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「
詩
」
を
も
つ
こ
と

―
―
シ
モ
ー
ヌ
ー
ヴ
ェ
イ
ユ
と
鈴
木
大
拙
―
―

は
じ

め

に

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（
一
九
〇
九
―
四
三
）
は
、
宗
教
哲
学
的
な
草
稿
と
、

政
治
、
社

会
的
な
草
稿
を
ほ
ぼ
同
時

に
、
並
行
し
て
著
す
稀
有
な
思
想
家
で

あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
重
層
し
て

か
ら
み
合
い
、
彼
女
の
宗
教
哲
学

は
現

実
の
歴
史
認
識
を
源
泉
と
し
て
湧
出
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
自
身

の
身

体
を
も
っ
て
し
た
一
貫
し
た
政
治
、
社
会

へ
の
深

い
関
わ
り
と
無
縁
で

は
な

い
。ヴ

ェ
イ
ユ
が
、
自
ら
の
ユ
ダ

ヤ
性
と

い
う
属
性
を
全
く
捨
象
し
て
思
考
し

て
い
る
こ
と
、
実
存
主
義

に
対
し
て
全
く
批
判
的
で
あ
る
こ
と
な
ど

は
、
現

在
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
研
究
の
視
座

か
ら
俯
瞰
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
受
け
付
け

難
い
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

だ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
着
目
し

た
い
と

思
う
の
は
、
「
彼
女
が
何
を
経
験
し
た

か
」
で

は
な
く
、
「
彼
女
が
何
を
経

験

今
　
村
　
純
　
子

か
ら
救
い
上
げ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
ヴ

ェ
イ

ユ
が
弱
い
身
体
を
も

っ
て
臨
ん
だ
苛
酷
な
労
働
実
践
で
あ

る
「
工
場
生
活
の
経
験
」
（
一
九
三
四
―
三
五
）
を
源
泉
と
す
る
彼
女
の
「
不

幸
の
形
而
上
学
」
と
、
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ

ツ
ツ
の
生
存
者
文
学
者
た
ち
の
洞
察

は
驚
く

ほ
ど
軌

を
一

に
し
て

い
る
。
両

者
が
共

に
お
よ
そ
経
験
し
え
な
い
経

験
か
ら
掴
ん

だ
重
要

な
洞
察
は
、
第
一
に
、
身
体
の
死
よ
り
前

に
魂
の
死
が

訪
れ

る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
生
き
て
い
る
の
に
死
ん
で

い
る
感
覚
を
も

つ
と

い
う
こ

と
で

あ
り
、
第
二

に
、
悪

は
罪
人

の
魂

に
お

い
て
で
は
な
く
、

罪

の
な
い
無
辜

な
ひ
と

の
魂

に
お
い
て
感
じ

ら
れ

る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り

加

害
者

が
罪

と

し
て

感

じ

る
べ

き
悪

が
、
実

際

は
、
被

害

者

が
「
恥

辱

（
h
u
m
i
l
i
a
t
i
o
n
）
」
と
し
て
自
ら
の
悪
（
醜
悪
）
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

さ
ら

に
、
社

会
的
威
信
の
剥
奪
が
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
わ
た
し

た
ち
を
極
限

の
苦
悩
へ
と
陥
れ

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
表
徴
が
、

い
み
じ
く
も

「詩」を もっこ と127 1



ヴ

ェ

イ

ユ
が

「
奴

隷

の

刻

印

」

と

い

っ
た

持

続

性

を

有

し

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

、

極

限

に
面

し

た

経

験

を

も

つ
者

は

、

た

と

え

生

還
し

た

と

し
て

も

、

生

と

死

の
境

界

を

歩

む

こ

と

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

本

小

論

で

考

察

し

た

い

と

思

う

の

は
、

こ

の

よ

う

な

境

位

に

お

け

る

「
詩

」

の
湧

出

の
可

能

性

で

あ

る

。

と

り

わ

け

、

ア

ウ

シ

ュ

ビ

ッ

ツ

で

果

た

し

た
詩

人

の
役

割

や

、
「
詩

」

を

生

き

る

こ

と

に

つ

い

て

は

し

ば

し

ば

語

ら

れ

る
と

こ

ろ
で

あ

る
が

、

こ

う
し

た

「
詩

」

を

、

ヴ

ェ

イ

ユ

の
述

べ

る

「
根

づ
き
（
ｅ
ｎ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
」
、
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
―
一
九
六
六
）
の
述
べ
る

「
霊

性

」

と

重

ね

合

わ

せ

、

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ
イ

ユ
に

お

け

る

「
東

洋

的

な

る

も

の
」

の

コ

ン
テ

キ

ス

ト

に

お

い
て

考

察

す

る

こ

と
が

、

本

小

論

の
目

的

で

あ

る
。

一
　
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る

「
東
洋
的
な
る
も
の
」

鈴

木

大

拙

は

、

「

詩

の

世

界

を

知

る

べ

し

」

と

い

う

短

い

エ

ッ

セ

イ

（

一

九
五
九
）
の
な
か
で
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
に
触
れ
、
「
そ
の
人
[
シ
モ
ー

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
]
の
言
葉
の
中
に
、
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
と
は
見
ら
れ
ず
、

