
〈
研

究

論

文
２

〉

ス
ピ
ノ
ザ
と
鈴
木
大
拙
に
お
げ
る
目
的
論
の
否
定

―
―
そ
の
因
果
観
と
自
由
観
―
―

安
　
中
　
隆
　
徳

有

限

の
個

々

物

に

な

る

と

い

う
、

神

の

世
界

創

造

の
因

果
性

を
見

つ

め
る

モ

チ

ー

フ
で

あ

っ
た

。

し

か

し

仏
教

も

、

動
態

的

な
因

果

を

認

識

し

て

、

六

道

か
ら

の
解

放

を

い

っ
て

い

た

の
で

あ

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

は
、

神

を
原

因

と
し

た

、

あ

る
有

限
な

結

果

と

し

て

事

物

を
み

た
。
「
自

然

の

事

物

も

神

の

永

遠

の

限
定

に

依

存

し

て

い

る
。

だ

か

ら

、
自

然

的

光

明

に

よ

る
認

識
も

預

言
・

啓
示

と
み

な

し
う

る
」
（
『
神
学
政
治
論
』
第

一
章
）
。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

神

に

よ

る
世

界

創

造

の

個

々

と

し

て

、

個

物

を

み

た
。
「
明

瞭

・

判

明

な

認

識

、

と

く

に

第

三

種

認

識

（
「
直
観
知
」

の
個
物
認
識

…
…
引
用
者

注
）

は

、

神

の

認

識

そ

の
も

の
が

根

底

に

な

っ
て

い

る

」
（
『
エ
チ

カ
』

第
五

部

定

理

二

十

備

考
）
。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

神

で

あ

る

無

限

の
「
存

在

ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
」
が
有
限
化
し
た
も
の
と
し
て
個
物
を
と
ら
え
た
。
「
私
は
個

物

に

よ

っ

て
、

限

定

さ

れ

た

存

在

ｅ
ｘ
ｉｓ
ｔｅ
ｎ
ｔ
ｉａ

を

も

つ

も

の

を

理

解

す

る
」
（
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
義
七

）
。

4
0

序

、

動

態

の

認

識

と
目

的
否

定

鈴
木
大

拙

は
、

流
動
す

る
無
限

の
「
今
・

こ
こ
」

を
み

つ

め
て

い
た
。

「
一
處

に
停
滞
せ
ず

に
毎
時

（
い
つ
）
も
流
動
性

を
失
は
ず

ゐ
て

而
か
も

當

處

を
離

れ
ず
常

に
湛
然

な
の
で
す

。
霊
性

は
い
つ
も
今
茲

（
こ
こ
）

か
ら
出

発

し
て
今

茲
に
還
り

ま
す
」
（『
仏
教
の
大
意
』
？
邑

。

そ
の

「
今

・
こ
こ
」

の
因
果

は
活
動
し

つ
つ
、
「
當
處
」
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、
時
間

的
・
空
間

的
で
あ
り

、
「
最
高

の
意
義

に
お
け

る
具
体
性
」
（
同

？
邑

で
あ

っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
も

、
静
態

的
な
形
態
で

は
な
く
、
神
の
動
態
が
部
分

的
に
現

わ

れ

た
も
の

と
し
て
、
対

象
を

認
識
し

よ
う
と
し
て

い
た
。

ス

ピ
ノ
ザ

は
、

「
キ
リ

ス
ト
の
精
神
、
つ
ま

り
神
の
観
念
」
が
「
失

わ
れ
た
自
由

を
回
復
す

る
」
と

い
っ
て

い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、

メ
シ
ア
（
キ
リ
ス
ト
）
思
想
を
認
識

理
論
の
哲
学
に
作
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
神
の
自
由
と
し
て
の
動
態
性
が



鈴
木
大
拙

の
因

果
は
、
具
体
的

な
「
今
・
こ

こ
」
で

あ

っ
た
。
「
霊
性

的

直
覚
は
生
命
そ
の
も
の
の
な
か
に
飛

び
込
む
か
ら
空
間
的
・

時
間

的
で
す
」

（
鈴
木
大
拙
『
仏
教
の
大
意
』
p
.
9
3
）
。
「
法
界
は
『
今
・
こ
こ
』
の
空
間
的
・
時

間
的
的
絶
対

点
を
中

心
と
し
て
、
大
悲

の
場
面

に
動
く
も
の
で
す
」
（
『
仏
教

の
大
意
』
ｐ
.
ｌ
ｌ
Ｏ
）
。

両
者
は
、
共
通
し
て
因
果

と
い
う
言
葉
を
つ
か

っ
て
い
る
。
本
稿

は
、
両

者
が
動
態
的
な
も
の
を
事
態
の
本
質

的
価
値
（
自
由
・
解

放
）
と
し
て

、
外

部
の
目
的
を
否
定
し
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
て
、
そ
の
因
果

