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Abstract

Kukai:A'MetaphysicianofMedia

UCHIMURAKatsushi

MiYASAKAYushoMiyasakareprese璽}tsThaiKeityutriedtocombinetheancientKoto-dama

ldea withtheancientLanguagephilosophybyKukai.However,Ke虻yuwasalsothefounderof``the

Japanesephilology'7,whichmeansthatthephone-centricKoto-damaideaiscombinedwiththetext一

centricphilology、ThereexistssomeJapanese-orientedcharacterinKokugaku,

Keityu'sviewoftheLanguageisbasedonthephilosophyoftheLanguagebyKukai,andKukai's

V{ew oftheLanguagecanbeseenin'`Shozi-zissou-gi".AccordingtoKukai'sview,``voice"isequated

with
``letter"

,anditisalsoBuddaitself。However,whyis``voice=letter"?

ItlsKegon'sworldthat出euniverseis{u1且lledwithBudda.Itissa董dthatthisworldcannotbe

describedbyanywordssinceitisarealworld,whichisbasedontheゼ3tyoucanexplain

aboutsomethingon``bodhi:spiritualawakening"butnotaboutitself.However,Kukaiurgedthat

``bodhi:spiritualawakening"itselfcanbed
escribed,董nwhichwecanseeKukai'suniqueness.

Kukaiobserveson``lndra'snet"ill``Sokusin-zyobutu-gi".The``lndra'snet"iswovenbyin一

numerableballsandtheyarereflectedeachother.ThatresemblesMonadologybyGottfriedWilhelm

Leibniz.ThisreflectofballsisMonad'sself-representationaswellasthefigureof"Budda" .Thatisto

say thatMonad'srepresentatlonitselflsthedescriptionof``bodhi:spirltualawak師ng"、Also,止he
・

representationismantra:wordsofthetru亡haswellas``voice=letteゼ'.Therefore,theKukai's

universeis亡heun三verseofdleLanguagefilledwith亡hela亡enteIlergyoftheLanguage. .

WecallsaythatKukai,whocons{deredtheuniverseastheunlimitedarchivesof"voiceIE亡tor"
,

was ametaphysicianofmedia.WhatKeityuinheritedfromKukaiwastheviewoftheLanguagewhere

voice 豊etter=mantra:wordsO4thetruthexist:,

■

■

一2一,
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真
淵
あ
る
い
は
篤
胤
が
国
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
本
流
意
識
か
ら
真
言
僧
の
契沖

