
〈
研

究

論

文

８

〉

道
元
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

―
―
〈
非
思
量
〉
と
〈
存
在
の
思
索
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一

道
元
（
一
二
〇
〇
－
一
二
五
三
）
の
主
著
『
正
法
眼
蔵
』
全
巻
を
貫
く
思
想

的
基
盤

は
「
不
染
汚

の
修
証
」
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過

言
で

は
な
い
。
衆

生

が
「
本

来
本
法
性

、
天
然
自

性
身
」
で
あ
る
な
ら
ば

、
何
ゆ
え

に
三
世

の

諸

仏
は
更

に
発
心
し
て
修
行

す
る
必
要

が
あ
る
の
か
、
と
い
う
叡
山
参
学
中

に
懐

い
た
疑
問
以

来
、
修
証

の
問
題
は
生
涯
、
道
元

の
念
頭
か
ら
離
れ
る
こ

と

は
な
か

っ
た
。

仏
教
で

は
ふ
つ
う
転
迷
開
悟
、
転
凡

入
聖
を
旨
と
す
る
。

し

か
し

そ
の
半
面

、
法
性

は
も
と
よ
り
迷
悟
超
越
、
自
体
清
浄
で

あ

っ
て
、

そ

こ
に
は
払
拭
浄
化
す

べ
き
塵
埃
な
ど
無

い
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
。
古
来
こ

の
修
行

と
証
悟
と

の
あ
い
だ
を
め
ぐ

っ
て
様
々
に
論
義
が
な
さ
れ
て
き
た
。

宋
よ
り
帰
朝
後
の
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
、
道
元
最
初
の
撰
述
で
あ
る
『
普

勧

坐
禅
儀
』

の
冒
頭

は
次
の
よ
う
な
文

章
で
始
ま

っ
て

い
る
。

井
　
上
　
克
　
人

原

れ
ば
そ
れ
、
道
本
円
通
す

、
争
で

か
修
証
を
仮
ら
ん
。
宗
　

乗
自

在
な
り
、
何
ぞ
功
夫
を
費
や
さ
ん
。
況
や
全
体
迥
か
に
塵
埃
を
出

た
り
、

鉛
か
払

拭
の
手
段
を
信
べ
ん
。
大
都
当
処
を
離
れ
ず
、
豈
修
行
の
脚
頭

を
用

い
ん
者

乎
。

仏
法
は
今

こ
こ
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
現
前

し
て

い
る
で
は
な

い
か
、
ど
う
し

て
改
め
て

証
悟
を
目
ざ
し
て
修
行
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
修
行
の
無
用
を
述
べ
て
い
る
か
の
如
き
印
象
を
受
け
る
が
、
彼

は
続
け
て

次
の
よ
う

に
言
う
。

然
れ
ど

も
、
毫
釐

も
差
あ

れ
ば
、
天

地
懸
か
に
隔

た
り
、

違
順

纔
か

に
起
れ
ば
、
粉
然
と
し
て
心
を
失
う
。

仏
法
は
も
と
よ
り
迷
悟
超
越
、
自
体
清
浄
で
あ

る
の

に
、
迷

い
を
転
じ
て
悟

り
を
開
こ
う
と
す
る
作
為
が
生
じ
る
と
、
そ
れ
で
仏
道
か
ら
外
れ
て
し
ま
う

と
。
つ
ま
り
道
元

に
よ
れ
ば
、
仏
法
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、



そ
れ
に
相
応
し
た
修
行
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
修
行
を
あ

た
か
も
悟
り
を
得

る
た
め
の
手
段
と
す
る
よ
う
な
仕
方
は
仏
道
に
悖
る
と
強
調
す

る
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
道
元
は
こ
う
奨
励
す
る
。

所
以

に
、

須

く
言
を
尋

ね
語
を
逐

う
の
解
行

を
休
む

べ
し
、
須
く
回

光
返

照
の
退
歩
を
学
す
べ
し
。
身
心
自
然

に
脱
落
し

、
本
来

の
面
目
現

前
せ
ん
。
恁

麼
の
事
を
得

ん
と
欲
わ
ば

、
急
ぎ
恁

麼
の
事

を
務
む
べ

し
。

「
回
光
返

照
の
退
歩
」
と

は
「
只

管
打
坐
」
（
ひ

た
す
ら

坐
禅

に
打

ち
込
む

こ
と
）
を

意
味
す

る
。
道
元

は
徹
底
し
て
始
覚
門
的
待
悟
禅
を
排
斥
す
る
。

彼

に
と

っ
て
坐
禅

と
は
、
自
体
清

浄
、
不
染
汚

な
る
仏
法
を
ま
さ
し
く
そ
の

よ

う
な
も

の
と
し

て
護
持

相
続
さ
せ

て
ゆ
く
こ
と

に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
、
修
証

は
ひ
と
つ
に
あ

ら
ず

と
お
も

へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の

見

な
り
。
仏
法

に
は
、
修
証

こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修
な
る

ゆ
ゑ
に
、
初

心
の
辧
道
す
な
は
ち
本
証

の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ

に
、

修
行

の
用

心
を
さ
づ
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に
証
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か

