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研

究

論

文
1
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〉

『
存
在
と
時
間
』
と
『
中
頌
』
と
に
お
け
る

「
無
」
と
「
こ
と
ば
」
の
問
題

１

、

は

じ

め

に

『
存

在

と
時

間

』

は

、
存

在

論

、

時
間

論

、
あ

る

い

は
現

象

学

、

解

釈

学

な

ど

い

ろ

い

ろ

な
方

面

か

ら

考

察

し

得

る

し

、

ま

た

仏
教

の
古

典

で

あ

る

『
中

頌
』

も

、

空

論

、
論

理

学

、

あ

る

い

は

後

世

の

中
国

の

智

頭

や

吉

蔵

に

与

え

た
影

響

等

、

こ

れ

ま

た
種

々

の

方

角

か

ら

接

す

る

こ

と

が
で

き

る
。

が
、

こ

こ

で

は

問

題

を
限

局

し

て

、
両

書

が
、

人

間

存

在

の

奥

底

に

潜

む

「

無

（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
」
を
ど
の
よ
う
に
探
っ
て
い
く
か
、
そ
し
て
そ
の
無
に
「
こ

と

ば

」

が
い

か

な

る
形

で

関

わ

っ
て

い

る

か
を

論

ず

る

。

そ

う

し

て

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の

形

而

上

学

に

東

洋

的

な
無

が
現

わ
れ

た
こ

と

に

よ

っ
て

、

と

も

す

れ

ば

従

来

こ

の

両

書

が
共

通

の

世

界

観

を
抱

く

も

の

と

し

て

同

座

視

さ
れ

が

ち

で

あ

っ

た
と

い

う

傾

向

に
反

し

て

、

こ

こ

で

は

む

し

ろ

、

異

質

な
部

分

を

浮

き

彫
り

に

す

る

こ

と

に

よ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

特

徴

を

描

い

て

み

た
い

。

田
　

原
　

謙
　

三

２

、
『

存

在

と

時

間

』

に

お

け

る

無

『
存

在

と
時

間

』

の

課

題

は

、
「
み

ず

か

ら

の
存

在

に

お
い

て

、

み

ず

か
ら

の
存

在

に
関

わ

っ
て

い

る
」
、

あ

る
い

は

「
み

ず

か

ら
の

存

在

が
問

題

で

あ

る

」

と
こ

ろ

の

人
間

存

在

を

「

現

存

在

」

と
術

語
化

し
、

こ

の
現

存

在

の

存

在
了

解

（
Ｓ
ｅ
ｉｎ
ｓ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔａ
ｎ
ｄ
ｎ
ｉｓ
ｓ
）

を

通

路

と

し

て
、

存

在

の
意

味

そ

の

も

の

を
時

間

性

へ

と

還
元

す

る

こ

と

に

あ

っ
た

。

と

こ

ろ

で

こ

の
現

存

在

は

、

き

わ

め

て
不

安

定

な

る
も

の

で

あ

る
。

こ

の

不
安
定
さ
が
日
常
の
気
分
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）
、
例
え
ば
、
欝
々
と
し
た
み

ず

か

ら

の
生

に
対

す

る

否

定

的

気

分

、

も

し
く

は
晴

れ

晴

れ

と

し

た
肯

定

的

気
分

と

か

と

な

っ
て

現

わ

れ

る
。

な

ぜ

か

。
そ

れ
は

わ

か
ら

な

い
。

た
だ

こ

う

し

た
気
分

に

お

い

て

、

現

存

在

の

存

在

が

「

と

に

か
く

あ

る

し
、

な

い

わ

け

に

は

い

か

な

い

」

と

い
う

露

骨

な

事

実

だ

け

が
露

呈

さ
れ

る

。
「

ど

こ

か

４１１



ら
（
w
o
h
e
r
)
」
と
（
ど
こ
へ
(
w
o
h
i
n
)
」
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、

た
だ
「
と
に
か
く
あ
る
（
D
a
s
s
 
e
s
 
i
s
t
）
」
と
い
う
事
実
の
前
に
現
存
在
を
連

れ

出

す

の

で

あ

る

。

『

存

在

と

時

間

』

は

、

こ

う

し

た

気

分

の

心

理

学

的

な

研

究

よ

り

も

ま

え

に

、

そ

の

実

存

論

的

な

構

造

を

明

晰

に

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

こ

と

を

強

調

す

る

。

こ

う

し

た

気

分

の

起

こ

る

実

存

論

的

な

根

拠

は

、

現

存

在

は

己

れ

の

「

現

（
D
a
）
」
の
な
か
に
「
投
げ
ら
れ
て
い
る
（
ｇ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｆ
ｅ
ｎ
）
　
」
こ
と
に
由
来
す
る
。

現

存

在

は

、

人

間

と

い

う

存

在

す

る

も

の

に

投

げ

ら

れ

て

い

る

。

よ

く

存

在

的

に

ま

た

は

実

存

的

に

、

自

身

の

生

い

立

ち

や

生

ま

れ

を

嘆

く

人

が

お

り

、

ま

た

逆

に

そ

う

し

た

人

を

見

て

み

ず

か

ら

を

ほ

く

そ

笑

ん

で

、

自

分

の

生

ま

れ

落

ち

た

星

の

強

さ

を

自

認

す

る

人

も

い

る

。

が

、

こ

こ

で

「

投

げ

ら

れ

て

い

る

」

と

い

う

こ

と

で

意

味

さ

れ

て

い

る

の

は

、

そ

う

し

た

存

在

的

な

嘆

き

や

嬉

し

さ

な

ど

の

根

底

に

あ

る

、

そ

う

し

た

気

分

を

可

能

に

す

る

と

こ

ろ

の

、

実

存

論

的

な

被

投

性

で

あ

る

。

つ

ま

り

現

存

在

は

、

み

ず

か

ら

の

存

在

の

創

造

主

で

は

な

い

。

も

と

よ

り

現

存

在

は

自

由

な

る

存

在

で

は

あ

る

が

、

あ

く

ま

で

も

「

投

げ

ら

れ

た

」

も

の

と

し

て

の

、

「

運

命

に

よ

っ

て

拘

束

さ

れ

た

自

由

存

在

」

で

あ

る

と

言

い

得

る

。

『

雑

阿

含

経

』

に

、

「

受

け

が

た

き

人

身

を

得

、

遇

い

が

た

き

仏

法

に

巡

り

遇

う

」

人

間

存

在

の

存

在

様

相

を

、

「

寿

命

無

量

で

、

百

年

に

一

度

海

面

に

顔

を

出

す

盲

亀

が

、

海

の

波

間

に

漂

う

浮

木

の

孔

に

遇

う

」

（

大

正

蔵

・

第

二
巻
一
〇
ハ
ペ
ー
ジ
下
、
Ｓ
Ｎ

．
　
ｖ
ｏ

ｌ
．

Ｖ

．
　
ｐ
.
　
４
５
５
-
４
５
７
）
こ
と
に
譬
え
て
い
る
。

「

投

げ

ら

れ

て

あ

る

」

こ

と

よ

り

す

れ

ば

、

現

存

在

は

み

ず

か

ら

の

存

在

に

対

し

て

は

ま

っ

た

く

の

無

力

で

あ

り

、

徹

底

的

な

有

限

性

に

お

い

て

あ

る

。

が

、

そ

れ

を

雄

々

し

く

引

き

受

け

る

こ

と

に

お

い

て

は

、

力

強

い

「

自

由

」

を

持

ち

合

わ

せ

て

い

る

。

こ
の
「
投
げ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
（
（
G
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｆ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
が
、
日
常
の
破
れ
目