を

は
じ
め
にi

問
題
の
所
在

快
か
ら
ず
思
っ

て
い

た
に
し
て
も、

や
は
り
契
沖
が

国
学
の
源
流
の
一

つ
に
位
置

す
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。

そ
れ
は、

民
族
意
識
の
覚
醒
と
い
っ

た
政
治
的
含

、

私
は
こ
こ

し
ば
ら
く
国
学
の
問
題
圏
を
巡
っ

て
い
る
が、

国
学
史
に
お
い
て
は

意
や
神
仏
混
濡
と
い
っ
た
宗
教
的背

景
を
別
と
し
て、

契
沖
の
仕事

に
国
学
特
有

ど
う
に
も契

沖
の
座
り
心
地
が
よ
く
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

と
言
っ

の
色
合
い
が
見
い
だ

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る。

要
す
る
に、

そ
こ
に
は、

あ
る
種
の

一

て
も、

現
在、

国
文
学
研
究
の
枠
内
で
は
春満

な
ど
よ
り
も
契
沖
を
重
ん
じ
る
の

神
秘
主
義
的
言
語
観
が
底
流
し
て
い

る。

国
学
は、

大
な
り
小
な
り
そ
う
し
た
言

3

が

普
通
で
あ
る。

つ
ま
り
は、

芳
賀
矢
一

の
所
謂
「
日
本

文
献
学
」

の
始
祖
と
し

語
観
を
分
有
し
て
い

る
し、

逆
に、

そ
の
よ
う
な
言
語
観
を
基
底
核
と
す
る
も
の

【

て
契沖

を
位
置
付
け
る
見
方
で
あ
る。

そ
れ
に
異
論
は
な
い
が、

契沖

が
国
学
思

が
国
学
な
の
だ
と
言
っ

て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

想
史
と
ど
う
関連

す
る
の
か
は、

実
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に

論
じ
ら
れ
て
は
い
な
いように思う。言うまでもないが、思想史的連関とは、師弟関係や交友

宮
坂
宥
勝
は、

密教

学
者
と
し
て
は
稀
な
こ
と
だ
が、

契
沖
に
触
れ
て、

こ
う

(

1)

言
っ

て

い

る
。

関
係
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り、

契
沖
と
国
学
の
関
わ
り

は、

契
沖
が
下
河
辺
長
流
を
継
い
で
『
万
葉
代
匠
記』

を
も
の
し
た
と
か、

水
戸

空
海
の
言
語
観
は
も
と
よ
り
密
教
思
想
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
あ

学
派
と
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
た
水
準
で
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い

る
け
れ
ど
も、

空
海
ほ
ど
こ
と
ば
に
つ
い
て

鋭
い
形
而
上

学
的
感
覚
を
も
つ

と
い

う
こ
と
で
あ
る。

た
も
の
は
い

な
か
っ

た
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う。

『
万
葉
代
匠
記』

二
十

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば、

契
沖
の
思
想
史
上
の
問
題
は、

彼
が
真
言
僧
で

巻
の
著
者、

契

沖
は
つ

と
に、

わ
が
国古

代
の
"

こ
と
だ
ま
"

思
想
に
着
目

あ
っ

た
こ
と
と

彼
の
仕
事
の
内
的
連
関
が
い
か
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か、

と
い

し、

そ
れ
に
空

海
の
声
字
実
相
の
言
語
哲
学
を

結
び
つ
け
よ
う
と
し
た。

し

う
点
に
絞
ら
れ
よ
う。

春
満
や
真
淵
が
契
沖
を
忌
避
し
た
の
も、

国
学
四
大
人
か

か
し、

そ
の
ほ
か
に
は
密
教
家
た
ち
の
教
学
的
研
究
を
除
い
て
は、

空
海
の

ら
契

沖
が

除
外
さ
れ
て
き
た
の
も、

契
沖
が

真
言
僧
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る。

無

言
語
哲
学
に
注
目
し
た
思
想
家
は
い
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

論、

そ
の
こ
と
に
よ
っ

て、

契
沖
と

国
学
を
切
断
し
た
い

の
で
は
な
い
。

春満

や

.1



契沖

が
「
"

こ
と
だ
ま
"