れ
と

を
し
ふ
、
直
指
の
本
証

な
る
が
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。
す
で

に
修
の
証

な
れ

ば
、
証

に
き
は
な
く
、
証

の
修

な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。
こ

こ
を
も
て
、

釈
迦
如

来
・
迦
葉
尊
者

、
と
も

に
証

上
の
修
に
受
用
せ
ら

れ
、
達
磨
大
師

・
大

鑑
高
祖

、
お
な
じ
く
証
上

の
修

に
引

転
せ
ら
る
。

仏
法
住
持
の
あ

と
、
み

な
か
く

の
ご
と
し
。
　
　
　
　
　

（
『
辧
道
話
』
）

と
あ
る
よ
う

に
、
道
元

は
修

の
外

に
証
を
見
な

い
「
証
上

の
修
」

と
し
て

の

端
坐
参
禅

に
、
釈
尊

よ
り
歴
代
の
仏
祖

へ
嫡

々
単
伝

さ
れ

て
き
た
「
正
法
眼

蔵
涅
槃
妙

心
」

の
命

脈
を
見
た
の
で

あ
る
。
宇
宙
の
万

有
は
染
汚
な
き
「
本

証
」

の
無
限

展
開

に
他
な
ら
ず
、
ま
た
そ
う
し
た
自

覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
一

切

の
行
も

「
本
証
」

そ
れ
自
体
の
お
の
ず
か
ら
な
る
「
妙
修
」
と
な
る
。
証

上

の
修

に
「
受
用

せ
ら
れ
、
引
転
せ
ら
る
」

と
は
、
こ

う
し

た
法
爾
と
し
て

の
本
証
の
自
己
開
顕

に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。

し
る

べ
し
、
修

を
は
な
れ
ぬ
証

を
染
汚

せ
ざ
ら
し

め
ん
が
た
め
に
、
仏

祖
し
き
り

に
修
行
の
ゆ
る
く
す

べ
か
ら

ざ
る
と
を
し

ふ
。
　

（
同
書
）

と
言

わ
れ

る
如
く

「
不
染
汚
の
修
証
」

を
強
調
し
て
や
ま
な

い
道
元
だ
が
、

こ
の

「
不
染
汚
の
修
証
」
に
つ
い
て
彼

が

『
正
法
眼
蔵
』
や

『
永
平

広
録
』

等
で
好
ん
で
よ
く
引
用
す
る
の
は
六
祖
慧
能
（
六
三
八
―
七
一
三
）
と
南
嶽
懐

譲

（
六
七
七
－

七
四
四
）
と
の
次

の
よ
う
な
商
量

で
あ
る
。
真
字

『
正

法
眼

蔵
』
三
百
則

（
道
元
自
身
の
撰
に
よ

る
古
則
公
案
集
）
中
巻
第
一
段
か
ら
引

い
て
み
よ
う
。

南
嶽
山
大
慧

禅
師

〈
曹
渓

に
嗣
ぐ
、
諱

は
懐

譲
〉
、
六
祖

に
参
ず
。

祖
曰
く
、
什
麼
の
処
よ
り
来
た
る
。
」
師
曰
く
、
「
嵩
山
安
国
師
の
処

よ
り
来
た
る
。
」
祖
曰
く
、
「
こ
れ
什
麼
物

か
恁

麼

に
来
た
る
。」
師
、

措
く
こ
と
罔
し
。
こ
こ
に
お
い
て
執
侍
す

る
こ
と
八
年
に
し
て
、
方
め

て
、
前
話
を
省

す
。
乃

ち
祖

に
告
げ
て
云

く
、
「
懐

譲
、
会
得
せ
り
、

当
初
、
来
た
り
し
時
、
和
尚
、
某

甲
を
接
す
、
『
こ
れ
什
麼

物
か
恁
麼

に
来
た
る
』
と
。
」
祖
云
く
、
「
休
、
作
麼
生
か
会
す
。」
師

曰
く
、
「
一

物
を
説
似
す
る
に
即
ち
中
ら
ず
。
」
祖
曰
く
、
「
還

た
修
証
を
仮
る
や
。
」

師

曰
く
、
「
修
証
は
即

ち
な
き
に
あ
ら
ず
、
染
汚
は
即
ち
得
ず
。
」
祖
日



く
、
「
た
だ
こ
の
不
染
汚

、
こ
れ
諸
仏

の
護
念
し

た
も
う
所

な
り
。

汝

も
ま
た
か
く
の

ご
と
し
、
吾
も
ま
た

か
く
の
ご
と
し
、
乃
至

、
西
天

の

諸
祖
も
ま
た
か
く
の

ご
と
し
。
」
（
原
漢
文
）

こ
こ
で
留
意
し
た

い
の
は
、
南
嶽
の

「
修
証
即
不
無
、
染
汚
即
不

得
」

の
語

で
あ
る
。
修
証
は
無
用
と

い
う
わ
け
で

は
な
い
、
た
だ
修
と
証
と

を
対
峙

さ

せ
て
、
修
が
証
を
目
ざ
し
て

心
塵
を
払
拭
し
て
ゆ
く
手
段

と
な
っ
て
は
仏
法

の
冒
涜

（
染
汚
）
と

な
ろ

う
、
と

い
う
意

味
で
あ

る
。
要
す

る
に
そ
れ
は
迷

悟

・
染
浄
等
の
一
切

の
相
対

を
絶
し

た
高
次
元
の
修
証
で

あ
っ
て

、
不
染
汚

な

る
本
証
を
染
汚
せ

ざ
ら
し

め
ん
が
た
め
に
そ
の
ま
ま

に
受

容
し

、
護
念
し

て
ゆ
く
実
修

に
他
な
ら
な

い
。

二

さ
て
、
道
元
は
こ

の
「
不

染
汚

の
修
証
」

を
更

に
「
非
思

量
」

と
い
う
絶

妙
な
言
葉
で
以
て
表
現
し
て

い
る
。

こ
の
言
葉

は
彼

が
推

称
措
か
ざ
る
葉
山

惟
嚴
（
七
五
一
－

八
三
四
）
の
語
で

、
先

述
し
た
『
普
勧

坐
禅
儀
』
（
流
布
本
）

を

は
じ

め
、
『
正

法

眼

蔵
』
（
「
坐
禅

儀
」
「
坐
禅

箴
」

の

両
巻
）
、
『
永
平

広

録
』

等
で

多
繁

に
亘

っ
て
示

衆
高
揚
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
や

は
り
先

に

挙

げ
た
真

字
『
正
法

眼
蔵
』
三
百
則
中
巻
二
十
九
段
か
ら
引

用
し
て
み
よ
う

薬

山
和
尚

、
坐
す

る
次

、
僧
あ
り

て
問