と

し

て

の

根

本

的

気

分

で

あ

る

、
「

不

安

（

Ａ

ｎ

ｇ

ｓ

ｔ
）

」

と

な

っ

て

現

わ

れ

る

。
不

安

と

は

、

存

在

的

な

心

配

や

憂

欝

と

は

違

う

。

そ

う

し

た

存

在

的

な

気

分

が

起

こ

り

得

る

と

こ

ろ

の

根

底

の

気

分

で

あ

る

。

不

安

は

現

存

在

を

「

た

だ

わ

れ
ひ
と
り
（
s
o
l
u
s
 
i
p
s
e
）
」
と
し
て
、
孤
独
化
（
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｅ
ｌ
ｎ
）
さ
せ
る
。
か

の

ツ

ァ

ラ

ト

ゥ

ス

ト

ラ

が

侏

儒

に

向

か

っ

て

つ

ぶ

や

い

て

言

う

、

「

一

人

で

い

る

よ

り

も

二

人

で

い

る

方

が

孤

独

だ

」

の

、

あ

の

気

分

で

あ

る

。

不

安

は

不

気

味

（

ｕ

ｎ

ｈ
ｅ

ｉ
ｍ

ｌ
ｉｃ

ｈ

）

で

あ

る

。

し

か

し

非

本

来

的

な

不

安

の

気

分

で

あ

る

「

恐

れ

」

と

は

違

う

。

恐

れ

は

何

物

か

を

恐

れ

る

が

、

不

安

は

現

存

在

の

投

げ

ら

れ

た

世

界

・

内

・

存

在

そ

の

も

の

が

不

安

な

の

で

あ

る

。

不

安

に

お

い
て
は
現
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
世
界
・
内
・
存
在
の
、
そ
の
世
界
（
W
e
l
t
）

が

、

内

世

界

的

な

も

の

ご

と

の

無

意

義

性

を

た

だ

ひ

と

つ

の

背

景

と

し

て

、

身

に

迫

っ

て

く

る

。

こ

の

不

安

が

臨

ん

で

い

る

と

こ

ろ

に

、

「

そ

れ

は

無

で

あ

り

、

ど

こ

に

も

な

い

（

Ｎ

ｉ
ｃ

ｈ

ｔ
ｓ

　

ｉ
ｓ
ｔ

　
ｅ

ｓ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
ｎ

ｅ

ｒ
ｇ

ｅ

ｎ

ｄ

ｓ

）

」

と

い

う

こ

と

が

露

わ

に

な

る

。

つ

ま

り

何

も

無

い

と

い

う

、

そ

の

「

無

」

が

現

存

在

を

襲

う

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

現

存

在

の

全

体

性

を

得

る

に

あ

た

っ

て

、

こ

の

「

投

げ

ら

れ

て

あ

る

こ

と

」

が

「

死

」

の

現

象

と

な

っ

て

現

わ

れ

る

。

死

と

は

、

実

存

の

無

際

限

な

不

可

能

性

を

意

味

す

る

可

能

性

、

す

な

わ

ち

「

無

」

で

あ

題問のＩばとこ厂
卜

とＩ無厂
卜

るけおにとＩ頌中ｒとＩ間時と″Ｉ
冖

Ｄ
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る
・
そ
れ
は
死
の
実
現
を
意
味
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
死
に
つ
い
て

い

ろ

い

ろ

と

想

念

す

る

こ

と

で

も

な

い

。

現

存

在

は

生

の

た

だ

な

か

に

お

い

て

不

断

に

死

に

臨

ん

で

い

る

と

い

う

、
「
死

に

臨

む

存

在

（
Ｓ
ｅ
ｉｎ

 
ｚ
ｕ
ｍ

Ｔ
ｏ
ｄ
ｅ
）
」

で

あ

る

。

こ

の

死

を

告

げ

知

ら

せ

て

く

れ

る

の

は

、

あ

の

孤

独

化

さ

れ

、

投

げ

ら

れ

た

と

こ

ろ

の

世

界

・
内

・
存

在

そ

の

も

の

か

ら

た

ち

こ

め

て

く

る

、

根

本

的

気

分

の

不

安

で

あ

る

。

そ

う

し

て

こ

こ

に

お

い

て

は

じ

め

て
、
現
存
在
が
投
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
「
現
（
D
a
）
」
の
意
味
が
開

示

さ

れ

る

。

さ

ら

に

現

存

在

を

本

来

性

へ

と

呼

び

掛

け

る

も

の

は

「
良

心

の

声

」

で

あ

る
。
良
心
は
現
存
在
に
「
負
い
目
（
S
c
h
u
l
d
）
」
あ
る
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ

る

。

現

存

在

は

世

間

（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｍ

ａ
ｎ
）

の

既

成

解

釈

に

自

身

の

存

在

を

頽

落

（
ｖ
ｅ
ｒ
ｆａ
ｌｌｅ

ｎ
）

せ

し

め

て

い

る

限

り

、

い

か

に

健

全

な

生

活

を

営

ん

で

い

よ

う

と

、

つ

ね

に

負

い

目

を

担

っ

て

い

る

。

こ
と

に

言

う

負

い

目

と

は

、

現

存

在

の

文

明

批

評

的

な

見

地

か

ら

言

わ

れ

る

頽

廃

と

は

何

の

関

係

も

な

く

、

ま

た

現

存

在

が

充

分

に

進

歩

す

れ

ば

除

き

得

る

と

い

っ

た

も

の

で

も

な

い

。

現

存

在

は

存

在

す

る

限

り

負

い

目

を

負

っ
て

い

る

。

つ

ま

り

『
存

在

と

時

間

』

は

、

道

徳

や

倫

理

が

負

い

目

や

罪

の

意

識

を

可

能

に

す

る

の

で

は

な

く

、

負

い

目

の

意

識

、

罪

の

意

識

が

逆

に

は

じ

め

て

道

徳

や

倫

理

を

可

能

に

す

る

こ

と

を

強

調

す

る

。

で

は

、

こ

こ

に

言

う

負

い

目

と

は

何

か

。

負

い

目

と

は

「

あ

る

無

性

の

根

拠
存
在
（
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
「
非
力
の
根
拠
」
「
根
拠
な
き

根

拠

」

で

あ

る

。

こ

う

し

た

無

性

は

、

現

存

在

に

ど

の

よ

う

に

し

て

挙

示

で

き

得

よ

う

か

。

現

存

在

は

投

げ

ら

れ

た

も

の

、

自

発

的

に

己

れ

の

「

現

」

に

立

ち

入

っ

て

き

た

も

の

で

は

な

い

。
「

投

げ

ら

れ

て

あ

る

こ

と

」

の

裏

側

に

ま

わ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

実

存

す

る

限

り

み

ず

か

ら

の

存

在

可

能

の

根

拠

で

あ

る

が

、

し

か

も

そ

の

根

拠

を

み

ず

か

ら

が

置

い

た

の

で

は

な

い

。

し

か

も
い
つ
も
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｍ
ａ
ｎ
に
ｖ
ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
非
本
来
的
で