思
想
に
着
目
し
」

た
と
い

う
だ
け
で
は
誤
解
を

招
く

さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る。

こ
の
「
誤
認
」

の
あ
り
よ
う
は、

形
而
上
学化

し

恐
れ
が
な
い
で
も
な
い
が、

宮
坂
の
指摘

は
卓
見
と
言
っ

て
よ
い
。

こ
う
し
た
契

た

実
証
主
義
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。

た
だ
多
ズ
の
場
合、

こ
う
し
た
態
度

沖
の
言
語
観
を
準備

し
て
い
る
も
の
は、

宮
坂
も
言
う
如
く、

空
海
の
言
語
哲
学

は、

単
に
制
度
化
さ
れ
た
自
明
性
へ

の
も
た
れ
か
か
り
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

で
あ
る
。

確
か
に
「
空
海
ほ
ど
こ
と
ば
に
つ
い
て
鋭
い

形
而
上
学
的
感
覚
を
も
つ

る。

簡単

に
言
え
ば、

そ
れ
ら
研
究
者
の
所
属
す
る
集
団
内
の
作
法
が
現
在
の
と

た
も
の
は
い
な
か
っ

た
」

で
あ
ろ
う。

こ

う
し
た
「形

而
上
学
的
感
覚」

は、

近

こ
ろ
そ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら、

そ
う
ふ
る
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

代
の
国
語
・

国文

学
者
の
多
く
に
最
も
欠
け
て
い
る
資
質
で
あ
る。

と
い

う
よ
り

る。

そ
れ
は
集
団
の
日
本
的
性
格
と
し
て

常
に
批
判
の
対
象
と
な
っ

て
き
た
し、

も、

そ
れ
を
研
究
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
が
学
的
禁
欲
で
あ
り
実
証
科
学
で
あ
る

現
に
そ
う
し
た
集
団
に
所
属
し
て
い
る
者
で
す
ら、

そ
の
欠
点
を
指
摘
し
さ
え
す

と
い
う、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
し
い
考
え
が、

末
流
実
証
主
義
に
至
っ
て
は
形

る。

し

か
し、

そ
の
性

格
は
一

向
に
変
ら
な
い
。

む
し
ろ、

私
は馬

こ

の

性
格
の

而
上
学
を
対
象化

す
る
こ
と
さ
え
封
印
し
て
し
ま
っ
た。

し
か
も、

そ
の
実
証
主

保持

に
こ
そ、

何
ら
か
の
力
動
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。

つ
ま

義
を
支
え
る
理
念
は
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

極
め

り、

実
証
主
義老

は、

契
沖
を
円
本
文
献
学
の
始
祖
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に

て
逆
説
的
な
が
ら、

そ
こ
で
は
実
証
主
義
が
形
而
上
学
化
し
て
い
る
と
さ
え
言
え

よ
っ

て、

そ
の
「
こ
と
だ
ま
」

思
想
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
言
語
観
な
り
を
捨
象

る。

こ

う
し
た

事態

は、

し
か
し、

何
も

今
に

始
ま
っ

た
こ

と
で

は

な
い
。

し
て
し
ま
う
の
だ
が、

実
は、

そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
素
朴
か
つ

前
近
代
的
な
言
語

時
枝
誠
記
は
昭
和
一

五
年
に、

従
来
の
国
語
学
は
「
言
語
の
本
質
に
対
す
る
見

観
を
保
存
も
す
る
の
で
あ
る。

一

通
し
を
立
て
る
こ
と
を
寧
ろ
避
け
て
L

お
り、

そ
れ
ゆ
え、

「
国
語
研
究
」

に
見られる態度は「分析された各要素例へば音声とか文字とか意味とか

こ
う
し
た
実
証
主
義
の
形
而
上
学
化
の
一

方
で
、

神
代
文字

実
在
論
者
に
見
るような、あまりにも形而上学的な言語観は、いまだにアソダーグラウ

一
一

を、

夫
々
の
分
野
に
於
い
て
研
究
し、

最
後
に
こ
れ
を
綜合

し
て
全
体
の
概
念
を

ソ
ド
を
大
量
に
流
れ
て
い
る。

奇
妙
な
こ
と
に、

こ
う
し
た
形
而
上

学的

言
語観

明
か
に
し
よ
う
と
す
る、

い
は
父

構
成
主
義
的
態
度
」

で
あ
る
と
し
た
ヒ
で、

の
持
ち
主
に
限
っ

て、

自
ら
が
極
め
て
科
学
的
態
度
を
以
て
事
に
臨
ん
で
い
る
こ

と
を
標
榜
す
る。

そ
れ
を
プ
ソ
イ
ド
・

サ
イ
エ
ン
ス
と
侮
蔑
す
る
こ
と
は
た
や
す

電

こ
の
構
成
主
義的

態
度
は、

言
語
本
質
観
を
予
定
し
な
い
所
の
い
は
虻

白
紙

い
が、

こ
の
形
而
上
学
と
実証

主
義
の
温
酒
こ
そ、

実
は
極
め
て
日
本的

な
言
語

的態

度
で
あ
る
と
考
へ

ら
れ
な
が
ら、

実
は
分
析
さ
れ
た
各
要
素
の
構
成
に

感
覚
で
あ
る
よ
う
に
思
う。

つ
ま
り、

そ
の
根底

に
は、

形
而
上
学
と
実証

主
義

よ
っ
て
言
語
的実

体
が
成
立
す
る
と
考
へ

ら
れ
る
所
に、

既
に
か
玉

る
構
成

を
コ
イ
ン
の
両
面
と
す
る
よ
う
な
言
語
観
が
伏
在
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で