う
、
「
兀
兀

地
と
し

て
什
麼

を
か
思
量
す

る
。
」
師
云

く
、
「
箇
の
不
思

量
底
を

思
量
す

る
。
」
僧
日

く
、
「
不
思

量
底
、
如
何
が
思
量

せ
ん
。」

師
云

く
、
「
非
思
量
」
（
原
漢

文
）

「
兀
兀
地
思
量
什
麼
」

と
い
う
問
い
は
、
そ
の
ま
ま
で

坐
禅

の
風
光
を
如
実

に
語

っ
て

い
る
。
疑

問
詞
の
「
什
麼
」

は
思
量
の
当
体

の
奥
深

く
量
り
知
れ

ざ
る
消
息

を
ず

ば
り

と
言
い
表

わ
し

た
語
で

あ
る
と
解

し
て
よ

い
。
「
箇
の

不
思
量
底

を
思
量
す

」
と
は
、
意
志
・
意
欲
な
ど
あ
ら

ゆ
る
人
間
的

は
か
ら

い
以
前

の
端
的
如
実

な
自
然

の
い
の
ち
の
営
み
で

あ
っ
て
、
「
非
思
量
」
の

語
も
「
思
量

に
非

ず
」
で
は
な
く
、
「
非
の
思
量
」
、
つ
ま
り
思
量
が
思
量
を

棚
上
げ
し
、
思
量
を
透
脱
し
て
い
る
状
態
、

い
わ
ば
思
量
が
法
性
の
施
為

に

随
順

し
た
お
の
ず
か
ら
な
る
生
命
活
動

と
し
て
の
思
量
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。
「
非
」

と
は
我
々
の
小
さ
な
量
見
で
以

て
し
て

は
量
り
知
れ
な

い
広
大
無
辺
、
幽
邃
深
遠
な
る
絶
対

の
真
実
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で

「
非

思
量
」
と
し
て
の
坐
禅
が
こ
の
よ
う
に
「
証
上
の
修
に
受

用

せ
ら

れ
、
引

転
せ
ら
れ
る
」
こ
と
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
「
修
証
一

如
」

と
敢
え
て

説
く
必
要
も
な
い
ほ
ど
に
修
の
一
行
に
徹
し
ぬ
く
こ
と
こ
そ

が
仏
道
に
適
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
「
只

管
打
坐
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
し

か
し

こ
の
よ
う
に
道
元
が
「
修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
」
こ
と
を
力
説
す
る

背
景

に
い

っ
た
い
ど
の
よ

う
な
意
味
が
込

め
ら

れ
て

い
る
の

だ
ろ

う
か
。

我

々
は
更

に
こ
の
問
題
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問

い
を
こ
こ

に
敢
え
て
提
示
す

る
の
は
、
道
元

が
修
と
証
の

一
等
を
説
き
、
そ
の
同
時
性

を
強
調
し
つ
つ
、
し
か
も

そ
の
ゆ
え
な

る
が
た

め
の
不
断
の
坐
禅
弁
道
を
力
説
す
る
裏
に
は
、
じ
つ

は
修
と
証

を
隔
て
て
い

る
或
る
存
在
論
的
な

〈
距
離
〉
を
は

っ
き
り
と
目
撃
し
て

い
た
の
で

は
な
い

か
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ

る
。
修
を
修
と
し
、
修
の
一

行
に
徼
し
て
ゆ
く
こ



と
の
う
ち
に
、
本
証
の
お
の
ず
か
ら
な
る
展
開
が
あ
る
と
し
て
も
、
修
証

一

如
と
い
う
こ
と
で
、
修
が
証

の
中

に
融
合
帰
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
逆

に
修
の
徹

底
が
強
調

さ
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、

例
え
ば

「
悟
来

の

儀
」
（
『
永
平
広
録
』
四
）
と
か

「
法

性

の
施
為

」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
法
性
」
巻
）

と
か
、
或
い
は
「
証

上
の
修
」
と

い
っ
た
表
現
で
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
な

、

仏
法

の
不

可
逆
的
先

行
性

が
無
視

さ
れ
る
わ
け

で
も
な
い
。
恐
ら
く
道
元

は

「
本
証
妙

修
」

を
標
榜

し
つ
つ
も
、

無
窮
深

遠
な
る

〈
本
証

〉
と
。
無
始
無

終

な
る
〈
妙
修
〉
と

の
あ

い
だ
に
、

は
っ
き
り
と
し

た
〈
隔

た
り
〉

を
見
て

取

っ
て

い
た
は
ず
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
修

に
徹
し

抜
く

（
唯
修
）
と

い
う

こ
と

は
裏
を
返
せ
ば

、
そ

の
よ
う
な
仕

方
で
証

を
は
じ

め
て
、
〃
本
”
証
た

ら
し
め

（
唯
証
）
、
本
証
の
不
可
逆
的
先

行
性

に
ど
こ

ま
で
も
踏
み

留
ま
る

こ
と

に
な
る
の
で
あ

る
。
只
管
打
坐
の
裏

に
は
、
そ
れ
と
背
反
的

に

Ｉ
な
る

仕
方
で
、
本
証
の
本
証

に
よ
る
本
証
自
身
の

「
自
受
用
三
昧
」
が
開
演
さ
れ

て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
修
と
証
は
一
如
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
両
者
は
ど