観
と
自

由
観

の

問
題
を
さ
ぐ

っ
て
み
た
い
。

一

、

ス

ピ

ノ

ザ

に

お

け

る

目

的

論

批

判

ス

ピ

ノ

ザ

は
、
「
そ

の
原

因

に

よ

っ
て

我

々
を

し

て

何

か

を

お

こ

な

わ

せ

る

目

的

ｆ
ｉｎ
ｉｓ

に

つ

い
て

、

私

は

衝

動

ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ｔ
ｉｔ
ｕ
ｓ

と

理

解

す

る
」
（
『
エ
チ

カ
』
第
四
部
定
義
七
）
と

い

っ
て

い

る

。

し

か

る

に
人

は

「
自

ら

の
意

欲

・

衝

動

は

意

識

し

て

い
る

が

、

衝

動

な

い

し

意

欲

へ

と

駆

る
原

因

を

知

っ
て

い

な

い
」
（
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録
）
。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

個

物

を

、
「
実

体

＝
神

」

の

「

ア

フ

ェ

ク

チ

オ

ａ
ｆｆｅ
ｃ
ｔ
ｉｏ

（
変

状

）

す

な

わ
ち

様

態

」
（
『
エ
チ
カ
』

第
二
部
定
理
十

系
証
明
）
だ

と

と

ら

え

て

い

る

。

こ

の

「
ア

フ

ェ

ク

チ

オ
」

に

つ

い

て

、

畠

中

尚
史

氏

は

「
神

に

つ

い

て

で

あ

る
か

ら

顕

現

と

か
、

発

現

が

ふ

さ

わ

し

い
」

と

さ

れ

て

い

る

（
岩

波
文

庫
訳

注
）
。
『

エ

チ

カ

』

第

二

部

に

感

官

刺

激

の

意

味

で

「
身

体

の

ア

フ

ェ
ク

チ

オ
」

と

い

う

言

い

方

が

出

て

く

る

か
ら

、
「
変

状

」

の

訳

に
し

た

と

の

べ

ら

れ

る

。

そ

の

「
変

状
」

と

い

う
神

の

状

態

変
化

は

、

伝
統

的

に
は

啓

示

で

あ

っ

た
。

『
神

学

政

治

論
』

第

一
章

の

冒

頭

は

、
「
預

言

あ

る

い
は

啓

示

は

、

神

が
示

し

た
事

物

に

つ

い

て

の
十

全

な

認

識

で

あ

る
」

と

い

っ
て

い
る

。

ス

ピ

ノ

ザ

は
、

そ

の

「
預

言

・

啓

示

」

を

自

然

認

識

に

移

そ

う

と

し

た
。
「
自

然

の

事

物

も

神

の

永

遠

の

限

定

に

依
存

し

て

い

る

。

だ

か

ら

、
自

然

的

光

明

に

よ

る
認

識

も
預

言

・

啓
示

と
み

な
し

う

る

」
（
『
神

学
政
治
論
』
第
一
章
）
。

啓

示

（
ｒ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌａ
ｔ
ｉｏ
）

と

は

、

ベ

ー

ル

を

取

る

と

い

う

意

味

の
語

義

だ

が

、

ス

ピ

ノ

ザ

は

神

の
活

動
性

が

部

分

的

に

あ
ら

わ

れ

る
と

い
う

、
原

因
・

結

果

と

い

う

論
理

で

事

物

の
外

観

の

ベ

ー

ル

を
剥

ご

う
と

し

て

い

た

。

た
し

か

に
、

「
人

間

は

す

べ

て

目

的

の

た

め

に
、

す

な

わ

ち

彼

ら

の

ほ

し

が

っ
て

い

る

利

益

の

た

め

に

お

こ

な

う

」
（
同
）
。

し

か
し

ス

ピ

ノ

ザ

は
、

神

の

情

報

と

し

て

の

本

質

凝

視

を
、

数

学

の
図

形

洞

察

の

し

か

た
を

か
り

て

試

み
、
「
存

在

」

の
原

因

的

な

活

動
世

界

を
本

質

凝

視

し

よ

う

と

し

た
。

か

つ

て

は

、

人

格

に

よ

っ
て

神

の

動

機

的

な

動
態

性

を

説

明

し

て
き

た
。

ス

ピ

ノ
ザ

は

、

神

の

動
態

の

顕

現

と

