

の
類
似
点
・
共
通
点

に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か

ら
の
研

究
の
進
展
に
よ
り
大
拙

の
理
解

に
い
く
つ
か
の
問
題
点

の
あ
る
こ
と

も
知
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
比

較
思
想
研
究

の
進
展
に
よ
り
、
大

拙
の
提

起

が
抜

き

が

た

い
根

本

的

差

違

で

あ

る
こ
と

も
再

認

識

さ

れ

た
と

い

え

る

。

そ

し
て

こ

の
課

題

は
未

だ

少

し

も

解

決

さ

れ
て

い

な

い

の
で

あ

る
。

東

西
思

想

の
理

解

は
こ

れ

ま
で

知

ら

れ

て

い

な

か

っ

た
類

似

・
共

通

点

の
例

か
ら

多

く

な

さ

れ

、
根

本

の
問

題

は
課

題

と

し

て
残

っ
て

い

る
と

い
え

る
。

大

拙

の

課

題

は
我

々

の
課

題

で

あ

る
と

い
え

る
。

（
１
）
　
上
田
閑
照

「
禅
と

世
界

―
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
」
『
禅

と

哲

学
』
一
四

〇

頁
。
褝
文
化
研

究
所

。

（
２
）
　
鈴
木
大
拙
「
悟
り
」
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
十
二
巻
、
三
一
〇
頁
、
岩
波
書

店
、
昭
和
四
四
年

（
以
下

『
全
集
』
と
す
る
）

（
３
）
　
同
、
三
四
〇
頁

。

（
４
）
　
同
、
三
四
〇

頁
。

（
５
）
　
山
伏
哲
夫
『
ア
ジ
ア
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
掘
―
あ
る
宗
教
思
想
論
の
試
み
―
』

九
二
頁
、
勁

草
書
房

。

（
６
）
　
同
、
九
三
頁

。

（
７
）

『
全
集
』
二
十
一
巻
、
一

八
一
頁
。

（
８
）
　
同
、
一
八
一
頁
。

（
９
）
　
同
、
一
八
五
頁
。

（
1
0）
　
同
、
一
八
〇
頁
。

（
1
1）
　
同
、
一
八
一
頁
。

（
1
2）
　
同

、
一

八
一
頁
。

（
1
3）
『
全
集
』
二
十
六
巻
、
五
〇
七
頁
。

（
1
4）
　
同
、
五
〇

七
頁

。

（
1
5）
　
同
、
五
〇

七
頁
。

（
1
6）
　
同
、
五
〇

八
頁
。

（
1
7）
　
同
、
五
〇

八
頁
。

（
1
8）
　
同
、
五
〇

八
頁
。

ａ

ｖ

Ｑ

‥
ｙ



（

1 9

）
　

同

、

五

〇

八

頁

。

（
2
0
）
　
同
、
五
〇
九
頁
。
原
詩
は
Ｆ
l
０
w
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｃ
ｒ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｅ
ｄ
　
w
ａ
ｌ
ｌ

，
/

Ｉ
　
ｐ

ｌｕ

ｃ

ｋ

ｙ
ｏ
ｕ
　
ｏ
ｕ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｉ
ｅ
　
ｃ
ｒ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｅ
ｓ
；
―
/
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
　
ｙ
ｏ
ｕ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
,
　
ｒ
ｏ
ｏ
ｔ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｌ
ｌ

，

ｉ
ｎ

ｍ
ｙ
　
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
，
/
Ｌ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
　
ｆ
ｌ
ｏ
w
ｅ
ｒ
―
ｂ
ｕ
ｔ
　
ｉ
ｆ
　
Ｉ
　
ｃ
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
/
Ｗ
ｈ
ａ
ｔ
　
ｙ
ｏ
ｕ

ａ
ｒ

ｅ

，
　ｒ
ｏ
ｏ

ｔ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
ａ

ｌ
ｌ

，　
ａ
ｎ

ｄ

　
ａ

ｌ
ｌ
　
ｉ
ｎ

　
ａ

ｌ
ｌ

，
／

　Ｉ

　ｓ
ｈ

ｏ
ｕ

ｌ
ｄ

　
ｋ

ｎ

ｏ
w

　
w

ｈ

ａ

ｔ

　
Ｇ

ｏ

ｄ

　ａ

ｎ

ｄ

ｍ

ａ

ｎ

　
ｉ

ｓ

．

（
2
1

）
　

同

、

五

〇

九

頁

。

（
2
2

）
　

同

、

五

一

一

頁

。

（
2
3

）
　

同

、

五

一

一

頁

。

（
2
4

）

『

全

集

』

二

十

二

巻

、

ニ

ー

五

頁

。

（
2
5

）
　

同

、

ニ

ー

五

頁

。

（
2
6

）
　

同

、

二

一

八

頁

。

（
2
7

）
　

同

、

二

一

八

頁

。

（
2
8

）
　

同

、

四

七

九

頁

。

（

2
9

）
　

同

、

二

七

三

頁

。

（
3
0

）
　

同

、

二

七

三

頁

。

（
3
1

）
　

同

、

四

七

九

頁

。

（
3
2

）
　

同

、

四

七

九

頁

。

（

3 3

）
　

同

、

四

七

九

頁

。

（
3
4

）
　

同

、

四

七

九

頁

。

（

3
5

）

『

全

集

』

二

十

六

巻

、

四

四

六

頁

。

（

3
6

）
　

辻

村

公

一

「

有

の

問

と

絶

対

無

」

『

禅

の

本

質

と

人

間

の

真

理

』

創

文

社

、

六

三

頁

。

（
う
き
た
・
ゆ
う
い
ち
、
西
洋
哲
学
・
比
較
哲
学
、

慶

応

義

塾

大

学

講

師

）

″と″る″四大皿！3
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