こ
ま
で
も
独
立
自
全
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
道
元
が
強
調
し
て
や
ま
な

い

「
非
思
量
」
は
、
ま
さ
に
不
思
量
底

を
思
量
す

る
こ
と

に
他
な
ら

ず
、
修
と

証

と
の
あ
い
だ
に
歴
然
と
し
て
介
在

す
る
逆
接
し
た

〈
隔
た
り
〉
を
ど
こ
ま

で
も
護
念

相
続
し
て
ゆ
く
こ
と
で

は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う

か
。

言
葉
を
換
え
て

言
え
ば
、
「
本
証
妙

修
」
と

言
わ
れ

る
事
柄
に

は
、
修

に

お
け

る
証

の
内
在

的
超
越
と

い
う
事
態

が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

修

に
対
す

る
証

の
絶
対
的
超

越
性
お

よ
び
そ
の
先
行
性

は
、
道
元

の
修
証

観

を
考
え
る
場

合
、
決

し
て
看
過
さ
れ
て

は
な
ら

な
い
。

そ
し
て
こ
の
先
行
的

超

越

性

と

は
、

別

の

視

点

か

ら

見
れ

ば

、
本

証

そ
れ

自

体

の

絶
対

的

隠

蔽

性

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

じ

じ

つ

道

元

は

そ

の
よ

う

な

仏

法

の

隠

蔽

性

の

消

息

を

は

っ
き

り

と

明
示

し

て

い
る

。

二

、
三

例
を

挙

げ

得

処

か
な

ら

ず

自

己

の

知
見

と

な

り
て

、

慮

知

に

し

ら

れ

ん
ず

る

と

な

ら

ふ

こ

と

な

か

れ

。
証

究

す

み

や

か

に
現

成

す

と

い

へ

ど
も

、

密

有

か

な

ら

ず

し

も

現

成

に
あ

ら

ず

、

見

成

こ

れ

何

必

な

り

。

（
『
正
法
眼
蔵
』
「
現
成
公
案
」
巻
）

至

愚

に

し

て

お

も

ふ
こ

と

な

か

れ

、

み

づ

か

ら

に
具

足

す

る

法

は

、

み

づ

か

ら

か

な
ら

ず
し

る

べ

し

と

、

み

る

べ

し

と
、

恁

麼

に
あ

ら

ざ

る

な

り

。

自

己

の
知

す

る
法

、

か

な

ら

ず

し
も

自
己

の

有

に
あ

ら

ず

、
自

己

の

し

る

と
こ

ろ

な
ら

ず

。

し

か

あ

れ

ば

、

い
ま

の

知

見

思

量

分

に
あ

た

は

ざ

れ

ば
自

己

に
あ

る

べ

か

ら

ず

と

疑

著

す

る
こ

と

な

か

れ

。

（
同
「
授
記
」
巻
）

た

れ

か

い

ふ
し

、
仏

性

に

覚

知

覚

了

あ

り

と
。

覚

者

知

者

は

た

と
ひ

諸

仏

な
り

と

も

、

仏

性

は

覚

知
覚

了

に
あ

ら

ざ

る

な

り

。
（
同
「
仏
性
」
巻
）

そ

の

他

、
仏

法

・
法

性

が

知

覚

の
能

知

所

知

を

超
え

、

そ

れ

を

絶

す

る
隠

蔽

態

で

あ

る
こ

と

を

明

示

す

る

個
所

は
枚

挙

に
遑

が
な

い
。

と

も

か

く
そ

れ

が

ど

こ

ま

で

も

絶

対

の

隠

蔽
態

で

あ

る
以

上

、

そ

の
隠

れ

を

ど

こ

ま
で

も

隠

れ

と

し

て

護

念

保

任

し

て

ゆ

く

こ

と

が

道

元

の

言

う

「
不

思

量

底

を

思

量

す

る

」

こ

と

、

す

な

わ

ち

「
非

思

量

」

に

他
な

ら

な

か

っ
た

こ

と

は
念

頭

に

入

れ

て

お

く

必

要

が

あ

ろ

う
。



三

さ
て

、
こ
の
よ

う
に
道
元

に
あ
っ
て
法
性

（
一
切

の
あ
る
も
の
を
そ
の
実

体

の
巣

窟
か
ら
開
放
し
、
あ
る
が
優
に
あ
ら
し
め
て
い
る
真
実
態
）
と
非
思

量

と
の
関
係
が
、
不

思
量
底
を
思
量
す
る
こ
と
と
し
て

、
絶
対
的
隠
蔽
性
を

さ
な
が
ら

に
受
用
し
護
念
し
て
ゆ
く
営
み
で
あ
る
と
解
す

る
と
き
、
そ
こ

に

は
お
の
ず
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
八
八
九
-
一
九
七
六
）
の
〈
存
在
〉
を
め