し

て

、

個

物
世

界

を

と

ら

え

よ

う
と

し

た

。

そ

の

認

識

性

は

、
す

で

に

人

格

的

な

関

係

か
ら

も

の

を

考

え

る
倫

理

意

識

で

は

な

か

っ
た
。

本
質

は

個

物

の

動

態

に

な

っ

た
。

そ

の

と
き

、
人

間

関

係

的

な

思

惟

方

法

で

あ

る

「
目

的
」

と

か

、
「
報

酬

」

が

消

え

て

い

っ

た
。

た

と

え

ば

「
徳

」

も

、
「
存

在

」

の

活

動

性

と

し

て
、
「
徳

ｖ
ｉｒ
ｔｕ
ｓ

と

力

ｐ
ｏ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉａ

と

を

、

同

一
の

も

の
と

私

は
理

解

す

る
」
（
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
義

八
）

と

い

っ
て

い

る
。
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そ

の

顕

現

す

る
神

の

活

動

性

の

原

点

が

、
「
自

己

原

因

」

で

あ

っ

た
。
「
自

己

原

因

（
ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ａ
　ｓ
ｕ
ｉ
）

に

よ

っ
て

私

が

理

解

し

て

い

る

の

は

、

そ

の

本

質

が

存

在

を

含

む

も

の

で

あ

り

、

つ

ま

り

そ

の

本

質

が

存

在

し

て

い

る
と

し

て

し

か

と

ら

え

ら

れ

な

い

も

の

で

あ

る

」
（
『
エ
チ
カ

』
第
一
部
定
義
一
）
。

そ

の

原

因

・

結

果

の

世

界

認

識

の

た

め

に

、

ス

ピ
ノ

ザ

は

数

学

を

も

ち

い

た

。

数

学

に

は

、

視

る

観

念

・

数

式

の

が

わ

の

世

界

を

先

に

整

備

す

る

。

そ

し

て

、

見

ら

れ

る

図

形

世

界

と

の

分

離

・

対

応

が

あ

る

。
「
円

と

円

の

観

念

は

異

な

っ
て

い

る

。
円

の

観

念

は

円

周

と

円

の

中

心

を

も

た

な

い
」
（
『
知
性

改
善
論
』
p
.
1
4
）
。
数
学
は
、
ま
ず
思
考
の
世
界
を
つ
く
る
。
そ
の
思
考
世
界

か
ら

個

々

の

現

象

を

視

て

い

く

の
で

あ

る
。

そ

の

「
数

学
と

は

、

目

的

に
関

係

せ
ず

単

に
図

形

の
本

質

と
諸

特

質

と

に

の

み

関
係

す

る
も

の

で
あ

る
。

そ

の

数

学

が

真

理

の
規

範

を

人

間

に
示

さ

な

か

っ

た
と

し

た
ら

、

そ

の
理

由

一

つ

だ
け

で

も

、

真

理

は

永

遠

に
人

類

に
秘

め
ら

れ

た

だ

ろ

う

」
（
『
エ
チ
カ

』
第
一
部

付
録
）
。

そ

れ

は
、

人

格

的

な

動

機

説

明

の
原

理

で

は

な

く

な

っ
て

く

る
。

人

間

的

な

欲

望

こ

そ

、
む

し

ろ

「
存

在

」

の
活

動

性

と

し

て
究

明

さ
れ

る
が

わ

の

領

域

に
な

っ

た
。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、

欲

望

か

ら

事

態

を

理

解

す

る

思

考

は

、

一
種

の

「
想

像

(
i
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
)
」
と
み
な
し
た
。
「
す
べ
て
の
目
的
原
因
は
、
人
間
の
想
像

i
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
以
外
の
何
も
の
で
は
な
い
」
（
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録
）
。
「
も