純

粋

に

ユ

ダ

ヤ

宗

の

人

と

も

思

わ

れ

ぬ

、

何

か

東

洋

的

な

も

の

が

は

い

っ

て

き

や

し

な

い

か

と

い

う

気

が

す

る

の

で

す

」

（

強

調

筆

者

）

と

述

べ

、

さ

ら

に

、

「

こ

の

人

［

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

］

が

い

っ

て

い

る

の

に

、

労

働

者

に

必

要

な

の

は

、

詩

だ

と

、

こ

う

い

う

ん

で

す

ね

。

…

…

わ

た

し

は

こ

れ

が

シ

モ

ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
い
う
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば
い
え
な
い
か
と
思
う
」

（
強
調
筆
者
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の

シ
モ
ー

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る

「
東

洋
的
な
る
も
の
」
、
そ
し
て
、

シ
モ

ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ

ユ
の

よ
う
な
人
で

な
け

れ
ば

い
え
な

い
労
働

者

（
よ
り
根

源
的
に
わ
た
し

た
ち
人
間

）

に
必

要
な

「
詩
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

大
拙
は
、
「
東
洋
的
な
る
も
の
」
を
西

洋
二
元
論
、
対

象
論
理
を
超
え

た
、

主
客
未
分
の
も
の
、
さ
ら
に
は
、
汎

神
論
的
な
も
の
と
捉
え
、
そ
し
て

、
そ

の
根
底
に
「
知
行

合
一
」
を
置
い
て
い
る
。
し

か
し
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
現

実
の

政
治
、
社
会
に
お
け

る
「
行

」
は
、
大
拙
の
い
う
「
宗
教
的
行
」

と
は
位
相

が
異
な
る
。

わ
た
し
た
ち

が
、
行

為

に
お

い
て
、
「
意
志
」

に
よ

っ
て

は
乗

り
越
え
る
こ
と
が
不
可
能

な
極
限

に
面

す
る
と
き
、
「
知
」

と

「
行
」

は
絶

対

的
に
合
一
し

え
な
い
、
限
り
な
く
隔

た
れ
た
も
の
と
し
て
顕
現
す

る
。
状

況
が
己

が
無
で
あ

る
と

の
認

識
を
迫

る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然

・
本
性

は
、
「
己

を
忘
れ

る
こ
と

は
で
き

て
も
、
己
が

無
で
あ
る
と

い
う
認

識
を
も

つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
Ｃ
Ⅱ
　
２
３
２
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
宗
教