あ
る
。
こ
う
し
て
現
存
在
の
存
在
で
あ
る
「
関
心
（
S
o
r
g
e
）
」
は
、
そ
の
本

質

に

お

い

て

、

底

の

底

ま

で

無

に

浸

透

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

無

性

は

、

い

わ

ば

実

存

す

る

こ

と

に

お

い

て

露

呈

さ

れ

る

と

こ

ろ

の

、

み

ず

か

ら

の

本

来

的

存

在

が

「

無

の

深

淵

」

に

哂

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

良

心

は

世

間

と

の

頽

落

し

た

つ

き

合

い

を

や

め

よ

、

と

呼

び

掛

け

、

お

し

ゃ

べ
り

な

現

存

在

を

沈

黙

せ

し

め

る

。

そ

う

し

て

己

れ

の

存

在

の

奥

底

に

、

大

き

な

囗

を

開

け

た

「

無

」

を

わ

が

も

の

と

す

る

こ

と

に

よ

り

本

来

性

へ

と

立

ち

還

り

、

自

己

の

有

限

性

に

徹

す

る

こ

と

を

呼

び

掛

け

る

。

つ

ま

り

現

存

在

は

不

安

に

堪

え

抜

き

、

自

己

の

全

体

存

在

可

能

性

で

あ

る

死

へ

と

先

駆
（
v
o
r
l
a
u
f
e
n
）
し
、
み
ず
か
ら
負
い
目
を
引
き
受
け
、
勇
気
を
も
っ
て
負

い

目

に

向

か

っ

て

自

己

の

存

在

を

投

げ

る

こ

と

に

よ

り

、

非

本

来

的

な

世

間

人

の

迷

い

か

ら

覚

悟

に

お

い

て

自

己

を

択

ぶ

こ

と

が

で

き

る

。
「

現

存

在

は

己

れ

自

身

を

択

ん

だ

の

で

あ

る

（
Ｅ
ｓ
　
ｈ
ａ
ｔ
　ｓ
ｉｃ
ｈ
　ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　ｇ
ｅ
w
ａ
ｈ
ｌｔ
）
」
。

こ

の

覚

悟

に

お

い

て

自

己

自

身

を

択

ん

だ

現

存

在

に

と

っ

て

は

、

身

の

回

り

の

世

界

が

一

朝

に

し

て

変

わ

る

と

い

う

訳

で

は

な

い

。

が

、

頽

落

の

と

き

に

は

溺

れ

て

い

た

と

こ

ろ

の

、

偶

然

の

ま

に

ま

に

押

し

よ

せ

て

く

る

有

象

無

象

の

可

能

性

へ

の

自

己

喪

失

か

ら

解

放

さ

れ

る

。

こ

こ

に

お

い

て

は

じ

め

て

、



普
段
見
慣
れ
た
存
在
す
る
も
の
の
可
能
性
が
無
に
纒
わ
れ
た
祖
と
な
っ
て
、

す

な

わ

ち

偶

然

性

に

み

ち

た

一

期

一

会

の

有

限

的

な

本

来

の

様

相

を

も

っ

て

現

わ

れ

て

く

る

。

覚

悟

せ

る

現

存

在

は

、

ま

た

ぞ

ろ

す

ぐ

に

無

覚

悟

性

に

戻

る

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

い

ち

ど

覚

悟

し

た

現

存

在

は

、

な

に

も

の

に

よ

っ

て

も
絶
対
に
退
転
（
a
n
f
e
c
h
t
e
n
)
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ

こ

に

言

わ

れ

る

先

駆

的

覚

悟

性

（
ｄ
ｉｅ
 
ｖ
ｏ
ｒ
ｌａ

ｕ
ｆｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｅ
ｎ
ｔｓ
ｃ
ｈ
ｌｏ

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
-

ｈ
ｅ
ｉｔ
）

と

は

、

畢

竟

「

自

由

」

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

、
「
早

く

急

が

な

け

れ

ば

」

と

い

う

、

存

在

す

る

も

の

と

し

て

の

時

間

を

可

能

に

す

る

と

こ

ろ

の

、

根

源

的

な

時

間

性

が

現

わ

れ

て

く

る

。

こ

れ

は

こ

れ

で

ひ

と

つ

の

興

味

あ

る

問

題

で

あ

る

が

、

こ

こ

で

は

こ

れ

以

上

立

ち

入

ら

な

い

。

３

、
『

中

頌

』

に

お

け

る

無

と

こ

ろ

で

『

中

頌

』

の

主

題

は

、

縁

起

・

無

自

性

・

空

の

世

界

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

に

お

い

て

、

執

著

に

よ

っ

て

一

切

法

を

実

体

的

に

捉

え

る

見

方

そ

の

も

の

を

破

折

す

る

こ

と

に

あ

っ

た

。

す

べ

て

の

存

在

す

る

も

の

は

、

否

定

性

を

は

ら

ん

だ

相

資

相

依

の

相

関

性

と
い
う
意
味
で
の
縁
起
（
ｐ
ｒ
ａ
ｔ
i
ｔ
ｙ
ａ
ｓ
m
ｕ
ｔ
ｐ
ａ
ｄ
ａ
）
に
お
い
て
あ
る
。
こ
の
自

己
存
在
も
含
め
て
、
す
べ
て
に
実
体
存
在
（
Ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｚ
,
 
そ
れ
自
身
に
お
い
て

存

在

す

る

も

の

、

述

語

と

は

な

ら

ず

つ

ね

に

主

語

の

位

置

を

占

め

る

も

の

）

と

い

う

も

の

は

な

い

。

す

な

わ

ち

無

自

性

（
ｎ
ｉｈ
ｓ
ｖ
ａ
ｂ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
）

で

あ

る

。

「

も

し

も

『

存

在

（

も

の

・

こ

と

）
』

が

成

立

し

な

い

な

ら

ば

、
『
非

存

在

（

の

も

の

・

こ

と

）
』

も

ま

た

成

立

し

な

い

。

な

ぜ

な

ら

ば

、
『
存

在

（

も

の
・
こ
と
）
』
の
変
異
し
て
い
る
こ
と
を
、
人
々
は
『
非
存
在
（
の
も
の
・
こ

と
）
』
と
語
る
の
で
あ
る
か
ら
」（
第
十
五
章
・
第
五
詩
）
。
す

べ
て
が
縁
起
に
お

い
て
あ
る
ゆ
え
、
「
存
在
（
b
h
a
v
a
）
」
つ
ま
り
有
る
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ

り
、
「
非
存
在
（
a
b
h
a
v
a
）
」
、
無
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち

有
無
相
待
の
無
で
は
な
く
、
絶
待
の
無
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
や
や
論
旨

か
ら
は
は
ず

れ
る
が
、
こ
う
し
た
否
定

の
論
理
形
式

は
古
来

よ
り
四
句
論
法

と
称

さ
れ
、
こ
と
に
昨
今
「
テ
ト
ラ

レ
ン
マ
」
と
称

し
て
、
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て

注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
四
句
論
法

そ
の
も
の
は
、
三
枝
充
慮
教
授

が
そ
の
著
『
龍
樹

・
親
鸞

ノ
ー
ト
』
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
決

し

て
『
中

頌
』

の
創
作
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
初
期
の
仏
教
経
典
に
し
ば
し

ば
散

見

さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
サ

ン
ジ
ャ
ヤ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
以
前

の
い
わ
ゆ

る

外
道

の
哲
学
者
も
や
や
形

を
変
え
て
語

っ
て
お
り

、
い
わ
ば
と
う
に
古
い
イ

ン
ド
の
論
理
形
式
で
あ

る
と
言

っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
こ
こ
で
表
立

っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
関
性
と
い
う
意
味

で
の
縁
起
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ

る
。

と
こ

ろ
が
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
縁
起

の

構
造
に
理
解
を
進
め
て

い
く
う
ち
に
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
無
自
性

の
世
界

が

己

れ
の
相

を
露
呈

な
ら
し

め
て
い

る
と
い
う
事
実
に
気
が
つ
く
。
そ
し
て
無

自
性

と
い
う
実
体
存
在
否
定
の
世
界
に
わ
れ
わ
れ
自
身

が
埋
没

し

ゆ

く

と

き
、
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
が
、
空
と
い
う
絶
待
否
定
に
包
括
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す