ぐ
る
思
索
が
想
起

さ
れ
よ

う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
存
在
と
存
在
者
と

の
一

に

し
て
一
に
非
ざ
る
消
息
を
、
真
理
（
ア
レ
ー
テ
イ
ア
）
の
〈
非
-
隠
蔽
性
〉
、

す
な
わ
ち

そ
の
開
蔵
と
覆
蔵
と

の
ダ
イ

ナ
ミ

。
ク
な
動
き

に
即
し
て

捉
え

、

ひ

い
て

は
、
存
在
と
存
在
者
と

の
差
異
を
差
異
あ
ら
し

め
て

い
る
存
在
そ

の

も

の
の
隠
れ

た
次
元

に
ま
で
踏
み
込
み
、
存
在

の
隠
れ
を

隠
れ

と
し
て
耐
え

忍
ぶ
思
索

を
展
開

し
て

い
る

か
ら
で

あ

る
。
「
回
光

返
照

の
退
歩
」
を
宣

揚

す

る
道
元

と
、
存

在
の
真
理
の
由
来
領
域

た
る
隠
れ
た
次

元
に
分
け
入

っ
て

も

は
や
表
象
的
な
ら
ざ
る
思
索
を
め
ぐ

ら
す

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
と
、
両
者
は
伝

統
を
異
に
し
な
が
ら
、
深
い
と
こ
ろ
で

一
脈
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
存
在
の
真
理
の
開
蔵
と
覆
蔵
の
動
き

に
つ

い
て
、
例

え
ば
一
九
四
六
年

に
公
刊
さ
れ

た
論
文
で
次
の
よ
う

に
語

っ
て

い
る
。

存
在

は
、
存
在
者
の
中
へ
と
自
ら
を
顕
わ

に
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
。

そ
れ
自
身

に
引
き

こ
も

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
存
在

は
自
ら
の
真

理
と
と
も

に
〔
自
ら

を
開
蔵

さ

せ

な

が

ら

、

そ

れ

と

ひ

と

つ

に
〕

そ

れ

自

体

の
も

と

に
留

ま

ろ

う
と

す

る

。

こ

う

し

た
自

己

抑

制

こ

そ
が

存

在

の
露

現

の
元

初

の

仕

方

で
あ

る
。

こ

の
自

己

抑

制

の
元

初

の

兆

し

が

ア

レ

ー

テ
イ

ア
で

あ

る

。

ア

レ

ー
テ

イ

ア
は

存

在

者

を

非

‐

隠

蔽
性

へ

と

も

た

ら
す

こ

と

に
お

い
て

、

そ

こ

に

は
じ

め

て
存

在

の
隠

蔽

性

を

〔
隠

蔽

性

と

し
て

〕

打

ち
立

て

る

の
で

あ

る

。

し

か

し

こ

の
隠

蔽

は

自

己

を

抑

制

し

つ

つ

拒
む

と

い
う

性

質

を

も

っ
て

い

る

。

存

在

の
本

質

〔
現

成

〕

の
真

理

〔
開

蔵

〕

に
見

ら

れ

る
、

こ

の
よ

う

な
明

ら

め

つ

つ

自

ら

を

抑
制

す

る
は

た
ら

き

を

、

我

々
は
存

在

の

エ
ポ

ケ

ー

〔
留

保

・
抑
制

〕

と

呼
ぶ

こ

と

が

で

き

よ

う

。
（
『
ア
ナ
ク
シ

ヴ
ン
ド

ロ
ス
の
言
葉
』
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
ｔ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
［
以
下
　
G
A
 
と
略
記
す
。
］
Ｂ
ｄ
.
５

Ｈ
ｏ
ｌｚ
ｗ
ｅｇ
ｅ
"　
Ｓ
.３
３
７
.
か
ぎ
括
弧
は
引
用
者

（
筆
者
）

に
よ

る
補
足
。
）

つ
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
存
在
は
自
ら
を
開
き
明
ら
め
な
が
ら
、

同

時

に

そ

れ

自

体

と

し

て

は

ど

こ

ま

で
も

自

ら

の
も

と

に
引

き

こ

も

り
隠

蔽

し

よ

う

と

す

る
。

存

在

は
自

ら

を

授
け

与

え

つ

つ

、

つ

ね

に
同

時

に
、
自

ら

の

も

と

に
留

ま

る

と

い

う
仕

方

で

自

己

を

抑

制

す

る

の

で

あ

る
。

一
言
で

言

え

ば

、

存

在

は
自

己

を
顕

現

し

つ
つ

隠

蔽

す

る

と

こ

ろ

に

、

存
在

の
真

理

と

し

て

の
在

り
方

が

あ
り

、

そ

れ
が

存

在

の

エ
ポ

ケ
ー

と

呼

ば

れ

る

の

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で

ア

レ

ー

テ

イ

ア

（
非

‐

隠

蔽

性

）

と

し

て

の

真

理

に
伏

在

す

る

隠
蔽
性
の
次
元
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
す
で
に
一
九
三
〇
年
頃
か
ら

公

開

講

演

の

か

た

ち

で

模
索

し

は
じ

め
て

お
り

、

そ

れ

は

四

〇

年

に

明
確

な

か

た

ち

と

し

て

纏

ま

る

が

、

四

三
年

に
な

っ
て

公

刊

さ

れ

た
の

が

『
真
理

の



本

質

に

つ

い

て

』
（
Ｇ
Ａ
.　
Ｂ
ｄ
.　
９
：

，Ｗ
ｅ
ｇ
ｍ
ａ
ｒ
ｋｅ
ｎ
"