的
行
」

と
「
政

治
、
社

会
に
お
け

る
行
動
」
と
の
差
異
は
、

ヴ
ェ
イ

ユ
と
大

拙
の
思
考
空
間
の
差

異
を
明
示

す
る
こ
と
と

な
る
。

大
拙
は
、
『
日
本
的
霊

性
』
に
お

い
て
、
大

地
性
を
霊
性

の
萌

え
出
る
否

定
即
肯
定
の
直
接
性

と
捉
え
て
い
る
。

一
方
、

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て

は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
「
受

難
」
は
即

「
復
活
」
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
と

し
て

お
り
、
宗
教
を
、
死

即
生
の
、
媒

介
を
経
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
て

い

る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

認
識
を
不
可

能
に
さ
せ
、
超
越
へ
の
道
程
を
一
切
阻

む
も
の
と
し

て
の
極

限
に
面
し
た
経

験
を
も

つ
ヴ

ェ
イ
ユ
は
、
「
不
幸

は
キ



リ

ス

ト

教

の

鍵

で

あ

る

」
（
Ｐ
Ｓ
　
１
１
３
）

と

看

做

し

、

キ

リ

ス

ト

教

の

極

点

に

キ

リ

ス

ト

の

「
受

難

」

を

置

い

て

い

る

。

そ

し

て

、

矛

盾

を

矛

盾

と

し

て

注

視

す

る

こ

と

を

わ

た

し

た

ち

に

阻

み

、

わ

た

し

た

ち

の

知

性

に

お

い

て

止

揚

を

果

た

し

て

し

ま

う

、

つ

ま

り

、

自

力

か

ら

他

力

へ

の

移

行

を

阻

ん

で

し

ま

う

、

ネ

ガ

テ

ィ

ブ

な

も

の

と

し

て

「

復

活

」

を

捉

え

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

両

者

の

辿

り

着

い

た

宗

教

的

境

位

が

重

な

り

あ

う

と

し

て

も

、

そ

の

位

相

は

同

一

で

は

な

い

、

と

い

う

こ

と

を

わ

た

し

た

ち

は

ま

ず

捉

え

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

西

洋

人

で

あ

り

、

西

洋

哲

学

に

親

し

ん

で

き

た

ヴ

ェ

イ

ユ

に

と

っ

て

の

「
神

の

到

来

」

は

、

当

初

は

、
「
道

徳

律

が

限

り

な

く

神

に

漸

近

し

て

ゆ

く

」

と

い

う

形

態

に

お

い

て

で

あ

り

、

そ

れ

は

、

ま

さ

し

く

、

大

拙

が

、
「

東

洋

的

な

る

も

の

」

と

対

置

さ

せ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

い

っ
た

ん

「
神

の

死

」

を

、

経

験

、

霊

性

を

も

っ

て

感

得

し

た

の

ち

の

境

位

が

、

大

拙

が

述

べ

る

、

ヴ

ェ

イ

ユ

の

う

ち

な

る

「
東

洋

的

な

る

も

の

」

な

の

で

あ

る

。

大

拙

は

、

常

に

、

西

洋

二

元

論

と

対

置

す

る

「

善

き

も

の

」

と

し

て

、

東

洋

的

「
曖

昧

さ

」

を

捉

え

て

い

る

。

だ

が

、

私

た

ち

が

、

ひ

と

た

び

、

現

実

の

世

界

を

振

り

返

る

の

で

あ

れ

ば

、

こ

の

東

洋

的

「
曖

昧

さ

」

が

、

東

洋

人

の

克

服

す

べ

き

ネ

ガ

テ

ィ

ブ

な

側

面

を

有

す

る

こ

と

は

否

め

な

い

。

そ

う

で

あ

る

な

ら

ば

、

両

者

の

共

通

点

を

強

調

す

る

の

で

は

な

く

、

大

拙

に

は

生

じ

得

な

か

っ

た

「

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

問

題

」

に

直

面

し

た

西

洋

人

で

あ

る

ヴ

ェ

イ

ユ

の

う

ち

に

あ

っ

て

、

い

ま

だ

言

語

化

さ

れ

え

な

か

っ

た

も

の

が

、

大

拙

の

『
禅

仏

教

論

集

』
（
英

文

）

第

二

巻

を

偶

然

手

に

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、
「
東

洋

的

な
る
も
の
」
と
共
鳴
し
、
言
葉

と
な
り
え

た
と

い
う
こ
と

に
光
が
当
て
ら
れ

な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

二

「
純
粋

な

る

も

の

」

と

の

接

触

ヴ
ェ
イ

ユ
は
最
晩
年
の
政
治
、
社
会
的
著
作
で
あ
る

『
根
を
も

つ
こ
と

』

（
一
九
四
三
）
を
、

大
拙

は

『
浄
土

系
思

想
論
』
（
一
九
四
二
）、
『
日

本
的

霊

性
』
（
一
九
四
四
）
を
、

ほ
ぼ
同

時
期

に
書

き
残
し
て

い
る
。
『
根
を
も
つ

こ

と
』

に
お
け
る
「
根
こ
ぎ
」
の
考
察
に
お
い
て
、
着
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、

「
根
こ
ぎ
に
さ
れ
た
も
の
は
、
他
者
を
も
根
こ
ぎ
に
す
る
。
根
を
も
つ
も
の

は
、
他
者
を
根
こ
ぎ
に
す
る
こ
と
は
な
い
」
（
E
 
3
8
）
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。

こ
の
言
説

に
は
、

二
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
含

ま
れ
る
。
第
一
に
、
悪

を
な
さ
れ

た
無
辜

の
人
は
、
そ
の
悪

を
、
已

の
周
り

に
振
り
ま
い
て

し
ま

う
、

す
る
と
、
悪

は
、
倍
加

さ
れ
て

已
に
跳
ね

返
っ
て
く

る
。
こ

う
し
て
、
「
不

幸
な
人
」

は
、

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
深

遠
に
落

ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
第

二

に
、
悪

を
な
さ
れ
た
人
だ
け
で

な
く
、
悪

を
な
す
人
も
、
ま
た
、
根
こ
ぎ

に
さ
れ
て

い
る
と

い
う
事
実
で
あ

る
。

こ
こ
で

は
、
「
根
こ
ぎ
」
の
状
態
を
よ
り

詳
し
く
見

る
こ
と
に
し
た
い
。

強
制
収
容
所
の
ひ
と
び
と
の
労
働
を
平
面
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

た
だ
、
殺

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
Ａ

か
ら
Ｂ
、
Ｂ
か
ら
Ａ

へ
と
永
遠

に
石

を

運

び
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
り
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

い
か
な
る
合

目

的
性
も

介
入
し
え

ず
、
存
在
の
維
持
の
み
が
目
的
で
あ

る
と
い
う
状
況

は
、

死

に
至

る
恐

怖
を
引
き
起
こ
す
。
こ
う
し
た
状
態
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち

を もっこと｢ 詩129 1



の

心

の

う

ち

に

「
真

空

」

と

い

う
空

隙

が

生

じ

る
。

こ

の

「

真

空

」

は

、

パ

ラ

ド

ク

シ

カ
ル

に
、

大

拙

の

「

空
」

へ
と

連

な

る
超

越

へ

の

契

機

と

な

り

う

る

の

で

あ

る
が

、

こ

こ

に

お

い
て

、
否

定

即
肯

定

の

弁

証

法

は

生

じ

え

な

い
。

こ

の

「
神

の
不

在

」
、

こ

の

「
神

の

沈

黙

」

に
お

い

て

、

わ

た

し

た

ち

主

体

の

側

の

な

ん
ら

か

プ

ラ

ス

・
ア

ル

フ

ァ
ー

が

必

要

な

の

で

あ

る

。

そ
れ

は
、

一
体

何

な

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の
問

い

に

応

え

る

た

め

に
、

わ
た

し

た

ち

は
、

ヴ

ェ

イ

ユ

の

渇

望

の

観

念

を

考

察

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ヴ

ェ
イ

ユ

は
、

渇

望

は

、

た

と
え

自

我

に

よ

っ
て

曇

ら

さ

れ

て

た

も

の

で

あ

っ
て

も

、

本

来

、
「
善

の

渇

望

」

な

の

で
あ
る
と
プ
ラ
ト
ン
と
共
に
い
う
（
I
P
 
7
0
）
。
た
だ
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て

難

し

い

の

は
、

プ
ラ

ト

ン

の

「

洞
窟

の
比

喩

」

に
則

す

れ

ば

、

善

で

あ

る

太

陽

に

眼

差

し

を

向
け

る

こ

と

で

あ

る
。

な
ぜ

な

ら

、

自

ら

の

う

ち

に

善

は

な

い
こ

と

、

善

は

神

（
太

陽

）

の

う

ち

に

し

か

な

い

こ

と

を

知

る

こ

と

は

、

死

に
直

面

す

る

こ

と

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

前

述

の
悪

を

課

さ

れ

た

人

々
に

と

っ
て

の
悪

の

解

消

の

契

機

は

、
「

純

粋

な

る
も

の

」

を

渇

望

す

る

こ

と

で

あ
る
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
い
う
（
P
S
 
1
5
）
。
「
純
粋
な
る
も
の
」
は
、
悪
を
投
げ

返

し
て

こ

な

い
。

そ

し

て

、
「
純

粋

な

る

も

の
」

の

「
渇

望

」

そ

の

も

の
が

、

「

純

粋

な

る
も

の

」

の

「
所

有

」

と

等
し

い

も

の

と

な

り

、

悪

を

解

消

す

る

の

で

あ

る
。

こ

れ
が

、

ア

ウ

シ
ュ

ビ

ッ

ツ
で

詩

人

の
果

た
し

た

役

割

で

あ

り

、

「

極

限

に
面

し

て

」

詩

を

生

き

る

可

能

性

な

の

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

に

お

い

て
、
「
純
粋
な
る
も
の
」
は
「
恥
辱
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
（
Ｃ
Ⅱ
　
２
０
７
）
’

こ

こ

に

お

い

て

、

詩

人

と

聖

人

と

が

重

な

り

あ

う

。

さ
て

、
わ
た
し
た
ち
を
「
純
粋
な
る
も

の
」
の
渇
望
か
ら
阻
む
も
の
を
見

定
め
る
た
め

に
、
ヴ

ェ
イ

ユ
の

『
ヨ
ブ
記
』

の
考
察
を
見
て
み
た
い
。
ヨ
ブ

が
、
絶
望
的
な
叫
び
で
、
神

に
自
ら
の
無
辜
の
「
証
言
」

を
求
め
る
の
は
、

ヨ
ブ
の
魂
が
既

に
自

ら
の
無
辜
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る

（
P
S
 
9
0
）
。
ま
さ
し
く
、
悪
が
、
罪
の
な
い
無
辜
な
ひ
と
に
お
い
て
感
じ
ら

れ

る
か
ら
で

あ
る
。
だ
が

、
神
は
、

ヨ
ブ
に
「
私
が
こ
の
世

を
つ
く

っ
た
と

き
、
お
前
は
ど
こ
に
い
た
の
か
」
（
ヨ
ブ
、
三
八
・
四
）
と
問
う
。
こ
の
自
ら

の
関

心
と
は
別
の
位
相
の
問
い
に
、

ヨ
ブ
は
自
ら
の
無
を
自
覚
し
、
慰

め
ら

れ

る
こ
と

に
な
る

の
で
あ
る

が
、
こ

の
位
相

に
到

る
た

め
に

は
、

ヨ
ブ
が

「
神
へ
の
愛
」
を
傾
け
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
の
最
中
に
あ
っ
て
、

そ
れ
で

も
神
を
愛
し
続
け
る
こ
と
が
「
純
粋
な
る
も
の
」
と
の
接
触
を
可
能

と
し

、

ヨ
ブ
は
世

界
の
美
し
さ
に
触
れ
る
こ
と

に
な

る
。

一
方
、
わ
た
し
た
ち
の
肉
体
そ
の
も

の
が
、
超
自
然
的
働
き
を
な
す
場

合

が
あ
る
。
「
涙
を
流
す
聖
人
と
水
の
上

を
歩
く
聖
人

は
同
じ
超
自
然

的
な
行

為
を
し
て
い
る
」
（
L
R
 
6
0
）
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
い
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
ら

の
苦
悩
を
抱
え
切

れ
な
い
と
き
、
無
意
識

に
涙
が
溢
れ
出
る
。
そ
し
て
、
無

声
慟
哭

と
い
っ
た
有
り
様

に
お
い
て

、
己
を
離

れ
、
「
純

粋
な
る
も
の
」
と

接
触
し
て

い
る
。
こ

う
し

て
、
「
涙
」

に
お

い
て
、

わ
た
し
た
ち
は
、
苦
悩

に
つ
な

ぎ
止
め
ら
れ
な
が
ら
、
自
己
回
復

を
果
た
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

聖
人
の
涙
は
、
「
隣
人
へ
の
愛
」
に
よ

る
涙
で

あ
る
こ
と

を
忘
れ
て

は
な

る

ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る
超
越
の
契
機
で
あ
る
「
純
粋
な
る
も