る
。
し

か
も
こ

れ
ら
の
作
業

が
順

次
に
次

第
し
て

行

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
展
開

さ
れ

る
。
こ
の
縁
起

・
無
自
性
・
空

題問のＪぱとこ厂とＪ無厂るけおにとＪ頌中ｒと亅
一

間時と在存ｒ－
７１１



の

三

者

が

相

互

に

交

錯

し

、

響

き

あ

い

な

が

ら

展

開

す

る

そ

の

論

法

は

、

ま

こ

と

に

妙

の

限

り

を

尽

く

し

て

い

る

。

そ

う

し

て

続

い

て

言

う

、

「

我

が

存

在

し

な

い

な

ら

ば

、

我

が

も

の

（

我

所

）

は

、

ど

う

し

て

、

存

在

す

る

で

あ

ろ

う

か

。

我

と

我

が

も

の

と

が

消

滅

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

我

が

も

の

と

い

う

観

念

を

離

れ

、

自

我

意

識

を

離

れ

る

」

（

第

十

八

章

・

第

二

詩

）
。

こ

う

し

た

「

無

」

の

境

地

に

お

い

て

は

、

「

心

の

作

用

領

域

（

対

象

）

が

止

滅

す

る

と

き

に

は

、

言

語

の

〈

作

用

領

域

（

対

象

）

は

〉

止

滅

す

る

。

ま

さ

に

、

法

性

（
真
理
）
は
、
不
生
不
滅
で
あ
り
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）
の
よ
う
で
あ

る

」

（

同

右

・

第

七

詩

）
。

さ

て

こ

う

し

て

見

て

く

る

と

、

先

に

見

た

『

存

在

と

時

間

』

と

こ

の

『

中

頌

』

と

の

両

書

の

根

底

に

は

、

共

通

し

て

「

無

」

が

露

わ

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

知

る

。

い

わ

ば

そ

の

無

を

わ

が

も

の

と

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

真

実

が

得

ら

れ

る

と

い

う

創

造

的

な

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

、

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

を

徹

底

せ

る

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

で

あ

る

。

と
こ
ろ
で
こ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
仏
教
学
者
シ
ャ
イ
エ
ル
（
Ｓ
．
　
Ｓ
ｈ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
）

が

、

そ

の

著

Ａ

ｕ

ｓ
ｇ
ｅ
w

ａ

ｈ
ｌ
ｔｅ

　
Ｋ

ａ
ｐ

ｉ
ｔ
ｅ
ｌ

ｅ

　
ａ
ｕ

ｓ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ｎ

ａ
ｐ
ａ

ｄ
ａ

に

示

唆

し

て

い

る

こ

と

で

も

あ

る

が

、

『

中

頌

』

に

は

体

系

的

に

な

さ

れ

た

叙

述

や

表

現

は

見

当

た

ら

な

い

。

そ

れ

ば

か

り

か

、

自

身

の

哲

学

思

想

を

表

明

す

る

場

合

で

も

、

独

自

の

用

語

を

有

し

て

お

ら

な

い

ど

こ

ろ

か

、

ア

ピ

ダ

ル

マ

論

師

な

ど

の

敵

者

と

の

論

争

に

お

い

て

も

、

徹

頭

徹

尾

か

れ

ら

に

よ

っ

て

使

用

さ

れ

た

術

語

を

転

用

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

さ

ら

に

は

、

お

よ

そ

仏

教

の

教

理

内

容

か

ら

は

程

遠

い

、

わ

れ

わ

れ

の

日

常

生

活

に

存

立

し

て

い

る

、
普

通

に

語

ら

れ
聞

か

れ

る

と
こ

ろ
の

通

俗

的

な

陳

述

・

こ

と

ば
を

取

り

挙

げ

、

そ

う

し

た
こ

と

ば

に
執

拗

と
も

思

え

る
仔

細

な

分

析

を
繰

り

返

し

、

そ

う

し

て

そ

れ

ら

を

ひ

と

つ

ひ

と

つ
破

壊
し

て

い
く

の

で

あ

る

。

例
え
ば
第
二
章
に
お
い
て
、
「
去
る
」
の
動
詞
語
根
■
の
語
尾
変
化

に
表

れ

る
時

制
変

化

「
ｇ
ａ
ｔａ
（

す

で

に

去

っ
た

）
」
「
ａ
ｇ
ａ
ｔａ
（

い

ま

だ
去

ら

な

い
）
」
「
g
a
m
y
a
m
a
n
a
（
去
り
つ
つ
あ
る
）
」
の
三
つ
の
様
態
を
考
察
し
、
そ

れ

ぞ

れ

に

「
ｇ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ａ
（

去

る
こ

と

）
」

と

い

う
不

変

的

な
実

体

と

も

い

う

べ

き
自

性

は

な

い

、

と
論

証
す

る
。

こ

こ

に

提

示

さ

れ

た
「
す

で

に
去

っ

た
」

「
い
ま
だ
去
ら
な
い
」
「
去
り
つ
つ
あ
る
」
の
陳
述
（
ｖ
ｙ
ａ
ｐ
ａ
ｄ
ｅ
s
ａ
）
は
、
哲

学

的
表

現

な

ど

で

は

あ
り

得

ず

、

従

っ
て

な

ん
ら

か

の

概

念

を
有

す

る
と

こ

ろ

の

、

術

語

化

さ

れ

得

な

い

こ

と

は
言

う

ま
で

も

な

い

。

あ

る
い

は

ま

た
説

か

れ

る

、
「

別

異

で

あ

る

も

の
（
Ａ

）
は

、

そ

れ

と

は
別

異

で

あ

る
他

の

も

の

（
Ｂ
）

に

縁

っ
て

、
別

異

の
他

の

も
の

と

し

て

あ

る

の

で

あ

り

、

別

異

で

あ

る
も

の

（
Ａ

）

は

、

そ

れ

と

は
別

異

で
あ

る
他

の

も

の

（
Ｂ

）

を
離

れ
て

は
、

別

異

の

も

の

で

は

な

く

な

っ
て

し

ま

う
。

し

か

も

、

お

よ

そ
或

る

も

の

（

Ａ
）

が
、

別

の

或

る
も

の

（

Ｂ

）

に

縁

っ
て

い

る
場

合

に

は

、

こ

れ

（

Ｂ
）

が

そ

れ

（
Ａ

）

か
ら

別

異

で

あ

る
と

い

う

こ

と

は

、
成

り

立

た
な

い

」
（
第
十
四
章
・
第
五
詩
）
。

こ
こ

で

言

わ
れ

る

主

張

は

、
二

つ

の

別
異
の
も
の
の
「
結
合
（
ｓ
a
m
ｓ
ａ
ｒ
ｇ
ａ
）
」
の
現
象
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