し

神

が

目

的

の

た

め

に

働

く

と

す

れ

ば

、
神

は

必

然

的

に

欠

け

る
も

の

が

あ

っ

て

そ

れ

を

欲

求

し

て

い

る

こ

と

に

な

る
」
（
『
エ
チ
カ
』
第

一
部
付

録
）
。

価

値

的

な

も

の

は

、

む

し

ろ

主

体

の

動

態

性

に

あ

る

。

有
限
化

し
た
個
物

に
欠
け
て

い
る
も

の
こ
そ
、
「
存
在
」

と
し
て
の
活
動

の
「
無
限
」
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
個
物

は
、
自
己
の
動
態
・

自
由
の
根
源
と

し
て

の
「
永
遠
・
無
限
の
存
在
」
（
＝
神
）

に
「
知
的
愛
」
で

か
か
わ
っ
て

い
く
。

ス

ピ
ノ
ザ
の
、
個
物
の
「
有

限
な
存
在
」
は
、
オ
ラ
ン
ダ
独

立
革
命
の
政

治
思
想
と
し
て

い
え
ば
、
「
自
然
権
」

の
理
論
で

あ
っ
た
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
、

神
の
有
限
化
の
顕
現
を
「
自
然
権
」
と
し
て
、
中
世

的
な
外
的
権
威
（
教
会

な
ど
）
と
闘

お
う
と
し
た
。
そ
こ
に
、
動
態
に
自
由
と
し
て
の
価
値
を
見
つ

め
よ

う
と
す

る
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
が
あ
っ
た
。

二

、

鈴
木

大

拙

の

目

的

批
判

と

「
汎

神

論
」

批
判

と

こ
ろ
で

鈴
木
大

拙
に
と

っ
て
、
自

他
を
分
け

る
の

は
、

無
限
を
限

る

「
分
別
」
だ
と

い
っ
て

い
る
。
「
無
畏

は
無
目
的
的
で
あ
る
、
目
的
を
持
つ
と

そ
れ

に
限
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

限
ら
れ

る
と
必
ず
小
心
と
な
り
、
計

算
的

に
な
る
、
大
悲

心
は
そ
の

『
大
』

を
失

っ
て
人
間
的
と
な
り
自
ら
限

る

こ
と

に
な
る
も
の
で
す
。
『
大
』

は
数
量
で

は
な
く
、
絶
対
・
無
限
・
無
料

の
義
で
す
。
こ

の
や

う
な
も
の
に
は
目

的
は
な
い
。
目
的
の
や
う
な
も

の
を

向
こ
う

に
お
け
ば
そ
れ

に
よ

っ
て
限
ら
れ
ざ

る
を
え
な

い
。
内
在
的
目
的
と

云
ふ
こ
と
も
あ

る
が
、
内
で

も
外
で
も
何

か
目
的
と

い
う
意
識
の
あ
る
と
こ

ろ
に
は
必
ず
限
定
が
あ
る
。
分
別
の
無
分
別
、
無
分
別
の
分
別
で
な
い
と
、

無
畏
に
は
な
れ
ぬ
も
の
で
す
」
（
『
仏
教
の
大
意
』
p
.
1
1
9
)
。

「
無
畏

」
は
「
神
の
純
粋
行
為
」
で
も
あ

っ
た
。
「
こ
れ
を
神
の
純
粋
行
為



と

も

う

し

ま

す

」
（
同

ｐ
.ｌ
ｌ
ｌ
）
°

「
禅

者

は

こ

れ

を

、

…

…

『
労

し

て

功

な

し

』

と

も

う

し

ま

す

」
（
同

）
。
「

鳥

飛

ん
で

鳥

の

如

く

、

魚

沈

ん

で

魚

の

如

し

と

云

ふ

や

う

に

、

自
然

的

生
活

の

な

か

に

超

自
然

的
な

神

性

的

な

も

の

が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
」
（
同
p
.
9
1
)
。

鈴

木

大

拙

は

、

そ

の

「
神

の

純

粋

行

為

」

の

理

解

の

レ

ベ

ル

を

問
題

に

し

て

い

く
。

そ
れ

は

共

通

を

に
ら

ん

だ

上

の

区

別

で

あ

っ

た

ろ

う

。
「
理

事

無

礙

と
し

て

の

法

界

は

哲

学

者

に

も

神

学

者

に
も

皓

々
通

ず

る

と
思

は

れ

る

が

、

事

事

無

礙

法

界

は

彼

ら

の

未

だ

到

り

得

ざ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

と

信

ず

る

」

（
『
仏
教
の
大
意
』
p
.
3
3
)
。
「
理
事
無
礙
」
は
哲
学
・
神
学
に
あ
た
る
ら
し
い
。

そ

し
て

、

個

々

の

無

限

の

純

粋

で

あ

る

ら

し

い

「
事

事

無

礙

」

は

、
「
人

」

（
真

の
仏

教

人

・

宗

教

人

）

で

あ

る

よ

う

で

あ

っ
た

。

こ
れ

を
禅

仏

教

な

ど

に
水

源

を

さ

ぐ

っ
て

み

れ

ば

、

碧

巌

録

の

第

一

の

評

唱

な

ど
で

は
、

粱
の

武

帝

が

仏

寺

を
建

て

た
功

徳

を

問

う

た
の

に
、

達

磨

が

「
無

功

徳

」

と

答

え

て

い

た

。

こ

れ

も

、

自

他

対

立

の

功

徳

「
計

算

」

を

こ

え

て

、
「
絶

対

・
無

限

・
無

量

」

を

指

す

と

見

な

さ
れ

る
の

で

あ

ろ

う

。
「

赤

児

の
非

合

目

的

性

・

無

功

徳

性

」
（
『
日
本
的
霊
性

』
第
５
篇
三

、
五
、
ｐ
. ４
３
５
）

と

い

っ
て

い

る

。

ま

た

「

対
象

論

理

的

立

場

か
ら

見
な

い
で

、

同

時

互

即

と

か
、

同

時

頓

起

と

か

い

う

点

か

ら

み

て

い

く

の

で

す

」
（
『
仏
教

の

大

意
』

ｐ
．
９
７
）
。
と
も
い
っ
て
い
る
。

そ

し

て

鈴

木

大

拙

は

、

批

判

し

て

言

う

。
「
汎

神

論

の

神

は

依

然

と

し

て

萬

象

の

外

に

立

っ
て

い

ま
す

。

中

へ

這

入

っ
て

来

る
と

云

へ
ば

、

そ

れ

は

外

を

考

え

て

か

ら

の

こ

と
で

す
。

中

は

外

に

對

し

て

い

ま
す

。

そ

れ

で

は

理

事

無
礙
法
界

に
も
ま
だ
到
り
得
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
、
ま
し
て

事
事
無
礙
法

界
に
お
い
て
お
や
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」
（
『
仏
教
の
大
意
』
p
.
1
1
5
)
。