の

と

の

接

触

」

は

、

悪

を

断

ち

切

っ
て

善

へ

と

向

か

う

と

い

う

二

元

論

的

構

造

を

と

っ
て

い

な

い

。

悪

の

直

中

に
あ

り

な

が

ら

、

悪

を

破

壊

す

る

こ

と

な

く

善

を

渇

望

す

る

こ

と

、

こ

の

こ

と

が

、

わ

た

し

た

ち

を

救

う

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

れ

は

、

煩

悩

を

断

ぜ

ず

し

て

涅

槃

を

得

る

「
横

超

」

に

連

な

る

も

の

で

あ

り

、
「

存

在

の

彼

方

の

善

」

を

「
悪

の

奥

底

の

善
」

と

し

て

捉

え

る

ヴ

ェ

イ

ユ

の

プ

ラ

ト

ニ

ズ

ム
は

、
「

横

超

」

と

し

て

受

け

取

り

直

さ

れ

る

の
で

あ

っ
た
。

真

の

自

由

は

、

己

が

置

か

れ

た

状

況

の

外

に
出

る

こ

と

で

は

な

く

、
己

が

否

応

な

く

巻
き

込

ま

れ

る

状

況

を

受
け

入

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ
の

い

う

「
詩

」

が

萌

え
出

る

の

は

こ

の

よ

う

な
境

位

な

の

で

あ

る

。

三

「

詩

」

と

詩

的

言

語

の

可

能

性

ヴ

ェ
イ

ユ
が

「
東

洋

的

な

る
も

の
」

の
境

位

に
辿

り

着

い

た

の

は
、

な

に

よ
り

、

苛

酷

な

「
労

働

」

と

い

う
身

体
活

動

を
通

し

て

で

あ

っ

た
。

ヴ

ェ

イ

ユ

の

労

働

に

つ

い

て

の
初

期

の
記

述

に

お

い

て

、

労

働

に

先

立

っ

て

「

体

育

」

に
つ

い
て

の

言

及

が

見

ら

れ

る

。
「
体

育

」

に

お

い

て

。

身

体

は

道

具

へ
、
さ
ら
に
、
情
動
は
記
号
へ
と
移
り
行
く
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
い
う
（
O
C
　
Ⅰ

１４
７
）
°

こ

の

状
態

に

お

い

て

、

わ

た

し

た

ち

は

身

体

に
繋

ぎ

と

め

ら

れ

な

が

ら

、

己

を

超

え

た

生

命

の
力

に

出

会

う

。

わ

た
し

た

ち

は

、
「
純

粋

な

る
も

の

」

と

の
接

触

に
欠

か

せ

な

い

「

ゼ

ロ

が

わ

た

し

た

ち

の

最

大

で

あ

る
」

（
Ｃ
Ｓ
　
３
２
７
）

と

い

う

認

識

の

源

泉

を

こ

こ

に
見

る

こ

と

が

で

き

る
。

ヴ

ェ
イ

ユ
が

希

求

す

る

「

詩
」

は

言

葉

の

な

か

に
閉

じ

込

め

ら

れ

た

贅

沢

な

詩

で

は

な

く
、
「

日
常

生
活

の

実

体

で

あ

る

よ

う

な

詩

」
（
Ｃ
Ｏ
　２
６
５
）
で

あ

る
。

そ

う

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
詩
」

は
、
身
体
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
妙
」

と
「
詩
」
が
重
な
り

あ
う
と
こ
ろ

に
、

も

っ
と
も
「
東
洋
的
な
も
の
」

が
あ
る
と
看
做
し
て
い
る
大
拙
は
、
ヴ
ェ
イ

ユ
の
身
体
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
「
詩
」
を
次
の
よ
う
に
敷
衍
し
て

い
る
。

「
そ
れ
で

、
労
働
者
が
手
を
動

か
し
、
足
を
動

か
す

と
い
う
と
こ

ろ
に
関
連

づ
け
て

、
そ
こ
に
ポ
エ
ジ
ー
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
ま
あ
労
働
者

は
助

か
る
で

す
ね
。
…

…
俳
句
を
や

る
人
は
そ
こ
に
詩
情
を
見
て

、
一
七
文
字

に

ま
と
め
る
こ
と

が
で
き

る
だ
ろ

う
と
思
う
で
す
ね
。

そ
う
す

る
と
大
工
さ
ん

が
コ
ン
コ
ン
や

っ
て

お
る
、
鉋
で
け
づ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
一
七
文
字
の

詩
情
が
お
け
ば
、
…
…

い
う

に
い
わ
れ
ぬ
詩
情
、
今

の
ポ
エ
ジ
ー
を
感
じ
る

と
す
る
と
、
…
…
＝
交
換
条
件
を
な
に
も
入
れ
な
い
で
で
す
ね
、
た
だ
、
こ
う

や

っ
て

お
る
こ
と

だ
け

に
妙
を
感
じ
て
、
一
七
文
字
で
表
現
す
る
こ
と
の
で

き

る
も

の
を
手
足

を
動

か
す
人
が
感
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
の
労
働
の
世
界
は
全

く
変
わ
っ
て
し
ま

う
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
」
。
こ

の
よ
う
な
詩
情

の
湧

出

の
境
位

は
、
ヴ

ェ
イ

ユ
に
お
け
る
苛
酷
な
労
働
の
そ
れ
と

は
異
な
る
。
前
述

の
よ
う

に
、
ヴ

ェ
イ

ユ
に
お

い
て

は
、
「
真
空
妙
有
」
で

は
あ
り
得

な
い
。

だ
が
、
「
俳
句
」
と

い
う
、
詩
で

あ
り
「
う
た
」
で
あ

る
も

の
を
身
体

に
お

い
て
捉
え
る
こ
と
へ
の
大
拙
の
着
目
は
、
ヴ
ェ
イ

ユ
が
、
必
然
性
に
繋
が
れ
、

無

限
に
隔
て
ら

れ
た
神
と

の
距

離
の
調
和

を
図

る
も
の
と
し

て
考

察
し

た

「
音
楽
」
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
音
楽
」

は
、
「
偶
像
崇
拝
」
か
ら
「
神
」

の
「
象

徴
」

へ
と
わ
た
し

た
ち
の
眼
差
し

の
移
行
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
ヴ
ェ
イ

ユ
は
看
做
し
て

い
る
。

「詩」を もつ こと13囗



さ

て

、

わ

た

し

た

ち

が

「

名

号

」

を

聞

き

取

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

、

自

ら

の

う

ち

に

「

純

粋

な

る

も

の

」
、
「
如

来

」

へ

の

渇

望

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

、
「
純

粋

な

る

も

の

」

の

「

渇

望

」

が

「

純

粋

な

る

も

の

」

の

「
所

有
」
と
等
し
く
な
る
の
は
、
そ
こ
に
「
約
束
（
ｃ
ｏ
ｎ
ｖ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
」
が
あ
る
か