と

い

う

の

は

別
異

で

あ

る
二

つ
、

つ

ま
り

分

離

し

て

い

る
二

つ
に

お

い
て

は

じ

め

て

結

合

の
現

象

に

い

た

る

。

と

こ

ろ

が

こ
の

よ

う
に

分

離

し

て

い

る

か

ら
に
は
、
何
ら
か
の
統
一
の
契
機
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

只

）
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な
ら

も

と

も

と
分

離

し

て

い

る

二

つ

は

、

分

離

を

俟

た

ず

し

て
分

か

れ

て

お

り

、

そ

の

よ

う

に

す

で

に

分

か

れ

て

い

る

二

つ

に

お

い

て

は

、

つ

い

に

結

合

に

い

た

る

こ

と

が

な

い

。

従

っ
て

、

結

合

の

契

機

に

よ

っ
て

一

つ

に

な

る

と

観

察

さ

れ

る
分

離

し

て

い

る

二

つ

は

、

本

来

そ

れ

自

体

に

お

い

て

は

無

自

性

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

に

別

異

と

い

う

こ

と

も

言

え

な

い

。

こ
こ

に

お

い
て

も

、
同

書

が
分

析

を

繰
り

返

す

こ

と

に

よ

っ

て

破

壊

し

て

い

く

の

は

、
決

し

て

難
解

な

教

理

と

い

う

も

の

で

は

な

く

、
世

間

で

聞

か

れ

語

ら

れ

る

と
こ

ろ

の

、
常

識

的

な

こ

と

ば

で

あ

る

こ

と

が

解

さ

れ

る

。

『
中

頌
』

は
こ

う

し

た

日

常

の

具

体

的

な

生
活

経
験

の

う

え

に
活

き

て

い

る
こ

と

ば

に
執

拗

な
分

析

を
施

し

、

そ

う

す

る
こ

と

に

お

い
て

、
普

段

、

顧

慮

も

は

ら

わ
れ

る
こ

と

も

な
く

妥

当

と

目

さ

れ

て

い

る
、

こ

と

ば

に
表

さ

れ

た
常

識

的

な
内

容

を
ひ

と

つ
ひ

と

つ
破

壊

し
、

そ

う
し

て

縁

起

・
無

自

性

・

空

の
世

界

を
探

索

し

て

い

っ

た

の

で
あ

る
。

こ

う

し

た
例

は

、
『

中

頌

』

の
目

次

に
見

ら

れ

る
テ

ー

マ

を
概

観

す

る

だ

け

で

容

易

に

頷

く

こ

と

が
で

き

る
。
「

去

る
こ

と
と

来

る
こ

と

」

や

「

結

合

」

に

お
い

て

は

以

上

の

よ

う

で

あ

り

、
「

眼

な

ど

の
認

識

能

力

」
「

貪

り

と

貪

る

者
と
」
「
先
行
す
る
も
の
」
「
火
と
薪
と
≒
苦
」
「
自
性
」
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
「
時
」

「

集

合

」

な

ど

な

ど

。

つ

ま
り

『

中

頌

』

は
、

ア

ピ

ダ
ル

マ
論

師

の
用

い

た

術

語

は

も

と

よ
り

、

こ

と

ば
の

す

べ
て

を

破

壊

す

る
こ

と

に

お

い

て

、
「

無

」

の
世
界
を
露
わ
に
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
、
こ
と
ば
を
破

壊

す

る
こ

と

に

よ
り

人
間

の

概

念

的

思

考

法

、

つ

ま
り

分

別
（
ｖ
ｉｋ
ａ
ｌｐ

ａ
）
そ

の

も

の

を
破

壊

し

て

い

っ

た

と

い

う

捉

え

方

も

で

き

よ

う

が

、
こ

こ

で

は

こ

と
ば
の
問
題
の
み
を
主
題
に
し
て

追
究
し
て

い
る
の
で
、
そ
う
し

た
こ
と
に

は
立
ち
入

ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

４

、
『

存

在

と

時

間

』

に

お

け

る

こ

と

ば

『

存

在

と

時

間

』

は

、

こ

と

ば

の

問
題

を

ど
の

よ

う

に

考

え

て

い

る

の

だ

ろ

う

か
。

同

書

の

第

三
十

二

節

「
了

解
と

解

釈

」

に

は

じ

ま

っ
て

、

第

三
十

三

節
「

解

釈

の

派

生

的

様

態

と

し

て

の
陳

述

」
、

第

三

十
四

節
「

現

存

在

と

語

り

、

言

語

」

に

は

、

同

書

独

自

の

言

語
哲

学

が
披

瀝

さ

れ

て

い

る

。

こ

の
言

語

哲

学

に

接

し

て

驚

く

べ
き

こ

と

は

、
「

意
味

（
ｄｅ
ｒ
　
Ｓ
ｉｎ
ｎ
）
」

と

は

、
普

通

に

は

判
断

や

命

題

、

す

な

わ

ち

こ

と

ば
に

お
い

て

現

わ

れ

る

も

の

と
考

え

ら

れ

て

い

る

の

に
対

し

、

そ

う

で

は

な
く

て

、

む

し

ろ

現

存

在

の
実

存

の

み

が

有

意

味

で

あ

っ

た
り

無
意

味

で
あ

っ

た
り

す

る

の
で

あ
り

、

そ

の
存

在

様

相

が
、

派

生

的

様

態

と

し
て

の

「

こ

と

ば

」

と

な

っ
て

現

わ

れ
て

く

る
と

い

う

、

こ

の
指

摘

で

あ

る
。

こ

こ

で

こ

う
し

た
問

題

に
入

る
ま

え

に

、

い

ま

い

ち

ど
現

存

在

の

実

存

論

的

な
存

在

構

造

を
想

い
起

こ

さ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

現

存

在

は
、

み

ず

か

ら
の
「
現
（
Ｄ
ａ
）
」
に
投
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
投
げ
ら
れ
た
「
現
」

を

、

了

解

し

て

い

る
。

了

解
（
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔｅ
ｈ
ｅ
ｎ
）

と

い

う
こ

と
は

、

な

ん
ら

か

の

意

義

を

み

つ

め

る
こ

と
で

は

な

く

、

さ

ま

ざ

ま

な
可

能

性

へ
自

ら

の

存

在

を

投

企
（
ｅ
ｎ
ｔ
wｅ
ｒ
ｆｅ
ｎ
）
す

る

こ

と

に

お

い
て

、

存

在

了

解

を

得

る
こ

と

で

あ

る
。

現

存

在

は
可

能

存

在

で

あ
り

、「

い

ま

だ
存

在

し

て

い

な

い

も

の

を

、
実

存
論

的

に

は
存

在

し

て

い

る
」
。

つ

ま
り

こ

の

被

投
的

投

企

（
ｇ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｆｅ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｎ
ｔ
-

