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鈴
木
大

拙
の
妙
好
人
解
釈

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

蓮
沼

　
直

應

　

鈴

木
大
拙
は
禅
の

研
究
者
で

あ
る

と
同
時
に
浄
土
教
に

関
し
て

も
独

自

の

解

釈
を
展
開
し
た
入
物
で

あ
る

。

特
に
在
野
の

篤
信
者
と

も
い

う
べ

き

「

妙
好
人
」

に

関
し

て

は
、

『

宗
教
経
験
の

事
実
』

を
は

じ
め

と
す
る

諸
々

の

著
作
で

主
題

化
す
る

な
ど

、

高
い

関
心
を

有
し
て

い

た
。

「

妙
好
入
」

の

存
在
が
一

般
に

知
ら
れ
る

よ

う
に
な
っ

た
契
機
と

し
て、

仰
誓
ら
の

手

に

よ
っ

て

近
世
の

篤
信

者
を

伝
記
的
に

紹
介
し
た

『

妙
好
人
伝
』

の

刊

行

が

あ
る

が
、

大

拙
自
身
は

主
に

讃

岐
の

庄

松
や

浅
原

才
市
と
い

っ

た

幕

末
、

明
治
を
生
き
た
妙
好
人
に

焦
点
を
当
て

て

い

た
。

特
に

浅
原
才

市
に

関
す
る

研
究
は
晩

年
ま
で

続

け
ら
れ、

そ
の

結
果、

彼
は
真

宗
の

外

部
に

も
広

く
知
ら
れ
る

よ
う
に

な
っ

た

と

言
わ

れ
て

い

る
。

　

彼
は

あ
る

点
で

は
一

宗
の

開
祖
で

あ
る
法
然
や

親

鸞
よ
り
も、

在
野
の

妙
好
人
を
評

価
し
て

い

た
。

妙
好
人
の

思
想
的
研
究
の

草
分
け
と

位

置
づ

け
ら
れ

る

大
拙
で

あ
る

が、

彼
は

妙
好
人
を
い

か
な
る
存
在
と
し
て

み
な

し
て

い

た
の

だ
ろ

う
か

。

本

発
表
で

は
鈴
木
大
拙
が

妙
好
人、

特
に

浅
原

才
市
を
ど
の

よ

う
に

解

釈
し
て

い

る

か、

そ
し
て

そ
の

解
釈
が
ど

の

よ
う

な
思

想
的
背
景
に

よ
っ

て

為
さ
れ
て

い

る
の

か
を
検

討
し、

大
拙
の

著
述

活
動
に

お

け
る

妙

好
人

研
究
の

意
味
を
明
ら
か
に

し
た

い

と

思
う

。

　

ま

ず
妙
好
人
の

特
質
と

し
て、

大
拙
は

彼
ら
の

表

現
の

直
接
性
を
指
摘

し
て

い

る
。

彼
ら

自
身
は

特

別
な

学
問
的
な

訓

練
を
修
め

た

訳
で

は

な

く
、

仏
教
の

知
識
も
善

知
識
か
ら
直
接
伝
達
さ
れ
た

も
の

で

あ
っ

た
。

大

拙
は

宗
教
意
識
の

表
現
に

際
し
て、

論
理
の

枠
組
み
や
学
問
的
な
知
識
を

障
礙
と
み

な
し

て

い

た
。

禅
の

背
景
を
も
つ

彼
に

と

っ

て
、

み
ず
か
ら
感

じ
た
こ

と
の

直
接
の

吐
露、

も
し
く
は
直
叙
と
い

っ

た

形
式
が、

宗
教
意

識
の

表

現
と

し
て

高
い

意

義
を
も
つ

も
の

と
考
え
て

い

た
。

そ
の

た
め
、

教
学
的
な
整
合
性
に

ふ

り
ま
わ
さ

れ

る

こ

と
な
く、

自
由
に

み
ず
か
ら

の

信
仰
を

表
現
す
る
こ

と
が
で

き
た

妙
好
人
に

対
し
て

、

彼
は

高
い

評
価
を

与
え
た

の

で

あ
る

。

　

そ
の

よ
う
な
妙

好
人
の

中
で

も

大
拙
は

浅
原
才
市
に

言
及
す
る

こ

と

が

多
か
っ

た
。

大
拙
が

彼
を

高
く
評
価
す
る

点
と
し
て

は

少
な

く
と

も
二

つ

の

考
え
方
に
注
目

す
る

こ

と
が
で

き
る

。

日

常
性
の

強

調
と

機
法
一

体
の

思
想
で

あ
る

。

　