こ

れ
は
、
仏

教
者

か
ら
の
「
汎
神
論
」
批
判

の
例
と
し
て
注
目
に
値
す

る

も
の
で
は
な

か
ろ

う
か
。

確
か
に
一
般
に
は
、
「
汎
神
論
」
は
、
人
格
神

の

人
間

的
な
思

考
の
世
界

か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
仏
教
な
ど
も

「
汎

神
論
」

と
み

な
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
鈴
木

大
拙
は
、
仏
教

の
「
人
」
か
ら
の
「
汎
神
論
」
批
判
で
あ
っ

た
。
鈴
木
大
拙
は
、
禅
仏
教
の
先
輩

に
納
得
で
き
る
の

は
「
個
神
論
」
だ
ろ

う
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

鈴
木
大
拙
は
、
仏
教
の
「
人
」
を
語
る
と
き
、
自
他
の
内
外
を
わ
か
つ
境

界
を
問
題

に
し
て

い
た
。
「
そ
れ
は
外
を
考
え
て

か
ら
の
こ
と
で

す
」

と
は
、

「
汎
神
論
」
が
、

お
の
お
の
の
実
体
意
識
を
残
し
た
交
流
説
で

あ
る
こ
と
を

難
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が

ス
ピ
ノ
ザ
に
即
し
て
み
た
場

合
、
鈴
木
大
拙
の
批
判

は
、
ど
れ
ほ
ど

当

た
っ
て

い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
用
語
と
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
二
実
体

説
で

は
な

か
っ
た
。
「
実
体
の
ア

フ
ェ
ク
チ
オ
（
変
状
）
」
と
い
う
言
い
方
で

は
、
む
し
ろ

「
実
体

（
神
）
」
の
宗
教
性
の
有
限
化
・
顕
現

を
か
た
っ
た
。

ま
た
「
内
在
原
因
」
で

は
、
「
神

が
内

在
原

因
で
あ
る
」
と

い
い
、
そ
の

証
明

で
は
「
一
切

の
事
物

は
神
の
な
か
に
あ
る
」
と
い

っ
て
い
た
。
こ
の
内

外

の
逆
転
も

、
ス
ピ
ノ
ザ
が
複
数
実
体
の
説
で

は
な
い
こ
と
を
示

す
。
む
し

ろ
一
種
の
「
包
摂
」
・
「
回
互
」
が
あ
る
言
い
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
個
物
ど