題問の亅ぱとこΓと亅無厂るけおにとＩ頌中ｒとＪ間時と在陪
｛

り
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w
ｕ
ｒ
ｆ
）

の
存

在

構

造

が
意

味

と

い

う
も

の

を
成

り

立

た

し

め
、

そ

こ

か
ら

は

じ

め
て

「

こ

と

ば
」

が
生

ま

れ

て

く

る
。

例

え

ば
「

こ

れ

は

何

で

あ

る

か
」

と

問

わ

れ

る

と
き

、

こ

の
問

い
は

こ

の

も

の

が
何

か
で

あ

る
こ

と

を

目

指

し

て

い

る
。
「
こ

れ
は

机

で

あ

る
」
と

答

え

ら

れ

た

と

き

、

こ

の

問

い

は

目

指

さ
れ

た
も

の

に
あ

た

る
。

さ

ら

に

は

「

机

と

い

う

こ

と

は

、

ど

う

い

う

こ

と

で

あ

る

か
」

と

も

問

わ

れ

る

。

こ

こ

に

お

い
て

問

わ

れ

て

い

る

の

は

、
机

と

い

う

存

在

す

る
も

の

の

「

意
味

、

わ

け

」

で

あ

る
。

こ

れ

に
対

す

る
答

え

と

し

て

、
「

机

と

は

、

勉

学

に

励

む

た

め

の

道

具

で

あ

る
」

と

か
、

あ

る
い

は

「

そ

れ

を
囲

ん

で

、

家

族

と

夕

食

を

と

も

に

す

る
道

具
で

あ

る
」

と

か

が
言

わ
れ

る
。

し

か

し
机

と

い
う

存

在

す

る

も

の

の
意

味

を
こ

う

し

た
こ

と

ば

に

よ

っ
て

言
明

す

る

ま
え

に
、

現

存

在

は
そ

の

机

を

み

ず

か
ら

の
存

在

の

た

め

の
道

具

と
し

て

使

用

す

る
こ

と

に

お

い
て

、

つ

ね

に

解

釈

（
ａ
ｕ
ｓ
ｌｅ
ｇ
ｅ
ｎ
）

し

て

い

る

の
で

あ

る
。

つ
ま

り

意

味

と

は

、

世

界

・
内

・
存

在

に

お
い

て

発

見

さ

れ

た
内

世

界

的

存

在

者

を
、

使

用

す

な

わ

ち

解

釈

す

る
こ

と

に

お

い
て

露

わ

に

な

る

と
こ

ろ

の
、

そ

の
場

で

あ

る
。

現

存

在

は

自

身

に

出

会

う

存

在

す

る
も

の

を
、

つ

ね

に
使

用

可

能

性

と

か

有

害

可

能

性

と

か

の

、

可

能

性

を

孕

ん

だ

も

の
と

し

て

、

つ

ま
り

「

し

か

じ

か

の

も

の

と

し

て
（
ｅ
ｔ
wａ
ｓ
　ａ
ｌｓ
　ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
）
」

出

会

わ

せ
て

い

る
。

例

え

ば

ド

ア

と

し

て

、

階

段

と

し

て

、

窓

と

し

て

、

道

路

と

し

て

、

橋

と

し

て

な

ど

の

よ

う

に

。

現

存

在

に

聞

こ

え

て

く

る

の

は

音

覚

与

件

の
多

様

さ
と

い

う

も

の

で

は

な

い

、

軒

を

打

つ

秋

雨

の

音

と

し

て

で

あ

り

、

漂

っ
て

く

る

の

は
化

学
物

質

の

臭

気

で

は

な

く

、

青
春

の

甘

酸

っ
ぱ

い

想

い

出

を

含

ん

だ

潮

の

香
り

と

し

て

で

あ

る
。
現
存
在

は
不
断

に
存
在
す

る
も
の

に
可

能
性
を
投
げ
か
け
て
い

る
。
そ

し

て
、
そ
の
可

能
性

を
投
げ

か
け
ち
れ
た
存
在
す
る
も
の
を
、
み
ず

か
ら
の

存

在
の
た
め
の
道
具
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
不
断

に
そ

の
意
味

を
解
釈
し
、
同
時
に
己
れ
の
「
現
（
Ｄ
ａ
）
」
の
意
味
を
も
自
己
解
釈
し
て
い

る
。
従

っ
て
現
存
在
の
み

が
有
意
味
で
あ

っ
た
り

、
無
意
味

で
あ
っ
た
り
す

る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
こ
と

ば
が
生
ま
れ
る
。

例
え
ば
、
友
達
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
関

係
で
怒
り

心
頭
に
発
し
た
子
供

が
、
そ
の
友
達
の
家

の
塀
に
向
か
っ
て
石

を
投
げ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
目
撃

し
た
大

人
は
、
子

供
を
た
し
な
め
る
よ
う
に
非

難
の
意
を
こ
め

て
言

う
、「

お
ま
え

は
、

わ
け
の
わ
か
ら

な
い
こ
と
を
す
る
な
」
。
も

し
も
こ

れ
と
同
様

の
行
為

が
湖

に
向

か
っ
て
行

わ
れ
た
場
合
、
決
し
て
こ

の
よ
う
に

は
言

わ
な
い
。
従

っ
て
こ
こ

で
「
す

る
な
」
と
言

っ
て
禁
止

さ
れ
て
い
る
の

は
、
石

と
い
う
存
在
す

る
も

の
に
よ

っ
て
、
「
す
る
こ
と
」
に
お
い
て

露
わ
に

さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
意
味

、
わ
け

で
あ
る
。
さ
ら
に
「

お
ま
え

は
、
わ

け
の
わ
か
ら

な
い
こ
と

を
言

う
な
」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
言

う
な
」

と
言

っ
て
禁
止

さ
れ
て

い
る
の
は
、
言

う
こ
と
に
よ
っ
て
露
わ
に
さ
れ
た
こ

と
、
す

な
わ
ち
意
味
、

わ
け

で
あ
る
。

吃
り
は

た
だ
で
さ
え

も
の
ご
と
を
、

わ
け
の

わ
か
ら
な
い
よ
う
に
言

う
。
つ
ま
り
「

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ

と
」

と
い
う
意
味
は
、
す
る
こ
と
も
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

た
だ
、
そ
の
「
意
味
、

わ
け
」

を
こ
と

ば
に
よ

っ
て
言
明
す

る
こ
と

が
根
底
的
な
の
で

は
な
く
、
逆

に
こ
う
し
た
現
存
在
の
実
存
論
的
な
存
在
の
意
味
、
わ
け
が
根
底
的
で
あ
り
、

そ
れ

が
こ
と
ば
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
の
こ
と
ば
の
発
生
す
る
根
源
が
、
「
語
り
（
R
e
d
e
）
」
で
あ
る
と
『
存
在

と

時

間

』

は

言

う

。

い

ま

の

例

で

言

え

ば
、

や

や

揶

揄

め

い

た
調

子

で
大

人

は

こ

う

も

言

う

、
「
ほ

ほ

う
、

お

ま
え

は
面

白

い
こ

と

を
す

る

な

あ
」
。

こ

こ

に

言

わ

れ

る
面

白

い

こ

と

と

は
、

論

理

学

が

は
じ

め

か
ら

そ

の
論

理

的

見

地

で

受

け

取

っ
て

い

る
、

字

義

ど

お
り

の
「

面

白

い

こ

と

」

で

は

な

い

。
「

面

白

い

こ

と

」

と

言

う

こ

と

に

よ

っ
て

露
わ

に

さ
れ

た
こ

と

、

つ

ま
り

そ

れ

を

目

撃

し

た

大

人

の

不

快

の

感

情

、
非

の
感

情

で

あ

る
。

要

す

る

に
現

存

在

は

こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ね
に
自
身
の
「
語
り
（
Ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
）
　
」
を
行

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の

語

り

が
本

来

性

に

お

い

て

は

、
「

お

の

お

の

の

現

存

在

が

心

に

抱

い

て

い

る
友

人

の

声

」

と

し

て

、

す

な

わ

ち
良

心

の
声

と

し
て
現
わ
れ
、
ま
た
世
間
に
お
い
て
は
「
お
し
ゃ
べ
り
（
（
G
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
）
」
の
様
相