所
収
。
」

と

い

う

タ

イ

ト

ル

を

も

つ

論

文

で
あ

る

。
そ

の
中

で

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

は

こ

う

語

っ
て

い

る
す

な

わ

ち

、

ア

レ
ー

テ

イ

ア
が

字

義

通
り

「
非
－

隠

蔽

性
」

で

あ

る

と
す

れ

ば

、

隠

蔽
性

と

は
真

理

が
真

理

と
し

て

兆

し

て

く

る
以

前

の
領

域
で

あ

っ
て
、

い

わ

ば
そ

れ

は
、

未

だ
真

理

に
非

ざ

る
次

元

と

し

て

「
非

真

理
」

で

あ

る
と

。

真

理

と

は

要

す

る

に
、

そ

う

し

た

「
非

真

理

」

と

し

て

の

隠

蔽

態

を

打

ち

破

っ
て

露

れ

出

て

く

る
の

で

あ

り

、

従

っ
て
そ

れ

は

「
非

－

非

真

理

」

と

い

う

動

勢

を

も

つ
こ

と

に
な

る

。

と

こ

ろ

が

真

理

の
根

源

的

由

来

た

る

「
非

真

理

」

は

、

非

’
隠

蔽

性

と

し

て

の

真

理

よ

り

も

「
先

に

現

じ

て

い

る

（
ｖ
ｏ
ｒ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
）
」

隠

蔽

態

で

あ

り

、

露

現

に
先

立

っ

て
絶

え

ず

非

現

前

し

て

い

る

（
ｕ
ｎ
-
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
）

と

で

も

言

え

る

真

理

の

元

初

で

あ

っ

て

、

こ

の

「
非
‐
（
U
n
-
）
」
は
「
存
在
の
真
理
の
未
だ
な
お
経
験
さ
れ
ざ
る
境
域
」
の

う

ち

へ

と

暗

示

し

て

い

る

と

言

う

。

そ

し

て

彼

は

こ

の

「
非

」

の

指

し
示

す

境

域

を

「
秘
　

密

」

と
称

し

て

い

る

（
Ｓ
.１
９
３
ｆ
.）
°

と

こ

ろ

で

、
存

在

の
真

理

の

こ

の

よ

う

な

開

蔵

と

覆

蔵

と

の
動

態

は

、

そ

れ

が

開
演

さ

れ

る
場

と

し

て

、
「
現

存

在

」

と

し

て

の

人

間

の
思

索

を

必
要

と
す

る

の

で

あ

っ
て

、
こ

の
存

在

と

思

索

と

の

相

依

相
属

関
係

を

彼

は

「
性

起

」

と

い

う

言
葉

で

捉

え

て

い

る
。

一
九

三

六
年

か
ら

三

八
年

に

わ

た

っ

て

書

か

れ

た

膨

大

な

量

の

覚

書

が

『
哲

学

へ

の

寄

与

』
（
 Ｂ
ｅ
ｉｔｒ
ａ
ｇ
ｅ
　ｚ
ｕ
ｒ

Ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｅ
"
）
と

い

う

タ
イ

ト

ル

で

一

九

八

九

年

に

よ

う

や

く

日

の

目

を

見

た

が

、

そ

の

本

来

の

標

題

は

「
性

起

に
つ

い
て

」

で

あ

っ

た

（
Ｇ
Ａ
.　
Ｂ
ｄ

．
　
６
５
）
。

し

か
し

こ

の

「
性

起

」

に

関

し

て

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

が

明

瞭

に
述

べ

て

い
る

の

は

、

す

で

に

公

刊

さ

れ

て

い

た

『

同

一

性

と

差

異

性

』

｛

 
Ｉ
ｄ

ｅ
ｎ

ｔ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ

　
ｕ

ｎ

ｄ

Ｄ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｚ
，
 
Ｎ
ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
，
　
１
９
５
７
)
お
よ
び
『
時
間
と
存
在
』
｛
 
Ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ

Ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｓ
,
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｍ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
　
,
1
９
６
９
所
収
）
で
あ
る
。
簡
略
に
説
明
す
れ
ば
こ
う
で

あ

る

。

存

在

と

思

索

す

る

人

間

と

が

相

依

相

属

し

合

う

こ

と

の

な

か

で

、

人

間

が

存

在

に

自

ら

を

委

ね

任

し

（
ｖ
ｅ
ｒ
ｅ

ｉｇ

ｎ

ｅ
ｔ
）
’

存

在

が

人

間

に

委

ね

与

え

ら
れ
る
（
ｚ
ｕ
ｇ
ｅ
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｔ
）
と
い
っ
た
、
相
互
の
委
ね
合
い
（
E
i
g
n
e
n
）
か