ら

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

は

名

号

［
主

の
名

を

唱

え

る

こ

と

］

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。
「
仏

陀

は

、

浄

土

（
ｌａ
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ

）

に

お

い

て

、

仏

陀

に

よ

っ

て

救

わ

れ

た

い

と

の

渇

望

を

も

っ

て

、

仏

陀

の

名

を

唱

え

る

す

べ

て

の

ひ

と

び

と

を

、

仏

陀

の

と

こ

ろ

ま

で

、

引

き

上

げ

た

い

と

の

祈

願

を

た

て

た

の

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

祈

願

に

よ

っ

て

、

主

の

名

を

唱

え

る

こ

と
[
名
号
]
に
は
、
本
当
に
魂
を
変
革
す
る
力
が
あ
る
の
で
あ
る
」
(
A
D

1
3
8
)
。
わ
た
し
た
ち
は
、
パ
ス
カ
ル
の
賭
の
よ
う
に
、
自
ら
神
を
探
し
求
め

る

こ

と

は

で

き

な

い

。
「
意

志

」

に

よ

っ

て

、

つ

ま

り

、
「

自

力

」

に

よ

っ

て

探

し

求

め

た

神

は

、

己

よ

り

高

く

も

低

く

も

な

い

か

ら

で

あ

る

。

実

際

に

私

た

ち

が

引

き

上

げ

ら

れ

る

の

な

ら

、

そ

れ

は

「
他

力

」

に

よ

っ
て

引

き

上

げ

ら

れ

る

の

で

あ

り

、

引

き

上

げ

ら

れ

た

そ

の

事

実

が

神

の

存

在

を

証

す

る

。

キ

リ

ス

ト

教

に

お

け

る

聖

体

拝

領

や

賛

美

歌

も

、

こ

の

名

号

と

同

じ

効

果

を

有

し

て

い

る

。

た

だ

、

こ

こ

で

わ

た

し

た

ち

が

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

、
「

聖

体

拝

領

を

受

け

る

」
、
「
賛

美

歌

を

歌

う

」

と

い

う

「
習

慣

」

に

よ

っ

て

、

道

徳

律

か

ら

神

に

漸

近

す

る

よ

う

に

、

神

へ

と

徐

々

に

近

づ

く

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

ら

に

よ

っ

て

、
「

魂

の

変

革

」

が

な

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

労

働

者

に

は

、
「

詩

」

を

も

つ

、

つ

ま

り

、
「
純

粋

な

る

も

の

」

を

渇

望

す

る
条
件
が
備

わ
っ
て

い
る
と
ヴ

ェ
イ
ユ
は
看
做
し
て

い
る
。
「
詩
」

は
、
彼

女

に
お
い
て
、
常

に
、
清
貧
、
恥
辱
と
密
接
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
女

は
、
詩
人
と
聖
人

を
、
さ
ら

に
、
詩
人
と
世
界

に
お
け
る
周
縁

化

さ
れ
た
ひ
と

び
と
を
重
ね

合
わ
せ
て

い
る
。
聖

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
詩

は
、

完
全
な
詩
で
あ
っ
た
だ
け
で

は
な
く
、
彼

の
全
生
涯
そ
の
も
の
が
詩
で
あ

っ

た
の
だ
と
彼
女
は
い
う
(
A
D
 
1
4
9
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
神
は
至
高
の
詩
人
で
あ

る
」
（
C
S
 
1
4
9
）
。
こ
の
よ
う
な
詩
の
把
握
は
、
彼
女
の
詩
そ
の
も
の
の
洞
察

に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
が
詩

と
認
め
る
も
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、

な
ん
ら
作
者
の
技
法
や
意
図
が
見
出

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

そ
こ
に
お
い
て
、
な
ん
ら
作
者
の
人
格

性
が
見
出
さ
れ
ず
、
非
人
格
的
な
る

も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し

く
、
大
拙
が
、
妙
好
人
才
市
の
歌
に
は
、
な
ん
ら
彫

琢
、
な
ん
ら
技
巧

が
な
く
、
才
市
の
全
存
在
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て

い
る
と

い
う
よ
う
に
、
己
が
詩
と
一
つ
に
な
っ
て

い
る
有
り
様
で
あ
る
。

そ

し
て
、
『
根
を
も
つ
こ
と
』
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
希
求
し
て
い
る
霊
性