に
成

り

下

が

っ

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。

現

存
在

は

語
り

を

含

ん

だ

こ

と

ば

を
用

い

る
こ

と

に

お

い

て

、

不

断

に

自

身

の

被

投
的

投
企

の

「

現

」

を
自

己

解

釈

し

て

い

る
。

さ

き

に
現

存

在

の

本

来

性

の

こ

と

が
言

わ

れ

た

。

死

へ

と

先

駆

し

、
良

心

の
呼

び

か

け

る

負

い

目

を
引

き

受

け

る
、

つ

ま
り

自

己

の

存

在

の

奥

底

に

囗

を

大

き
く

開

け

た
「
無

」
を

、
「
投

げ
ら

れ

て

あ

る
こ

と

」

を

わ

が
も

の
と

す

る

覚

悟
性

が

そ

れ

で

あ

っ

た
。

し

か

し

こ

の

本
来

性

を

獲

得

す

る
と

は
い

っ

て

も

、
そ

れ

は
非

本

来
性

と

い

う

此

岸

か

ら

彼

岸

へ

の

超

越

で

は

な

い
。

そ

う
し

た
存

在

的

な
超

越

は

神

学

に

関

す

る

こ

と

で

あ

っ
て

、
『

存

在

と

時

間

』

が
関

わ

る
と

こ

ろ

で

は

な

い

。
同

書

の

訴

え

る
の

は

、

あ

く

ま

で

も

存

在

論

的

な
超

越

で

あ

る
。

従

っ

て

本
来

性

と

は

、
現

存

在

が

は

じ

め

か

ら

そ

れ

に

お

い

て

存

在

し

て

い

る

と

こ

ろ

の

、

あ

る

い

は

も

と

も

と

そ

れ

に

お

い

て

存

在

し

て

い

る

ゆ

え

に

、

も

ろ

も

ろ

の

存

在

す

る

も

の

と

関

わ

り

を

も

つ

こ

と

が

で

き

る

、

と

い

う

性

格

の

も

の

な

の

で

あ

る

。

哲

学

と

は

、

ヘ

ー

ゲ

ル

の

言

う

ご

と

く

「

裏

が

え

し

に

さ

れ

た

世

界

（
ｄ
ｉｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
ｔｅ
　
Ｗ

ｅ
ｌ
ｔ
）
」

と

言

わ

れ

る

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

現

存

在

は

い

つ

も

こ

の

本

来

性

を

得

る

こ

と

を

回

避

し

て

、

逃

げ

回

っ

て

い

る

。

世

間

の

既

成

解

釈

に

身

を

委

ね

、

お

し

ゃ

べ

り

（
Ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
）
　
ｈ
ｉ
時

を

浪

費

し

、

な

に

も

か

も

解

っ

て

い

る

曖

昧

さ
（
Ｚ
w
ｅ
ｉｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）

に

だ

ら

し

な

く

み

ず

か

ら

を

だ

ま

し

、
そ

し

て

世

界

・

内

・

存

在

の

前

景

に

、
つ

ぎ

か

ら

つ

ぎ

へ

と

現

わ

れ

る

好

奇

な

も

の

に

目

移

り

す

る

、

尽

き

る

こ

と

の

な

い

好

奇

心

（
Ｎ
ｅ
ｕ
ｇ
ｉｅ
ｒ
）

で

目

を

キ

ラ

キ

ラ

さ

せ

て

い

る

。

そ

の

頽

落

せ

る

現

存

在

を

、

と

き

お

り

不

安

が

襲

う

。

そ

の

不

安

と

は

「

無

」

で

あ

っ

た

。

そ

の

と

き

現

存

在

は

、

み

ず

か

ら

の

存

在

の

自

己

解

釈

の

派

生

的

様

態

で

あ

る

こ

と

ば

に

よ

っ

て

言

う

、
「

ど

う

い

う

気

が

す

る

か

（

Ｗ

ｉｅ
　ｅ
ｉｎ
ｅ
ｍ

　
ｉｓ
ｔ
）
」
「
不

気
味
で
あ
る
「
u
n
h
e
i
m
l
i
c
h
)
」
。
あ
る
い
は
不
安
が
去
っ
た
あ
と
で
現
存
在

は

、

安

堵

の

胸

を

な

で

お

ろ

し

て

「

実

は

何

で

も

な

か

っ

た

の

だ
（
Ｅ
ｓ
　
wａ
ｒ

ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌｉｃ
ｈ
　ｎ
ｉｃ
ｈ
ｔｓ
）
Ｊ

と

も

言

う

。

し

か

し

こ

う

し

た

言

い

回

し

の

う

ち

で

、

無

は

そ

れ

が

隠

さ

れ

た

形

に

で

は

あ

る

が

、

こ

と

ば

に

よ

っ

て

言

い

表

さ

れ

て

い

る

。

あ

る

い

は

こ

の

不

安

が

開

き

示

す

の

は

、

現

存

在

の

死

と

い

う

無

で

あ

る

。

現

存

在

は

こ

の

死

と

い

う

峻

厳

な

事

実

を

、

い

つ

の

と

き

か

起

こ

る

で

あ

ろ

う

出

来

事

の

よ

う

に

考

え

、

大

言

壮

語

す

る

こ

と

を

や

め

な

い

、
「

ひ

と

は

題問の亅ぱとこΓとｊ無厂
卜るけおにとＪ頌中ｒとＪ間時と在存ｒ１２１



い

つ

か

き

っ

と

死

ぬ

、

し

か

し

い

ま

す

ぐ

と

い

う

わ

け

で

は

な

い

（

Ｍ

ａ
ｎ

ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｂ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｍ
ａ
ｌ

，
　
ａ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｖ
ｏ
ｒ
ｌ
ａ
ｕ
ｆ
ｉ
ｇ
　
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
)
」
。
こ
れ
ま
た
こ
う

し

た

言

い

回

し

の

う

ち

に

、

無

は

こ

と

ば

の

う

え

に

表

さ

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

『

存

在

と

時

間

』

は

良

心

の

解

釈

の

と

こ

ろ

で

非

難

す

る

、

「

い

ま

ま

で

に

論

理

学

や

弁

証

法

は

、

実

に

無

に

多

く

の

仕

事

を

さ

せ

て

き

た

。

と

こ

ろ

が

そ

の

無

そ

の

も

の

の

存

在

論

的

な

根

源

を

、

い

ま

ま

で

に

一

度

た

り

と

も

明

ら

か

に

し

た

こ

と

が

あ

っ

た

で

あ

ろ

う

か

」

と

。

つ

ま

り

こ

こ

で

も

、

『

存

在

と

時

間

』

で

考

え

ら

れ

て

い

る

無

は

、

論

理

学

や

弁

証

法

な

ど

が

用

い

る

否

定

的

な

命

題

と

い

う

こ

と

ば

に

よ

っ

て

、

隠

さ

れ

た

形

に

で

は

あ

る

が

露

わ

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

知

る

の

で

あ

る

。

さ

き

の

『

中

頌

』

に

現

わ

れ

た

無

は

、

こ

と

ば

を

全

面

的

に

破

壊

す

る

こ

と

に

お

い

て

把

捉

さ

れ

た

無

と

言

え

よ

う

が

、

『

存

在

と

時

間

』

に

現

わ

れ

た

無

は

、

あ

く

ま

で

も

隠

さ

れ

た

形

に

で

は

あ

る

が

、

こ

と

ば

の

う

え

に

露

わ

に

さ

れ

た

無

で

あ

る

と

言

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

５

、
『

中

頌

』

に

お
け

る
こ

と

ば

『
中

頌
』

に
お
い
て

は
、
こ

と
ば
に
は
何
の
用

き
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
こ

と
ば
を
破
壊
す
る
の
み
で
は
、
こ
と
ば
は
無
用

の
長

物

な
の
で

あ
ろ

う
か
。

そ
も
そ
も
現
在
最
古
の
経
典
と
目

さ
れ
て
い
る
『

ス

ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
や
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
を
見
て
も
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
昔

ブ
ッ
ダ
は
、
こ

と
ば
に
よ
っ
て
迷
え
る
人
び
と
を
救
っ
て
い

っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
子

を
亡

く
し
た
母

親
の
悲
し
い
事
実

を
と
も
に
悲
し
み
、

そ

の
悲

し

み

を

拭

い
去

ら

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て

目
覚

め

さ

せ

た

の

は

、

心

に

滲

み

入

る
よ

う
な

ブ

ッ

ダ
自

身

の

こ

と

ば
で

は

な

か

っ
た

の
か

。

惟

う

に

、
『
中

頌

』

は

無

を

獲

得

せ

ん

が

た

め

に

、

往
時

の

思
想

的

な
背

景
を
な
す
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
の
こ
と
ば
は
も
と
よ
り
、
日
常
の
こ
と
ば
を
す

べ
て

破

壊

し

て

い

っ

た
。

そ

し
て

そ

こ

に

得

ら

れ

た

の

が
絶

待

の
無

、
す

な

わ
ち
空
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
空
の
境
地
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
が
、

あ

の

世

俗

諦

（
ｌｏ
ｋ
ａ
ｓ
a
mｖ
ｒ
ｔ
ｔ
ｉｓ
ａ
ｔｙ
ａ
）

で

は

な

か

っ

た

の

か
と

考

え

る
。

「
二
つ
の
真
理
（
二
諦
）
に
も
と
づ
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
の
法