的
言
語
本
質
観
が
予
定
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る。

無
意
識
に
予
定
せ
ら
れ

あ
る。

契沖

に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
の
も、

ま
さ
に
形
而
上
学
的
・

音
声
中

た
言
語
本
質
観
を
宛
も
白
紙
的態

度
を
以
て
臨
ん
で
居
る
か
の
様
に
誤
認
す一る所に、反劣と吟味の欠乏が生ずるのである。

心
主
義
的
な
〈
こ
と
だ
ま
〉

思
想
と、

実
証
主
義
・

文
書
中
心
主
義
の
文
献
学
であって、その結合の様態は、如上の問題意識の中では論じられてこな

か
っ

た
よ

う
に
思
う。

(
2
)

と
批
判
し
て
い
る。

つ
ま
り、

こ
の
「
無
意
識
に
予
定
せ
ら
れ
た
言
語
本
質
観
」

お
そ
ら
く、

こ
の
よ
う
な
癒
着
構
造
を
別
決
す
る
こ
と
が、

国
学
的
な
い
し
は

は、

遠
近
法
に
お
け
る
消
失
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が、

そ
の
存
在
は
意
識
化

属
本
的
言
語
観
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る。

本
稿
は、

そ
の
よ



う
な
問
題
設
定
の
上
で、

契
沖
に
接
続
し
て
く
る
空
海
の
言
語
観、

極
め
て
形
而

て
い
ぜ
い

外
の
所
有
の
教

法
誰
か
こ
の
門
戸
に
よ
ら
ざ
ら
ん。

今、

大
師
の
提
漸
に
よ

上
学
的
で
あ
り
つ
つ
、

ま
た、

実践

的
で
も
あ
っ

た
言
語

観
を
考
察
し
よ
う
と
す

つ
て
こ

の
義
を

抽
出
す。

彼
の
学
者
も
つ

と
も
研
心
違
意
せ
よ
の
み。

大
意

る
も
の
で
あ
る。

を
叙
す
る
こ

と

畢
ん
ぬ。

(
1)