う
し
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
「
包
摂
」
で
は
な

か
っ
た
。

定否の論的目るけおに拙大木鈴とザノピス
Ｑ

り

４



「

い
か
な
る
も
の
も
、
外
部
の
原
因

に
よ

っ
て

で
な
く
て
は
、
滅
ぼ

さ
れ
る

こ

と
が
で
き

な

い
」
（『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
四
）。

ス

ピ
ノ
ザ
は
、
二

つ
の

原
因

説
が
並
立
し
て
存
し
て

い
た
。
一
つ

は
、
「
存

在
」

の
部
分
顕
現
で

あ

る
内
部
原
因
。
こ
れ
に
た
い
し
て

「
外
部
の
原
因

」
は
包
摂
で
は
な
く
、
対

立
の
関
係
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
感
官
が
と
ら
え

る
「
形

態
」

と
い
う
と
ら
え
方

は
、
外
部

か
ら

の

対

立
の
見
方

で
あ

っ
た
。
「
形

は
限
定

に
ほ
か
な
ら
ず
、
限

定
は
否

定
で
あ

る
」
（
書
簡
p
.
5
0
）
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
包
摂

の
肯
定

（
神

の
部
分
顕
現
）
と
、
外
部
と
の
対
立
の

両
方

を
見
て

い
た
。

そ
れ

は
、
か
つ
て
神
が
一
民
族
を
支
持

（
肯
定
）
し
た

こ
と

を
、
市
民
革
命
の
自
然
権
に
お
け
る
神
の
支
持
へ
と
姿
を
移
し
た
も
の

だ
、
と
も
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
ふ
た
た
び
「
汎
神
論
」

批
判
に
も
ど
る
の
だ
が
、
鈴
木
大

拙
の
批

判
が
、
ス

ピ
ノ
ザ

に
は
や
や
当
た
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
鈴
木
大

拙
が
ス

ピ
ノ

ザ
と

い
う
固
有
名
を
だ
し
て
い
な
い
の
が
注
目

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

と
す

れ
ば
、
む
し
ろ
仏
教
に
「
如

来
蔵
」

や
「
仏
性
」
な
ど
、
内
在

に
近

づ
く
言

い
方
が
あ
る
こ
と
が
問
題
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら

考
え

る
と
す
れ

ば
、
鈴
木
大
拙
は
、
な
ん
ら

か
の
実

体
意
識
（
自
他
対

立
の
意

識
）
を
残
し

た
仏
教
理
解
へ
の
批
判

を
ま
ず
も

っ
て

い
て

、
そ
の
種

の
仏
教
理
解

へ
の
批

判

を
拡
張
し
て
、
西

欧
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
汎
神
論
」

の
批
判

に
い
た

っ
た
、

と
い
う
筋
道
も
推
測
で
き
る
の
で

は
な

い
か
。

し

か
し
ス
ピ
ノ
ザ
も

、
自
分
が

「
汎
神
論
」

だ
な
ど
と
は
何
も
い

っ
て
い

な
い
。

ヴ
ァ
ッ
ハ
テ
ル
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
知
識
人
が
、
ス
ピ
ノ
ザ

と

ユ
ダ
ヤ
中
世
の
カ
バ
ラ
思
想
を
関
連

づ
け
て

、
両
者
の
「
汎
神

論
」
・
「
無

神
論
」
説

を
だ
し
た
と
い
う
（
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・

シ
ョ
ー
レ
ム
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
カ
バ

ラ
に
か
ん
す
る
ヴ
ァ
ッ
ハ
テ
ル
の
論
争
』
）。
こ
の
ヴ

ァ
ッ

ハ
テ

ル
説

か
ら
、
カ
バ

ラ
に
は
素
養
が
少
な
い
西

欧
の
知
識
人

た
ち
、
た
と
え
ば
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
と

か
、
ヤ
コ
ー
ビ
ー
と
か
に
、
そ
の
見
方
が
受
け
っ
が
れ
た
と

い
う
（
同
）。

し

て
み
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
納
得
す
る

レ
ッ
テ
ル
は
「
汎
神
論
」
で
は
な

く
、
言
い
方
を
あ
わ

せ
て

い
え
ば

「
顕
現
神
論
」
と

か
、
「
個
物
と
し
て

の

啓
示
神

論
」
な
ど
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
む
し
ろ
「
個
」

の
聖

性
の
積
極
を
神
顕
現
で

か
た

っ
た
と
い
え
よ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
聖
書
』

の
外
的
啓
示

を
、
個

々
物

の
活

動
性
・
自
由
の

啓
示
で

は
な
く
、
外

部
権
威
へ
の
服
従

だ
と

み
な
し
て
い
た
。
「
啓
示
的
な

認
識
が
意
図
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
服
従
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
（
『
神

学
政
治
論
』
序
　
p
.
1
0
)
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
聖
書
』
の
啓
示
思
想
を
、
「
個
」

の
動
態
的
な
積
極
性
と
い
う
啓
示
観

に
よ

っ
て
む
し
ろ
自
由
思
想
へ
と
継
承

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
顕
現
に
よ
る

個
の
自
立
は
、
仏
教
で

の
因
果
と
自
由
と

い
う
問
題
に
部
分
的

に
重
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
禅
仏
教

の
「
教

外
別
伝
・
不

立
文

字
」
や

、
「
或
従

知
識
、
或

従

経
巻
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
四
七
、
仏
経
）
な

ど
で
も
、
経
巻
は
盲
従
の
対
象
で

は
な

い
。
む
し
ろ
禅
意
識
の
教
育
過
程
と
し
て

、
先
輩
と
の
対
話
の
様
子
で

は
な

か
ろ
う
か
。



結

び

、

因

果

と

自

由

の

動

態

性

因
果

と

自

由

の

問

題

と

し

て

、

鈴

木

大

拙

は

、
『
仏

教

の

大

意

』

で

「
百

丈

野

狐
」

と

い

う

説

話

に

つ

い
て

、
「
不

昧

因

果
」
（
こ

の

場

合

は

「
狐

」
）

に

即
し

て

自

由

・

解

放

な

の

だ

、

と

い

う
意

味

の

こ

と

を

い

っ
て

い

る

（
同

p
.
5
6
)
。
「
即
非
」
で
い
う
「
非
」
と
は
、
因
果
（
狐
）
に
即
し
た
、
そ
の
因

果

自

体

の
解

放

性

を

い

う
ら

し

い

。
「
即

ち

業

と

云

っ
て

居

る

も

の

は

、

そ

の
實
、
業
で
も
何
で
も
な
い
の
だ
と
云
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
よ
い
」
（
同
p
.
4
4
）
。