（
教

え

）

の
説

示

が

な

さ

れ

て

い

る
。

世

間

の

理

解

と

し

て

の

真

理

（
世

俗

諦

）

と

、

ま

た

最

高

の
真

実

と

し

て

の
真

理

（

勝
義

諦

）

と

で

あ

る
」
（
第
二
十
四
章
・
第
八
詩
）
。

「

お

よ

そ

、

こ

れ

ら

二

つ

の
真

理

（
二

諦

）

の

区

別

を

知

ら

な

い

人

々

は

、
何

び

と

も

、

ブ

ッ

ダ
の

教

え

に

お
け

る
深

遠

な

真

実

義

を

、

知

る

こ

と

が
な

い

」
（
同
右

・
第

九
詩
）
。

「
（
世

間

の

）

言

語

習

慣

に
依

拠

し

な

く
て

は
、

最

高

の
真

実

は

、

説

き

示

さ

れ

な

い

。

最

高

の
真

実

に

到

達

し

な
く

て

は
、

ニ

ル

ヴ

ァ
ー

ナ

（
涅

槃

）

は

証

得

さ

れ

な

い
」
（
同
右
・
第
十
詩
）
。

６

、

お

わ
り

に

わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
の
日
常
は
、
実
存
の
永

遠
な
る
時
間
の
連
続
に
漂
い
、

い
つ
果
て
る
と
も
知
ら
な
い
ま

ど
ろ
み
の
う
ち
に
佇

ん
で
い
る
。
そ
う
し
た

無
際
限
な
実
存
に
対

し
て
、
あ
る
日
突
如
と
し
て
そ
の
日
常
の
う
ち
に
無
が



有

限

性

の

楔

を

打

ち

込

み

、

わ

れ

わ

れ

自

身

を

、

荘

周

の

胡

蝶

の

夢

か

ら

覚

醒

せ

し

め

る

。

ま

た

、

内

世

界

的

存

在

者

を

可

能

性

を

孕

ん

だ

し

か

じ

か

の

も

の

と

し

て

、

わ

れ

わ

れ

に

出

会

わ

せ

て

く

れ

る

も

の

は

意

味

で

あ

っ

た

。

そ

の

意

味

が

、

無

の

顕

現

に

よ

っ

て

無

意

味

の

深

淵

に

沈

み

込

み

。

そ

こ

に

お

い

て

ま

た

新

た

な

存

在

の

意

味

を

再

発

見

す

る

。

こ

う

し

た

無

を

開

陳

す

る
同

書

の

哲

学

は

、

和

辻

哲

郎

氏

の

『

風

土

』

が

評

す

る

よ

う

に

、
「

ド

イ

ツ

浪

漫

派

の

『

生

け

る

自

然

』

が

新

し

く

蘇

生

さ

せ

ら

れ

る

」

か

に

見

え

る

。

こ

こ

で

、

も

し

こ

う

し

た

措

辞

が

許

さ

れ

る

な

ら

ば

、

こ

の

無

を

展

開

す

る

『

存

在

と

時

間

』

は

、

ｄ
ｉｅ
　ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｓ

ｃ
ｈ
ｅ
　Ｅ
ｒ
ｌｅ

ｕ
ｃ
ｈ
ｔｕ
ｎ
ｇ
（
哲

学

と

し

て

の

さ

と

り

）

と

も

言

い

得

る

で

あ

ろ

う

。

『

存

在

と

時

間

』

そ

れ

自

体

は

、

不

安

の

現

象

を

媒

介

と

し

て

、

人

間

存

在
を
「
関
心
（
Ｓ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
）
」
と
し
て
展
開
す
る
仕
方
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

や

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

に

よ

っ

て

暗

示

を

得

た

こ

と

を

記

述

し

て

い

る

。

が

、

こ

れ

は

九

鬼

周

造

氏

の

『

Ｈ
ｅ
ｉｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ

の

現

象

学

的

存

在

論

』

に

よ

れ

ば

、

「

な

に

も

の

か

に

対

す

る

意

識

（
Ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔｓ
ｅ
ｉｎ
　ｖ
ｏ
ｎ
　ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
）
」

を

基

調

と

し

た

、

フ

ッ

サ

ー

ル

の

志

向

性

（

Ｉｎ
ｔｅ
ｎ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ａ
ｌ
 ｉｔａ

ｔ
）

の

考

え

を

土

台

に

し

た

も

の

で

も

あ

る

と

言

う

。

従

っ

て

『

存

在

と

時

間

』

に

お

い

て

開

陳

さ

れ

る

無

は

、

通

常

の

意

識

の

裏

側

に

隠

さ

れ

た

「

無

の

意

識

」

と

言

え

る

で

あ

ろ

う

。

と

す

る

な

ら

ば

あ

く

ま

で

も

同

書

の

課

題

は

、

ギ

リ

シ
ア

哲

学

以

来

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

形

而

上

学

に

課

せ

ら

れ

た

、

存

在

の

問

題

で

あ

る

と

言

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ
れ
に
対
し
て
『
中
頌
』
に
説
か
れ
る
も
の
は
、
六
道
輪
廻
の
凡
夫
に
お

い

て

、

仏

の

さ

と

り

そ

の

も

の

を

体

現

す

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

で

あ

る

な

ら

ば

、

こ

と

ば

を

全

面

的

に

破

壊

す

る

こ

と

に

お

い

て

把

捉

さ

れ

た

と

こ

ろ

の

無

と

は

、

あ

る

種

の

宗

教

体

験

に

よ

っ

て

体

得

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

か

。

も

ち

ろ

ん

こ

こ

に

宗

教

体

験

と

は

言

っ

て

も

、

さ

き

に

言

わ

れ

た

よ

う

に

此

岸

か

ら

彼

岸

へ

の

超

越

、

つ

ま

り

存

在

す

る

も

の

か

ら

さ

ら

に

背

後

の

存

在

す

る

も

の

へ

の

存

在

的

な

超

越

で

は

な

く

、

愚

癡

の

凡

夫

に

は

隠

さ

れ

た

、

し

か

し

い

つ

も

そ

れ

に

お

い

て

あ

る

本

来

の

姿

へ

と

立

ち

還

る

と

い

う

、

や

は

り

存

在

論

的

な

超

越

で

あ

っ

た

で

あ

ろ

う

。

こ

こ

で

、

も

し

も

そ

う

し

た

宗

教

体

験

に

裏

づ

け

さ

れ

た

無

と

い

う

性

格

で

あ

れ

ば

、

体

験

を

有

し

な

い

筆

者

自

身

に

お

い

て

は

、

観

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

遺

憾

な

が

ら

現

在

の

筆

者

自

身

に

お

い

て

は

、

や

は

り

そ

う

で

あ

ろ

う

と

し

か

告

白

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

た

だ

現

在

の

筆

者

自

身

が

成

し

得

る

こ

と

は

、

こ

う

し

た

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

哲

学

者

た

ち

が

、

倦

む

こ

と

な

き

強

靱

な

思

索

を

も

っ

て

探

し

求

め

て

い

っ

た

無

を

、

追

体

験

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

類

推

し

て

い

く

以

外

に

道

は

な

い

の

で

は

な

い

か

、

と

考

え

て

い

る

。

※

『

存

在

と

時

間

』

は

、

Ｍ

ａ
ｒ
ｔ
ｉｎ

　
Ｈ

ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ

，
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

　ｕ
ｎ

ｄ

　
Ｚ
ｅ

ｉｔ
，
　
７
　
Ａ

ｕ

ｆｌ

．

１
９
５
３

，

そ

の

訳

本

と

し

て

、

細

谷

貞

雄

・

他

共

訳

『

存

在

と

時

間

』

理

想

社

、

一

九

六

三

年

な

ど

を

参

照

。

ま
た
『
中
頌
』
の
訳
本
と
し
て
は
、
三
枝
充
悳
著
「
中
論
―
―
縁
起
・
空
中
の

思

想

」

レ

グ

ル

ス

文

庫

（

第

三

文

明

社

）
、

一

九

八

四

年

を

参

照

。

紙

数

の

都

合

上

、

注

記

は

省

略

い

た

し

ま

す

。

（

た

は

ら

・

け

ん

そ

う

、

天

台

学

、

駒

沢

大

学

大

学

院

修

了

）

題問の向と陀と亅無ｒるけおにとＩ頌中ｒとＪ間時と在陰
Ｑ

．
｝

り
乙

１
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