浅
原
才
市
は

下

駄
作
り
の

職
人
と
し

て

鉋
を
削
る
現

場
で

「

南
無
阿
弥

陀
仏
」

の

名

号
、

阿
弥
陀

仏
へ

の

信
心
に

徹
し
て

い

た

と
い

う
。

大
拙
は

浄
土
教
の

信
者
が
一

般
的
傾

向
と

し
て

「

あ

り
が

た
い
」

「

も
っ

た
い

な

い
」

と

い

う
感
情
に

満
足
し

て
、

一

般
社
会
に

お
け
る

活
動
を
軽
視
す
る

こ

と

を
危
惧
し
て

い

た
。

日

常
の

す
べ

て

の

行
為
の

中
に

悟
り
を

実
践
し

て

い

く
こ

と

を
理

想
と
す
る

大

拙
に

と

っ

て

は、

世
俗

的
労
働
の

場
で

信

心
を
感
得
し
て

い

た
浅
原

才
市
は
他
の

念
仏
者
に
比
し
て

高
い

思
想
的
親

和
性
を

有
す
る

存
在
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

ま
た、

浅
原

才
市
は

凡
夫
と

阿

弥
陀
仏
と

の
一

体

性
を
意

味
す
る

「

機
法
一

体
」

と

い

う
語
を
た

び

た

び

自
身
の

詩
の

中
で

用
い

て

い

た
。

大
拙
は
こ

の

機
法
一

体
の

内
実
を

「

二

に

し
て
一
、

一

に

し

て

二
」

も
し
く
は

「

即
で

非、

非
で

即
」

と

解
釈
し

て

い

た
。

す
な
わ
ち

彼
は

、

自

身
が
以
前
か
ら
提
唱
し
て

い

た

禅
経
験
の

論
理
で

あ
る

「

即

非
の

論
理
」

を
体
現
す
る

人
物
と

し
て

、

浅
原
才
市
を

理
解
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

　