た
し

か

に
江

戸

時

代

の

禅

僧

鈴

木

正

三

は

、
『
聖

書

』

の

創

造

神

に

つ

い

て

。

無

我

説

に

は

あ

わ

な

い
と

し

て

批
判

し

て

い

る

（
「
破
吉
利

支
丹
」
、
鈴

木

正
三

道
人
全
集

Ｐ
.１
３
１
）
°

堅

固

な

「
実

有

の

見
」
（
同
ｐ
.１
３
２
）

は

、

無

我

の

説

で

は
な

く

、

む

し

ろ

心

の
頑

さ

に

つ

う
じ

る
の

で

あ

ろ

う

か
。

し

か
し

宇

宙

的

に

雄
渾

で

あ

り

な
が

ら

柔

軟

・

細

心

で

も

あ

ろ

う
と

す

る

と

い

う

こ
と

に

つ

い
て

は

、

そ

れ

は

、

ス

ピ

ノ

ザ
の

顕

現

説

に

も

い
え

る

の

で

は
な

か
ろ

う

か
。

ス

ピ

ノ

ザ

の

関

心

は

、
創

造

性

で

あ

る
無

限

の
神

だ
け

で

は

な

か

っ

た

。

む

し

ろ

有

限

と

神

の

交

錯

が

あ

り

、

そ

れ

は

「
和

光

同

塵

」

や

「
本

地

垂

跡
」
（
鈴
木
正
三

道
人
全
集
ｐ
. １
３
２
）
に

似

て

い
て

、

一

種

の

雄
渾

と

細

心

の

交

流

の

類

い
で

は

な

か
ろ

う

か

。

た
し

か

に

ス

ピ

ノ
ザ

は

、

神

に

原

型

を

考

え

る

点

で

、

観

念

・

思

弁

先

行

で

あ

っ
た

。

観

念

の

枠

組

と

し

て

、

ス

ピ

ノ
ザ
体

系

で

は

、

神

の

動

態

性

が

「
原

因
」

と
し

て

、
「
結
果

」

と

し

て

の

個

物

の
動

態

性

に
あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

ス

ピ

ノ

ザ

は

、
「
永

遠

の

相

の

も

と

に

み

ら

れ

た
」

有

限

な

個

物

（
様

態

・

結
果
）
と
、
「
無
限
で

あ
る
か
ぎ
り
の
神
」
（
実
体
・
原
因
）
を
明
瞭
に
区
別

し
て
い
た
。

こ
れ
に
た

い
し
て

鈴
木
大
拙
の
「
最
高
の
意
義
に
お
け
る
具
体
性
」

は
、

思
弁

か
ら

く
る
も

の
で

は
な
か
っ
た
。
「
恵
ま
れ
た
も

の
の
み
が
軆
得
の
實

績
を
あ
げ
う
る
」
（
禅
思
想
史
研
究
第
一
p
.
2
4
2
)
。
「
何
れ
に
し
て
も
、
是
等
の

佛
教
語
（
涅
槃
、
菩
薩
、
成
仏
、
極
楽
往
生
な
ど
）

の
意
味

を
十
分
に
會
得

す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」
（
『
仏
教
の
大
意
』
p
.
1
1
。
「
分
別
的
對
象
的
論