宮
坂
宕
勝
「
空
海
の
言
語
哲
学」
}
一

四
頁
(『
密
教
思
想
の
真
理』

人
文
書
院

こ
れ
に

沿
っ

て、

細
部
を
肉
付
け
す
る
形
で
論
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
が、

冒
頭

　一

一

九
七

九)
。(2)時枝誠記

『

国詰

学史

』

一

〇

頁

(岩

波

書
店

一

九
四

〇)
。

に
「
そ
れ

如
来
の

説
法
は
必
ず
文
字
に
よ
る
」

と

説
き
起
こ
さ
れ
る
よ

う
に、『実相義』の主題は端的に言って「文字」にある。それゆえ、空海言語論への接近は、「それはなぜ文字なのか」をめぐって展開されねば

筋脈文

コ

ズ
ミ
ッ

ク
・

ヴ
ァ

イ
ブ
レ
ー

シ
ョ

ン

一

『
声字

実
相義

』

1言

語
・

声
字
・

宇

宙

的

振

動

な
ら
な
い
だ
ろ
う。この「叙意」の

次
に
は

「
駅
名
律
義
」

の
章
が
置
か
れ、

「
声
字
実
相
」

の

卿

「
駅
名
」

と
「
休
養
」

の
二
つ
が
論
じ
ら
れ
る。

「
駅
名」

で
は
「
声
字
実
相
」

の

学調
一

空
海
の
言
語
観
を
対
象
化
す
る
に
は、

ま
ず
『
声
字
実

相
義』
(
以
下
『
実
相義』)に就くのが至当であろう。『実相義』では、はじめに「叙意」が

字
義
を
二
段
に
分
け
て
説
明
す
る。

第
一

段
の
大
要
は
以
下
の
如
く
で
あ
る。

「

者学

置
か
れ
る。

短
い
も
の
な
の
で
全
文
を
掲
げ
て
お
く

(
以

下、

『
実相

義
』

本
文

(
身
体
の)

内
外
の
風
気、

縷
か
に
発
す
れ
ば、

必
ず
響
く
を
名
づ
け
て
声

5

ヒ晦

は
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』

第
二
巻
に
よ
り、

語
釈
は
那
須
正
隆
『
声字

実
相
義

(

一)

と
い

ふ
な
り
。

(
中
略)

声
発
っ

て
虚
し
か
ら
ず
。

必
ず
物
の
名
を
表
す
る

一

形

の
解
説
』

を
参
照
し
た)
。

を

号
し
て

字
と
い

ふ
な

り。

名
は
必
ず

体
を
招
く。

こ
れ
を

実
相
と
名
づ

物

く
。

(
中
略)

ま
た
四

大、

相
触
れ
て
音
響
必
ず
応
ず
る
を、

名
づ
け
て
声

カ

初
に
叙
意
と
は、

そ
れ
如来

の
説
法
は
必
ず
文
字
に
よ
る。

文
字
の
所
在
は

と
い
ふ。

五

音、

八
音、

七
例、

八
転、

み
な
こ
と
ご
と
く
声
を

待
っ
て
起

ヴ

六
塵
そ
の
体
な
り。

六

塵
の
本
は
法
仏
の
三

密
す
な

わ
ち
こ

れ
な
り
。

平
等

る。

声
の
名
を

詮
ず
る
こ
と
必
ず
文
字
に
由
る。

文
字
の
起
り
は

本
こ
れ
六

海空

の
三

密
は
法
界
に
通
じ
て
常
恒
な
り。

五
智
四
身
は

十
界
に
具
し
て

欠
け
たることなし。悟れるものをば大覚と号し、迷えるものをば衆生と

塵

な

り
。

名
づ
く。

衆
生
擬暗

に
し
て
自
ら
覚
る
に
由
な
し、

如
来
加
持
し
て
そ
の

帰

こ
の
声
の
発
生

論
(
傍
線
箇
所)