は
、
労
働
者

に
「
心
情

に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
を

通
じ
て
」
(
E
 
6
4
）
、
真
理
を
伝
達
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
境
位

に
お
け

る
詩
と
詩
的
言
語
は
、
自
ず

か
ら
し
て
、

ハ
イ

デ
ガ
ー
の
い
う
「
存
在

の
住
処
」
で

あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
「
純

粋
な
る
も

の
」
へ
の
渇
望

が
あ
る
と
き

に
、
「
約
束
」
の
う
ち

に
「
純

粋
な
る
も

の
」

の
所
有
が
あ
り
、

そ
こ

に
お
い
て

、
「
不
在

の
神
」
に
、
「
神
の
沈
黙
」

に
聴

従
す
る
と
き
、
初
め
て

「
存
在

の
住
処
」
と
な

る
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し

た

ち
は
、
詩
人
と
し
て
こ

の
世
に
住
ま
う
」

と
い
う

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉

は
、



ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て

は
こ
の
よ

う
な
意
味
を
も

つ
。
「
復
讐

心
」

が
、
無
気

力
で

あ
る
「
服
従
」
で

は
な

く
、
「
同
意
」
で

あ

る
「
従
順
」

へ
と

転
換
す

る
た
め
に
は
、
「
自
ら
が
無
で
あ

る
」

と
い
う

わ
た
し

た
ち
の
自
然

・
本
性

に
お
い
て
は
不

可
能
な
認
識
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
超
自
然
的
認
識

の
有
り

様
を
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は

『
禅
仏
教
論
集
』
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
「
公
案
」
の
う

ち
に
見
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
自
ら
の
自
律
が
全
く
破
壊
さ
れ
た
あ
と
で
、

な
ん
ら
慰
め
が
見
出
さ
れ

な
い
状
態
で
、
「
神

へ
の
愛
」

に
よ

っ
て
沈

黙
の

う
ち

に
神
の
声
に
聴
従
す
る
ま
さ
に
こ
の
と
き
に
、
服
従
で
も
復
讐
で
も
な

い
、
必

然
性

へ
の
同
意
の
地
平

が
生
じ

る
の
で

あ

っ
た
。

結

び

に

か

え
て

わ
た
し

た
ち

は
、

ヴ
ェ
イ

ユ
に
お
け

る
「
東

洋
的
な
る
も
の
」
を
見
定
め
、

極
限

に
面
し
て

の
「
詩
」
を
も
つ
こ

と
の
可

能
性
を
探
究
し
て
き
た
。
二
〇

世
紀

は
、
ま

た
、
言
語

の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
時
代
で

も
あ

っ
た
。
ヴ

ェ
イ
ユ

も
、
「
根
こ
ぎ
」

の
中
枢
に
、
植
民
地

支
配

に
よ
る
「
言
語

の
根
こ

ぎ
」

が

あ
る
こ
と
を
挙

げ
て

い
る
。

植
民
地
支
配

は
物

理
的
な
醜
悪

な
「
根
こ
ぎ
」

を
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
し

か
し
、
魂

の
次
元
で

も

っ
と
も
暴
力
を
う
け
る

の
は
、
暴
力
と

い
う
形
態

を
と
ら
な

い
暴

力
で

あ
る

か
も
し
れ

な
い
。
「
む

し
ろ
最
も
心
情
的
な

ご
く
日
常

的
次
元

の
や

さ
し
い
気
持
ち
の
な
か
で

、
そ

う
な

っ
て
は
な
ら
な

い
人
が
そ

う
な

っ
て
し
ま

う
」

の
か
も
し
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
、
自
ら
、
偶
像
崇
拝
を
し
て

い
る
と
意
識
し
て

、
偶
像
崇
拝
し
て

い

る
人

は
稀
で

あ
ろ
う
。

わ
た
し
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、

真
理
で

あ
り

、
象
徴

で
あ
る
も
の

に
眼
差
し
を
向
け
て

い
る
の
だ
と
意

識
し
な
が
ら
、
実
は
、
な

ん
ら

か
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取

り
込
ま

れ
て
し
ま

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
純

粋
言
語
、
翻
訳

の
可
能
性
を
、
ヴ
ェ
イ

ユ
の
霊
性

、
詩
的
言
語
を
手
が
か
り

に
考
察
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て

い
き

た
い
。

☆

ヴ

ェ

イ

ユ

の

著

作

か

ら

の

引

用

は

、

次

の

略

記

号

を

用

い

、

頁

数

を

記

し

た

。

Ａ
Ｄ
：
　
Ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
e
ｍ
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｆ
ａ
ｙ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
６
６
.

C
 
Ⅱ
:
 
Ｃ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｉ
Ｉ
,
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｓ
,
　
Ｐ
ｌ
ｏ
ｎ
,
　
１
９
５
１
.

Ｃ
Ｏ
:
 
Ｌ
ａ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｕ
ｖ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
５
０
.

Ｃ

Ｏ

　
Ｉ
：
　

Ｃ
Ｅ

ｕ
ｖ

ｒ
ｅ
ｓ

　
ｃ
ｏ

ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔ
ｅ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
Ｓ

ｉｍ

ｏ
ｎ

ｅ

　

Ｗ

ｅ
ｉ
ｌ
　
Ｉ
,
　

Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ

ｍ

ａ
ｒ

ｄ
,
　

１
９
８

８
.

（

Ｓ

：
　
Ｌ

ａ

　
Ｃ

ｏ

ｎ
ｎ

ａ

ｉｓ
ｓ
ａ

ｎ
ｃ
ｅ

　
ｓ
ｕ

ｎ

ｉａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

ｌ
ｌｅ
,
　
Ｐ

ａ
ｒ

ｉ
ｓ
,
　

Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ

ヨ

ａ
ｒ

ｄ
,
　

１
９
５

０
.