理
の
世
界
で
は
、
無
限
の
大
悲
、
無
目
的
の
大
悲
―
―
そ
れ
か
ら
で
る
精
進

力
は
決
し
て
了
解
せ
ら
れ
な
い
」
（
同
p
.
1
1
0
)
。
鈴
木
大
拙
が
体
得
主
義
で

あ
る
の

に
比

べ
れ

ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
観
念
先
行

（
理
）
の
し
か
た
で
、
現
実

の
動
態

（
事
・
延
長

の
個
物
）
に
近

づ
く
の
で
あ
る
。

禅

仏
教
の
体
得

重
視
が
、
「
人
」

の
場
所
で

あ
ろ
う
。
そ

の
「
人
」

は
、

体
得
を
選
抜
的

に
意

識
す
る
感
情
に
通
じ
て

は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
他
を
入

れ

る
「
大
」

に
な

る
べ
き
で
あ

っ
た
。
「
人
」

が
場

な
ら

ば
、
「
大
智
」
は

「
大
悲
」
と

い
う
感
情

へ
と
直
ち
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
鈴
木
大
拙
は
「
人
」

の
無
防
禦

に
つ
い
て

も
語

っ
た
。
法
華
経
に
「
如
来
の
衣
を
き
て
、
如
来
の

室

に
入
り

、
如
来

の
座
に
つ
く
」
と

あ
る
。
「
衣
」
と

は
「
忍

辱
」
の
こ
と

だ
と
い
う
が
、
鈴
木
大
拙
は
「
屈
辱
の
こ
と
だ
」
と
注
釈
を
つ
け

た
。
屈
辱

が
あ
り
、
実
践
的

に
「
大
」
で

あ
ろ
う
と
す
る
「
精
進
」
が
あ

っ
た
。

鈴
木

大
拙
の
「
汎
神
論
」
批
判
は
、
仏
教
の
「
人
」

か
ら
の
批
判
と
し
て
、

そ
の
独

自
性
が
あ

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が

ス
ピ
ノ
ザ
の
神
顕
現

に

つ
い
て

は
、
観
念
先

行
で
あ

っ
て
も
、
複
数
実
体
で
は
な
か

っ
た
。
両
者

に

定否の論的目るけおに拙大木鈴とザノピス’ｂ
４



は

、

部

分

的

に

あ

る

種

の

本
質

的

な

重

な

り

が

あ

る

の
で

は

な

か

ろ

う

か

。

我

々

は
、
「
本

地

垂

跡

」

な

ど

と

の

類

似

に

属

す

る

例
を

認

め

た

上

で

、
因

果

観

と

し

て

の

問

題

意

識

を

見

な

お

す

べ

き

で

は

な

か

ろ

う

か

。

ス

ピ

ノ

ザ
は

、

神

観

と

し

て

人

格

の

動

機

説

明

を

排

し

て

、

論

理

的

な

洞

察

方

法

を

組

み

い
れ

る

こ

と

で

、

仏

教

の

動

態

観

・

因
果

観

と
対

話

で

き

る

、

一

つ
の

宇

宙

的

な

動

態

観

の

地

平

を

開

い
て

い
る

と

い

え

よ

う

。

禅

修

行

を

し

た
と

い

う
ウ

イ

ー

ン
ポ

ー

ル

は
、

ス

ピ

ノ

ザ
の

「
実

体

」

の

活

動

性

か

ら

「
無

我

」

へ

の

線

を

考

え

て

い

る

。

鈴

木

大

拙

も

、
「
『
そ

の

も

の

に

な

る

』

と

こ

ろ

で

は

念

が

分

か

れ

な

い
」
（
『
日
本
的
霊
性
』
第
五

篇
五
、

二
、
ｐ
.４
５
６
）

か

ら

、
「

一

念

す

な

わ

ち

無

念

で

あ

る

」
（
同
）
と

い

っ
て

い

る
。

し

か

し

ス

ピ

ノ

ザ

の

言

葉

と

し

て

は

、
「
一

」

の
活

動

か
ら

「
無
」

の

「
大

」

へ

の

移

行

の
思

弁

は
存

し

て

い
な

い
。

ス

ピ

ノ

ザ

は
、

オ
ラ

ン
ダ

で

江

戸

期

の

多

宗

派
共

存

の

体
制

を

知

っ
て

い
て

、
書

簡

で

そ

の
宗

教

政

策

に
肯

定

評

価

を

お

こ

な

っ
た

の

み

で

あ

っ

た

。

ス

ピ

ノ

ザ

の

著

作

は

、

Ｇ
ｅ

ｂ
ｈ
ａ
ｒ
ｔ

版

、

Ｓ
ｐ
ｉ
ｎ
ｏ
ｚ
ａ

　
Ｏ

ｐ
ｅ
ｒ
ａ
　

紙

数

の

都

合

で

、

本

文

の

中

に

出

典

の

注

や

頁

数

を

つ

け

た

。

ス

ピ

ノ

ザ

研

究

の

著

作

、

Ｗ

ｉｅ
ｎ

ｐ
ｏ

ａ
ｌ
　
”
Ｒ

ａ

ｄ

ｉｃ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｐ

ｉｎ

ｏ
ｚ
ａ

”

Ｇ

ｅ
ｒ
ｓ
ｈ
ｏ

ｍ

　

Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｅ
ｍ
　
"

Ｄ

ｉｅ

　

Ｗ

ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　

Ｋ

ｏ
ｎ

ｔ
ｒ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

 
ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
　

ｄ
ｅ
ｎ

Ｓ
ｐ

ｉｎ

ｏ
ｚ

ｉｓ
ｍ

ｕ
ｓ

　ｕ
ｎ

ｄ

　
ｉ
ｈ
ｒ
ｅ
　
Ｆ
ｏ

ｌｇ

ｅ
ｎ

”
　（
"

Ｓ

Ｐ
Ｉ
Ｎ

Ｏ

Ｚ

Ａ

　
Ｉ
Ｎ

　
Ｄ

Ｅ

Ｒ

　
Ｆ

Ｒ

Ｕ

Ｈ

Ｚ
Ｅ

Ｉ
Ｔ

Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
　
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
　
Ｗ
Ｉ
Ｒ
Ｋ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
"
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
 
Ｌ
a
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｎ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ

Ｈ
ｅ

ｉ
ｄ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ

　
１
９
８
４

所

収

）

鈴
木
大
拙
の
著

作
は
、

「
仏
教
の
大
意
」

法
蔵
館
、
昭

和
四
九
年
。

『
褝
思

想
史
研
究

第
一
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
七
年
。

『
日
本
的
霊
性
』
（
日
本
の
名
著
四
三
）

中
央
公
論
社
、
昭
和
五
九
年
。

そ
の
他
、

鈴
木
鉄
心
編
『
鈴
木
正
三
道
人
全
集
』
三
喜
房
仏
書
林
、
昭
和
五
六
年
。

『
正

法
眼
蔵
』
三

、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
。

『
碧
嫩
録
』
上

、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
。

（
あ
ん
な
か
・
た
か
の
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
・
倫
理
学
、早

稲

田

大

学

非

常
勤

講

師

）

4
6
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