は
常
識
的
と
言
っ

て
よ
い
が、

こ
こ
は
次
の

趣
を
示
し
た
も
う。

帰
趨
の
本
は
名
数
に
あ
ら
さ
れ
ば
立
せ
ず。

名
数
の
興

六
合
釈
と
と
も
に

導
入
部
と
も
言
う
べ

き
も
の
で、

空
海
の
真
意
は
ま
だ
秘
め
ら

り
は
声
字
に
あ
ら
ざ
れ
ば
成
ぜ
ず。

声
字
分
明
に
し
て
実
相
顕
わ
る。

い
は

れ
て
い
る。

そ
れ
と
い
う
の
も、

風
の
音
や
虫
の
音
ま
で
を
含
め
て
声
を
普
遍
的

ゆ
る
声字

実相

と
は
す
な
わ
ち
こ
れ
法
仏
平
等
の
三
密、

衆
生
本
有
の
曼
茶

な
現
象
と
す
る
の
は
ま
だ
理
解
し
や
す
い
が、

そ
れ
ら
が

字
で
も
あ
る
と
い

う
こ

な
り。

故
に
大
臼
如
来
こ
の
声
字
実
相
の
義
を
説
い
て、

か
の
衆生

畏
服
の

と
は
そ
う
わ
か
り
や
す
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

つ

ま
り、

声
の
発
生
論
は
比
較

耳
を

驚
か
し
た
も
う。

も
し
は
顕、

も
し
は
密、

あ
る
い

は
内、

あ
る
い
は

的
容
易
だ
が、

文
字
の
発
生
論
の
導
出
は
困
難
な
の
で
あ
る。

そ
れ
は
後
に
詳
し



く

見
る
が、

こ
こ

で

は、

「
名
は

必
ず
体
を

招
く
」

と
い

う
語
句

に

注
意
し
て
お

④

叙
意
に
言
う
如
く
「
六
塵
の
本
は
法
仏
の
三

密」

で
あ
る
か
ら、

文
字
は

く

に
止
め
る
。

空

海
は

「
名
」

が

「
体
を

招
く
」

と

言
う

の
で

あ
っ

て、

「

名」

(
2
)

ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム

は
「体

を
表
す
」

と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。

し
か
し、

こ
れ
は
唯
名
論
で
は

「
法
身
」

の
顕
現
で
あ
り
そ
の
ま
ま
「実

相
」

で
あ
る。この頬に言う四句を六塵に即して論じるのが

以
下
の
議
論
だ
が、

色
塵

な
い
。

後
段
に

明
ら
か
と
な

る
が、

こ

の

「名

」

は
実
在
す
る

「

名」
、

真
言
で

以
外
の
残
り
五
塵、

即
ち、

声
塵
か
ら
法塵

に
つ
い
て
は
文
章
を
欠
い
て
い
る。

あ
る。

即
ち、

空
海
の
言
語
論
は
「
名
」

実
在
論
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。「駅名」の第二段は「声字実相」の語を六合釈によって解釈する