Ｅ

：
　

Ｌ

　
Ｅ

ｎ

ｒ
ａ

ｃ
ｉ

ｎ

ｅ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
,
　
Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ

ｒ
ｄ
,
　

１
９

５

１
.

１
ｎ

ｔ
ｕ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｓ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
-
ｃ

ｈ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉｅ
ｎ

ｎ

ｅ
ｓ

，
　
Ｐ

ａ
ｒ

ｉｓ
,
　

Ｆ

ａ

ｙ
ａ

ｒ

ｄ
,
　

１
９
８

５
.

Ｌ

Ｒ

：

Ｌ

ｅ
ｔ
ｔ
ｒ
ｅ

　
ａ

　
ｎ
ｎ

　
ｒ
ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｅ
ｕ
ｘ

， 　

Ｐ
ａ

ｒ

ｉｓ
,
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ
ヨ

ａ

ｒ
ｄ
,
　

１
９
６

８
.

P
S
：
 
P
e
ｎ
ｓ
ｅ
ｅ
ｓ
 
ｓ
ａ
ｎ
ｓ
 
ｏ
ｒ
ｄ
ｒ
ｅ
 
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｎ
ｔ
 
 
l
'
ａ
ｍ
ｏ
ｕ
ｒ
 
ｄ
ｅ
 
Ｄ
ｉ
ｅ
ｕ
,
 
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,

G
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
６
２
.

（

―

）
　

ヴ

ェ

イ

ユ

は

、

民

族

性

（
ｎ

ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ａ

ｌ
ｉ
ｔ
ｅ

）

が

「

ユ

ダ

ヤ

人

（

Ｉｓ
ｒ
ａ
ｅ

ｌ
ｉ
ｔ
ｅ

）
　ｊ

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

常

に

自

ら

を

「

フ

ラ

ン

ス

人

」

と

し

て

意

識

し

て

い

る

。

自

ら

も

ド

イ

ツ

占

領

下

の

パ

リ

で

学

生

生

活

を

送

っ

て

い

た

片

岡

は

、

「

こ

の

時

代

も

っ

と

も

不

幸

で

あ

っ

た

の

は

ユ

ダ

ヤ

人

で

は

な

か

っ

た

の

か

」

と

ヴ

ェ

イ

ユ

の

人

間

的

心

理

の

動

き

を

指

摘

し

て

い

る

（

片

岡

美

智

『

シ

モ

ー

ヌ
。
ヴ
ェ
イ
ユ
―
―
真
理
へ
の
献
身
』
講
談
社
、
一
九
七
二
年
、
一
八
〇
－
一

八

一

頁

）
。

（
２
）
　
こ
こ
で
、
彼
女
の
「
工
場
生
活
の
経
験
」
（
一
九
三
四
―
三
五
）
が
、
一
九

三

六

年

の

人

民

戦

線

以

前

の

苛

酷

な

労

働

条

件

下

で

あ

っ

た

こ

と

を

銘

記

し

て

お

き

た

い

。

「詩」をもつこと133



（
３
）
　
鈴
木

大
拙

「
詩

の
世
界
を
し

る
べ
し
」
『
東
洋

的
な
見

方
』
岩

波
文
庫
、
一

九
九
七

年
、

二
四
一
頁

。

（
４
）
　
大
拙
が

「
見

性
」
を
う
け

た
の
も
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
「
工
場
生
活
」

に
入

っ
た

の
も
共

に
二
五

歳
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
優
れ
た
東
西
の
思
想
家

の
実
在
へ

の

眼

差
し
の
方
向
性
の
差
異
は
興
味
深
い
。

（
５

）
　
例
え
ば
、

ヴ
ェ
イ

ユ
の
思
索

ノ
ー

ト
で
あ
る

『
カ
イ

エ
』

に
は
次
の
記

述
が

見
ら
れ
る
。
「
高
等
師

範
学
校
の
受
験
準
備
学
級

に
い

た
頃
の
私

の
超
ス

ピ
ノ

ザ
的
瞑
想
。
他
の
対
象
は
一
切
考
慮
せ
ず
、
他
の
な

に
も
の
と
も

関
連
さ
せ
ず

に
、
何
時
間
も
此
れ

は
何

か
と
考
え
て
、
対
象
を
ひ

た
す
ら

注
視

す
る
、

こ
れ

は
公
案
だ
っ
た
の
だ
」
（
Ｃ
Ⅲ
 
8
8
）
。

（
６
）
　
鈴
木
大
拙

『
鈴
木
大
拙
全
集
　

二
八
巻
』
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇

二
年
、
四

七

二
頁
。

（
７
）
　
鈴
木
大
拙
「
詩
の
世
界
を
し

る
べ
し
」
『
東
洋
的

な
見
方
』
岩

波
文
庫
、

一

九
九
七
年
、
二
四
二
頁
。

（
８
）
　
鈴
木
大
拙
「
日
本
的
霊
性
」
『
清
沢
満
之
・
鈴
木
大
拙
』
中
公
バ
ッ
ク
ス

日
本
の
名
著
四
三
、
一
九

八
四
年
、
三
八
三
頁
。

（
９
）
　
金
時
鐘
「
今
、
居
る
場
所
」
、
梁
石
日
ほ
か
『
金
時
鐘
の
詩
―
も
う
ひ
と

つ
の
日
本
語
』
も
ず
工
房

、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
三
頁
。

（

い
ま

む
ら

・
じ

ゅ

ん

こ

、

哲

学

・
宗

教
学

京

都

大

学

大

学

院

研

究

指

導

認

定

）
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