ら

「

性

起

」

（
Ｅ

ｒ
ｅ

ｉ
ｇ

ｎ

ｉ
ｓ

）

が

考

え

ら

れ

て

い

て

、

互

い

に

委

ね

合

う

こ

と

で

、

両

者

は

相

互

に

そ

の

本

来

の

所

を

得

て

適

応

帰

属

し

合

い

、

そ

れ

ら

に

固

有

の

根

源

へ

と

呼

応

し

合

う

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

、

「

性

起

」

の

語

は

「

委

託

的

固

有

化

」

と

い

う

意

味

を

も

も

つ

。

存

在

の

開

け

に

身

を

委

ね

た

本

来

の

思

索

の

な

か

へ

、

存

在

そ

の

も

の

も

自

ら

を

委

ね

与

え

る

仕

方

で

そ

の

固

有

の

領

域

か

ら

、

あ

ら

ゆ

る

現

前

に

先

ん

じ

て

元

初

的

に

性

起

す

る

。

し

か

も

こ

の

元

初

は

、

先

述

の

如

く

己

を

明

ら

め

つ

つ

、

同

時

に

そ

れ

が

ど

こ

ま

で

も

根

源

的

由

来

で

あ

り

つ

づ

け

る

べ

く

、

自

己

を

抑

制

し

、

自

ら

の

も

と

に

留

ま

る

の

で

あ

る

。

元

初

的

な

も

の

は

、

一

切

の

来

た

り

つ

つ

あ

る

も

の

に

先

ん

じ

て

性

起

し

、

そ

の

た

め

に

隠

蔽

さ

れ

た

ま

ま

で

は

あ

る

が

、

純

粋

な

到

来

と

し

て

歴

史

的

人

間

の

も

と

へ

と

来

た

る

。

そ

れ

は

決

し

て

過

ぎ

去

る

こ

と

な

く

、

決

し

て

過

去

の

も

の

で

は

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

我

々

は

、

元

初

的

な

も

の

を

…

…

た

だ

も

っ

ぱ

ら

追

想

的

思

索

の

な

か

に

、

す

な

わ

ち

〈

現

成

し

つ

つ

あ

る

既

在

（

ｄ
ａ
ｓ

　
Ｇ

ｅ
w

ｅ
ｓ
ｅ
ｎ

ｄ
ｅ

）
）

と

、

贈

り

届

け

ら

れ

て

き

た

存

在

の

真

理

と

を

ひ

と

つ

に

思

索

す

る

追

想

的

思

索

の

な

か



に

の

み

見

出

す

の

で

あ

る

。

（
『

ニ

ー

チ

ェ

』

第

二

巻

第

一

〇

講

「

形

而

上

学

へ
の
回
想
」
。
一
九
四
一
年
。
 
Ｎ
ｉ
ｅ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
"
　
Ｂ
ｄ
.
　
ｎ
.
　
Ｎ
ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
　
１
９
６
１
,
　
Ｓ
.
４
８
１
.
)

先

に

触

れ

た

真

理

の

根

源

的

由

来

領

域

と

し

て

の

隠

蔽

態

が

、

一

切

の

現

前

に
先
ん
ず
る
既
在
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
「
性

起

」

と

は

こ

の

よ

う

な

既

在

的

現

成

の

謂

に

他

な

ら

な

い

。

一

九

四

七

年

に

書

ぎ

誌

さ

れ

た

哲

学

詩

『

思

索

の

経

験

よ

り

』

の

な

か

で

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

は

こ

う

語

る

。

古

き

も

の

の

最

古

の

も

の

が

、

我

々

の

思

索

の

う

ち

に

我

々

の

背

傍

か

ら

到

来

し

、

我

々

に

向

か

っ

て

来

る

。

そ

れ

ゆ

え

思

索

は

、

既

在

す

る

も

の

の

到

来

に

身

を

委

ね

、

そ

れ

は

い

わ

ば

追

想

す

る

こ

と

で

あ

る

。

（
Ｇ

Ａ
.
　
Ｂ

ｄ
.
１
３
,

 

 
Ａ
ｕ
ｓ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ

ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｓ
"
，
　
Ｓ
.
８
２
.
)

四

さ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
追
想
的
思
索
は
、
お
の
ず
か
ら
道

元

の

「

回

光

返

照

の

退

歩

」

と

し

て

の

「

非

思

量

」

を

想

起

さ

せ

る

。

そ

こ

に

繰

り

広

げ

ら

れ

る

存

在

の

風

光

は

、

道

元

の

眼

に

ど

の

よ

う

に

映

っ

た

で

あ

ろ

う

か

。

而

今

の

山

水

は

、

古

仏

の

道

現

成

な

り

。

と

も

に

法

位

に

住

し

て

、

究

尽

の

功

徳

を

成

ぜ

り

。

空

劫

已

前

の

消

息

な

る

が

ゆ

ゑ

に

、

而

今

の

活

計

な

り

。

朕

兆

未

萌

の

自

己

な

る

が

ゆ

ゑ

に

、

現

成

の

透

脱

な

り

。

（
『

正

法

眼

蔵

』

「

山

水

経

」

巻

）

”
古

”

仏

の

道

が

”
而

今

”

の

山

水

と

な

っ

て

ま

の

あ

た

り

に

現

成

す

る

の

で

あ

る

。

古

が

古

と

し

て

の

無

底

の

深

さ

を

湛

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

而

今

の

山

水

は

い

よ

い

よ

生

彩

を

放

ち

輝

き

現

わ

れ

る

。

。
古

”