が、

議論

は
色
塵
で
出
尽
く
し
て
い
る
か
ら、

他
の
五
塵
に
つ
い
て
は、

色
塵
に
即
し

て
知
る
べ

し
と
の
考
え
に
よ
る
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ

零

そ
の
類

旨

文

六
合
釈
は
あ
ま
り
に
も
細
部
的
な
議
論
に
渡
る
の
で
省
略
す
る
(
簡
略
な
説
明
を

本
節
末
の
〔補

説〕

に
掲
げ
た)
。

①
顕
形
表
等
の
色
あ
り

②内

外
の
依
正
に
具
す

③
法
然と

随
縁
と
あ
り

次
の
「体

義」

が
『
実
相
義
』

の
議
論
の
内実

を
な
す
部
分
と
な
る
が、

こ
の

④
よ
く
迷
い
ま
た
よ
く
悟
る

「体

裁
」

に
お
い
て
「
声
字
実
相
」

の
意
義
を
論
述
す
る
に、

二
つ
の
方
法
が
取

ら
れ
る。

一

つ
は
「
引
証」

で
あ
り、

『
大
R
経
』

巻
二
具
縁
真
言
品
第
二
が
証

①

顕
形
表
の
三

色

と
は、

顕
色
が
眼
に
映
ず
る
黄
・

白
・

赤
・

黒
・

青等

の

と
し
て
掲
げ
ら
れ
る。

二
つ
は
「
休
養
」

で
あ
っ

て、

義
を
論
じ
る
に
ま
ず
頬
を

色

彩
で

あ
り、

形
色
が

長
短
・

鹿
細
・

正
不
正
・

高
下
・

方
円

∴
工

角
・

半
月

等

以
て
す
る。

そ
の
詩
頬
に
曰
く
(
各
句
に
便
宜
的
に
番
号
を
付
す)
、

の
形
態、

衰
色
が
取
捨
屈
伸
・

行
住
坐
臥
な
ど
色
の
生
滅
相
続
・

兼
用
為作

の
転

一

変
差
別
を
言
う。

こ
れ
ら
三
色
は
別
物
な
の
で
は
な
く、

一

物
の
三
面
で
あ
る。

6

①
五
大
に
響
き
あ
り

②
十
界
に
言
語
を
具
す

③
六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字

こ
れ
ら
の
差
別
相
は
意
味
を
表
示
す
る
が
ゆ
え
に、

こ
と
ご
と
く
文
字
で
あ
る。

}

な
り

④法

身
は
こ

れ
実
相
な
り

②

内
は
有
情、

外
は
器
界。

依
報
と
正
報
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で、

生
と
死
の

交
替
の
如
く、

非
情
と
有
情
は
変
転
す
る。

こ
の
転変

の
中
に
は
必
ず
顕
形
色
が

①

五

大
は
「
地
・

水
・

火
・

風
・

空」

で、

顕
教
で
は
万

物
の

構
成

要素

の

現
れ
る。

色
が
「
内
外
の
依
正
に
具
す
」

と
は
そ
の
謂
で
あ
る。

こ
と
だ
が、
「
密
の
五

大
と
は、

五

字
五
仏、

及
び

海
会
の

諸
尊」

の
謂
で
あ
る。

③

法
然
は
法
雨
・

自
然
の
意
で、

随
縁
は
人
為
に
よ
る
造
作
変項

。

即
ち、

つ
ま
り、

五
大
は
五
仏
の
三
味
耶
身
(
象
徴)

で
あ
る。
「
内
外
(
身
心
と
外
界)

自
然
と
人
為。

真
言
宗
以
外
の
宗
派
で
は、

顕
形
表
三
色
は
妄仮

の
随
縁
に
の
み

の
五
大
に
こ
と
ご
と
く
声
響
を
具
」

し、
「
一

切
の
音
声
は
五
大
を
離
れ
」

な
い
。

属
し、

法
然
に
三
色
法
は
な
い
と
す
る。

真
言
密
教
で
は
法
然
に
も
三
色
法
が
あ

「
五
大
は
す
な
は
ち
こ
れ
声
の
本
体、

音響

は
す
な
は
ち
そ
の
用
」

で
あ
る。

り、

そ
れ
が
法身

仏
の
平
等
三
密
だ
と
と
す
る。

②

十
界
は

「
仏
・

菩

薩
・

綜覧

・

声
聞
・

天
・

人
・

修
羅
・

畜
生
・

餓
鬼
・

④

内
外
の
諸
色
は、

元
来
法
身
仏
の
平
等
三

密
な
の
だ
が、

そ
れ
が
愚
に
お

地
獄L

の
世
界
で
あ
り、

一

切
の
言
語
は
十
界
以
外
に
は
発
話
さ
れ
な
い
。

い

て
は

毒
と
な
り、

智
に
お
い
て
は

薬
と

な
る。

即
ち、

愚
は

文
字
に

迷
い
、

智

③

六

塵
は

「
色
・

声
・

香
・

味
・

触
・

法
」。

前
五

塵
は

非

情
(
外)
、

法
塵

は
文
字
に
迷
わ
さ
れ
な
い。

こ
れ
を
以
て
智
は
自
利
利
他
を
円
満
す
る。

の
み
有情

(
内)