大
拙
は
、

禅
は

禅、

真

宗
は

真
宗
と

し
て

そ
れ

ぞ
れ

の

宗
教
伝
統
を

尊

重
し、

安
易
に

両

者
の

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ
ム

を
提
唱
し
た
訳
で

は

な
か
っ

た
。

そ
う
で

は

あ

り
な
が
ら
も

、

彼
は

真
宗
の

伝
統
の

中
に

自
ら

の

禅
理
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解
を

如
実
に
体
現
す
る

存
在
を

見
出
し
た

。

彼
ら

は

真
宗
の

信
心
を
徹
底

さ

せ

た

た

め

に

か
え
っ

て

禅
と
の

接
点
を
多
分
に

有

す
る
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る
。

普
遍
的
宗

教
意
識
た
る

「

日
本
的
霊
性
」

を
提
唱
し、

禅
の

立

場
に

留
ま
ら

ず
浄
土

教
を
も

論
じ

る

必
要
が

あ
っ

た
大
拙
に
と

っ

て、

妙
好
人

、

特
に

浅
原
才

市
と
は

禅
と

浄
土
教
の

橋
渡
し
を
可
能
に

す
る

存

在
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

彼
が

晩
年
に

至
る

ま
で

妙
好
人
を
追
い

続
け
た

背

景
に

は
、

こ

の

よ

う
な

禅
と
の

思

想
的

親
和
性
が

見
出
せ

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

東
西
霊
性

交
流
に

お
け
る

「

霊
性
」

の

問
題

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

峯
岸
　
正
典

　
「

身
体
性
を

通
じ

て

し

か

わ

か
ら

な
い

宗
教
上
の

レ

ベ

ル

が

存
立

す
る
」

と

い

う
宗
教
学
の

根
本
問
題
に

関
わ
る

問
題
意
識
も
あ
り、

東
西
霊
性
交

流
の

討
究
を
試
み

た

い
。

外
的
特
徴
は

、

 
禅
と
ベ

ネ
デ

ィ

ク

ト

会
系
の

修
道
院
で、

相
互

の

修
行
・

修
道
生
活
を

体
験

す
る

。

 
社
会
的
に

ア
ピ

ー

ル

を
し
よ

う
と

す
る

こ

と

は
意
識
さ
れ

て

な
い

。

 
言
語
を

通
じ

て

の

対
話
が
二

義
的
に

な
っ

て

い

る
、

の

三

点
で

あ
る

。

最
近

、

小

布
施
祈

恵
子

博
士
（
オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

大
学）

が

提
唱

し
て

い

る

並

列
主

義

勺

曽
曁
 

房
臼、

つ

ま

り、

相
互

の

信
仰
を

尊
重
し
、

宗
教
と

し

て
の

優

劣
を

原
則
と
し

て

争
わ

な
い

で
、

対
話、

交
流
す
る

と
い

う
立

場
を
ふ

ま

え

れ
ば
、

本
交
流
は

、

こ

の

並
列
主

義
と
い

う
枠
の

な
か

に

入
る

。

で

は
、

な
ぜ
「

霊

性
交
流
」

な
の

か
。

当
時、

「

日
本
的
霊
性
を

深
く

掘
り

下
げ、

ま
た
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的
霊
性
を
深
く
掘
り
下
げ
れ

ば、

共
通
の

地

下
水
脈
に

当
た
る
」

と
い

っ

た

趣
旨
の

言
及
も
あ
っ

た
。

こ

れ
は

鈴
木
大

拙
の

『

日
本
的
霊

性
』

等
に

基
づ

く
述
懐
と

思
わ

れ

る
。

一

方
、

大
拙
が

用
い

る

「

霊
性
」

と
い

う
言
葉
を

道

元
が
批

判
し
て

い

る

こ

と

か
ら
、

「

大
拙
の

説
は

基
体
説
に

当
り、

そ
の

主

張
に

非
仏
教
的
な
も
の

が

あ
る
」

（
石
井

修
道

『

道
元
禅
の

成
立

史
的
研
究
』

大
蔵
出
版、

一

九
九
一

年
）

と
い

う
提
議
も
あ
る

。

仏

教
徒
に

と
っ

て

も
わ
か

り
安
い

説
明
は

、

フ

ィ

リ

ッ

プ
・

シ

ェ

ル

ド
レ

イ
ク
の

「

神
の

御
霊
に

逆
ら

う
す
べ

て

の

も
の

と

い

う
意
味
で

『

肉
』

の

反
意

語
だ
」

（
『

キ

リ
ス

ト
教
霊
性
の

歴

史
』

教

文

館
、

二

Q
一

〇

年）

と
い

う
叙
述
で

あ
る

。

補
足
す
る

な
ら
ば

、

「

肉
」

へ

の

傾
き
か

ら

ヨ
碧
霞
巨剛
亳

や
ω

 
＝
ω

g

讐
畠

が
生

じ

て

く
る

と

発
表

者
は

考
え

る
。

ま
た
以

前
は
「

『
霊
性
』

と

い

う

名
詞
は

ほ

と

ん

ど

の

場

合
に

聖
職
者
に

関
連
し
て

い

た
。

」

（
同
一

八

頁）

の

で
、

「

聖

職
者
」

同

士
の

交
流

が
最

初
か
ら

意
識
さ
れ

て

い

た
と

推
測
さ

れ

る
。

こ

れ

ら

の

「

霊
性
」

に

関
す
る

言
及
を
ふ

ま

え、

武
藤
亮
飛
氏
（
筑
波
大
学
大
学
院）

の

紹
介
事
例
を
考
え
て

み

た
い

。

第
一
一

回
東
西
霊
性
交
流
（
二

〇
〇
九

年
）

で
、

武
藤
氏
は
、

禅
の

雲

水
た

ち
が

修
道
院

に
お
い

て

修
道
士

に

「

な
り
き
る
」

こ

と

に

徹
し

て

い

た

こ

と
を

報
告
し

て

い

る
。

（

『

現
代
に

お

け
る

宗
教
の

組

織
存
続
の

た
め

の

試
み

1
宗
教
間
対

話
再
考
ー

』

（
筑

波
大
学
大
学
院、

修
士

論
文、

二

〇
〇
九

年
一

二

月）

そ
の
一

方
で

修
道

士
た
ち
か
ら、

雲
水
が

「

禅
僧
と
し
て
」

振
る
舞
う
こ

と

を
要
請
さ
れ
た

と

い

う
。

こ

の

事
例
か

ら
、

禅
僧
が、

修
道
生
活
の

型
を
徹
底
的
に

模
倣

す
る
こ

と
に

お
い

て

修
道
生
活
の

何
た
る
か
を
学
ぼ

う
と

し
て

い

る

の

に

対
し、

修
道
士
も、

禅
僧
と

し
て

の

型
、

立
ち
居
振
る

舞
い

か
ら、

禅
が

持
っ

て

い

る

も
の

を
学
ぼ

う
と

し
て
い

た
節
が
伺
え
る
。

そ
も
そ
も
中
世

の

女
子
修
道
院
に

は

食
事
中
の

沈
黙
を
守
る

た

め
、

身
体
を
通
じ
て

意
志

を

通
じ
さ
せ

る

数
多
く
の

サ
イ
ン

が
存

在
し
て

い

た
。

こ

う
し

た

伝
統

は
、

修
道
生

活
全

般
の

な

か
で
、

話
す
こ

と
、

も
し
く
は

書
く
こ

と

を
超

（991）269

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