は

而

今

の

露

現

の

根

源

的

由

来

と

し

て

の

先

行

的

既

在

性

に

他

な

ら

な

い

。

「

空

劫

已

前

」

「

朕

兆

未

萌

」

と

い

う

語

が

そ

れ

を

如

実

に

示

し

て

い

る

。

「

空

劫

已

前

」

の

消

息

な

る

ゆ

え

の

「

而

今

の

活

計

」

で

あ

り

、

「

朕

兆

未

萌

」

の

自

己

な

る

ゆ

え

の

「

現

成

の

透

脱

」

で

あ

る

と

い

う

道

元

の

こ

の

文

章

は

、

隠

蔽

せ

る

先

行

的

既

在

性

の

次

元

こ

そ

が

あ

ら

ゆ

る

現

前

的

湧

出

の

由

来

領

域

で

あ

る

こ

と

、

し

か

も

そ

の

由

来

が

由

来

と

し

て

の

在

り

方

を

全

う

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

一

切

を

露

現

さ

せ

て

い

る

消

息

を

如

実

に

物

語

っ

て

い

る

。

更

に

も

う

一

つ

注

目

し

て

お

き

た

い

こ

と

は

、

「

非

思

量

」

の

「

非

」

の

領

域

－

そ

れ

は

す

な

わ

ち

仏

性

・

法

性

に

他

な

ら

な

い

が

Ｉ

の

絶

対

的

現

在

性

で

あ

る

。

『

正

法

眼

蔵

』

「

仏

性

」

巻

に

引

用

さ

れ

る

百

丈

懐

海

（

七

四

九

－

八

一

四

）

の

『

涅

槃

経

』

を

踏

ま

え

た

拈

提

語

、

「

欲

知

仏

性

義

、

当

観

時

節

因

縁

。

時

節

若

至

、

仏

性

現

前

」

に

つ

い

て

、

道

元

は

独

特

の

解

釈

を

し

て

い

る

。

こ

れ

は

大

抵

「

仏

性

の

義

を

知

ら

ん

と

欲

は

ば

、

ま

さ

に

時

節

因

縁

を

観

ず

べ

し

。

時

節

若

し

至

れ

ば

、

仏

性

現

前

す

」

と

読

ま

れ

る

の

が

ふ

つ

５

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

道

元

は

「

君

至

」

の

語

を

「

若

し

至

れ

ば

」

と

い

う

よ

う

に

未

来

の

可

能

性

と

し

て

読

ま

ず

に

、

そ

れ

を

「

既

至

」

と

捉

え

直

し

、

「

時

節

す

で

に

い

た

れ

ば

、

こ

れ

仏

性

の

現

前

な

り

」

と

語

っ

て

い

る

。

こ

の

「

既

至

」

が

仏

性

の

現

在

性

を

強

調

し

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

論

を

俟

だ

な

い

。

し

か

し

こ

こ

で

留

意

し

た

い

の

は

、

そ

の

絶

対

現



在
性
が
、
「
既
に
至
れ
り
」
と
過

去
的
、
現
在

完
了
的

に
表
現
さ
れ

て

い
る

点
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り

絶
対
的
に
現
在
せ
る
も
の
が

、
〈
既

に
至
れ
り
〉

と
い
う
仕
方

で
自
ら

を
現

前
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
要

す
る
に
絶
対

現
在

が
自
ら

を
現
在
せ
し
め

る
こ
と

に
お
い
て
、

い
つ
も
す
で

に
そ
の
現

前
よ
り
先

ん
じ
て

し
ま
っ
て

い

る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
絶
対
現
在

は
、
自
ら

の
絶
え
ざ

る
現
前

を
、
つ
ね

に
そ
の
"
痕
跡
”
た
ら
し
め
る
よ
う
な
仕
方
で
自
ら
の
内
に
引
き
こ
も
り
、

無
底
的
な
仕
方
で
先
ん
じ
て

い
る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
意
味
で

絶
対
現
在
は
先
行

的
既
在
性
と
い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
自
身
現

前
で

あ
り

な
が
ら
、
〈
既

に
そ
こ
に
〉

と

い
う
仕
方
で

そ

の
現
前

の
影

に
隠
れ
て
引
き
こ

も
る
こ
の
無
底

的
な
絶
対

的
先
行

性
は
、
言

葉

を
換
え
て
言
え
ば
、
現
前
と
と
も

に
、
し
か
も

そ
の
現
前

に
先

ん
じ
て

先

現

在
し
て
し
ま

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と

に
他
な
ら
ず
、
そ

の
意
味
で
、
現

前

か
ら
見
れ
ば
つ
ね

に
隠
蔽

さ
れ

た
儘
で

は
あ

る
が
、
そ
れ

は
ま
た
、
〈
既

に

そ
こ

に
〉
留
在
し
て

い
る
次
元
と
し
て
絶
対
的
既
在
性
と
見
な
す
こ
と
も
で

き

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
絶
対
的
隠
蔽
態
の
領
域
な
の
で
あ

る
。

一
切
の
現
前
に
先

立
つ
こ
の
隠
蔽
態
の
先

―
現
在
の
端
的
な
は
た
ら
き
、
道

元

の
い
う
「
自
受
用
三
昧
」

と
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば
「
性
起
」

の

底
の
な
い
根
源
的

は
た
ら
き

に
随
順
し
て

ゆ
く

こ
と
が

「
非
思
量
」
と
し
て

の
坐
禅
弁
道
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
道
元
の

〈
非
思
量
〉
と

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の

〈
存
在
の
思
索
〉

と

は
、
と
も
に
、
真
理
の
根
源
的
由
来
で
あ
る
「
非
」
の
領
域
、
す
な
わ
ち

絶

対

的

隠

蔽

態

の

次

元

に
ま

で

遡

り

、

そ

れ

を
先

現

在

的

既

在

性

と

し

て

捉

え

た
と

こ

ろ

に
両

者

相

通

じ

合

う

も

の

が

あ

る

よ
う

に

思

わ
れ

る

の

で

あ

る

。

※
道
元

の
著
作
か
ら
の
引
用

は
左
記
の
も

の
に
依

っ
た
。

『
正
法
眼
蔵
』
全
四
巻
。
水
野
弥
穂
子

校
注
、
岩
波
文
庫
。

『
道
元
禅
師
語
録
』
鏡
島
元
隆
。
講
談
社
学
術
文
庫
。

尚

、
真
字

『
正
法

眼
蔵
』
三
百
則

は
、
『
道
元
禅
師

全
集
』

第
五
巻
、
酒
井

得
元
・

鏡
島
元

隆
・
桜
井
秀

雄
監
修

、
春
秋
社
を
参
照

し
た
。

（
い
の
う
え
・
か
つ
ひ
と
、
哲
学
お
よ
び
日
本
思
想
、

関

西

大

学

教
授

）
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