で
あ
る
が、

一

切
の
文
字
は
こ
の
内
外
に
属
し
、

そ
れ
以
外
に

は
存在

し
な
い
。

あ
ま
り
に
も
大
雑
把
だ
が、

大
凡、

こ
う
し
た
所
が■
『
実
相
義』

の
骨
格
で
あ



る。

そ
の
論
理
を
追
っ

て
み
れ
ば、

空
海
は
宇
宙
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
五
大」

こ
う
し
て
宇
宙
は
既
に
石
仏
の
音
声
に
満
た
さ
れ
て
い
る
が、

こ
の
仏
の
声
が

に

音
響
を↓

宇
宙
に

存在

す
る
世
界
で
あ
る
「
十
界
」

に

言
語
を、

そ
し
て、

その言語の現象面である「六塵」に文字を配当する。即ち、響き-言語

よ
り
具
体
的
な
言

語
と
し
て
現
れ
る
の
は
十
界
に
お
い
て
で

あ
る。

即
ち、

言
語は、仏・菩薩・縁覚・声聞・天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄の十界

-
文字

と
い

う
位
階
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る。

し
か
し、

こ

れ
は
段

階的

な

発
展
形

に
備
わ
っ

て
い
る。

た
だ、

こ
こ
に
は
真
妄
の

別
が
あ
る
の
で
あ
っ

て、

一

切
仏

態
な
い
し
は
包含

関
係
と
し
て
定位

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
は
そ
れ

界
の
言
語
の
み
が
秘
密
真
言
で
あ
り、

他
九
界
の
言
語
は
皆妄

言
で
あ
る。

し
か

そ
れ
別
の
物
で
は
な
く
て、

響
き
11

言

語
阿

文
字
を
貫
通
し
て
同
一

の
物
で
あ
っ

し、

後
に
見
る
よ

う
に、

こ

の
顕
教
的
観
点
か

ら
す
る
九
界
一

密
は、.

密
教
の
立

て、

そ
れ
ゆ
え
に、

「
法
身
の
実
相」

な
の
で
あ
る。

場
か
ら
最終

的
に
は
九
界
十
密
に
包
摂
さ
れ、

妄
言
す
ら
も
真
言
へ
の
契
機
を
孕

【一

常
識
的
な
理
解
か
ら
す
れ
ば、

一

切
の
音
響
は、

物
理
学
的
に
言
え
ば、

物
質

む
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
る。

こ
の
場
合、

十
界
は
人
間
界
と
の
比
喩
に
お
い

施

の
振
動
が
媒
質
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

ら、

音
響
は
地
.

水
,

て、

例
え
ば、

人
間
界
で
は
人
間
語
が、

地
獄
界
で
は
地
獄
語
が
交
わ
さ
れ
る
と

脈倣史学国
[

火
・

風
・

空
の
五
大
を
離
れ
な
い
と
言
え
る
し、

ま
た、

そ
れ
ゆ
え
に、

天
地
宇宙の響きでもあろう。しかし、空海はこれを単なる音響とするのではなく、音声とする。音声、即ち、言語である。なぜなら、五大は五仏の三味耶身なのだから、五大の響きは五仏そのものの顕現だからであ

い
っ

た
よ
う
に、

つ

ま
り、

仏
か
ら
地
獄
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
お
い
て

言
語コミュニケ…ショソが成立しているかのように考えられやすい。しかし、「六塵ことごとく文字なり」と言われているように、空海にあって、十界の言語は色・声・香・味・触・法の六塵において現象

一

魯

る。

そ
れ
ゆ
え、

「
五
大
は
す
な
は

ち
こ

れ

声
の
本
体、

音
響
は
す
な
は

ち
そ
の

す
る
も
の
で
あ
っ

て、

こ
れ
ら
全
て
が
文
字
で
あ
る。

こ
の
六

塵
は
六

識
(
眼
・

7

孝1

用L

と
い
う
体
用
論
を
表
面
的
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て

耳
・

鼻
・

舌
・

身
・

意)

に
よ
っ

て
感
覚
さ
れ
る
も
の
だ
か

ら、

例
え
ば、

香
塵

一

而形

い

る
こ

と
は、

実
は

奇
妙
な
こ

と
だ
か

ら
で
あ
る
。

と

い

う
の
は、

「
声
」

の

に
お
い

て
は
匂
い、

味塵

に
お
い

て
は
味、

触
塵
に
お
い
て
は

手
触
り、

法
塵
に

の〃浮
●

「
用
」

が
「
音

響」

な
の
だ
か
ら、

こ

の
「
声」

と
は
「

音
響
」

そ
の
も
の
で
は

σ

,

O

o

な
い。

即
ち、

「
声
の
本
体
」

は
「
声
を

発
す
る
本
体
」

11

音
源
で
は
な
く、

「
声

●

●

O

と
い

う本

体
」

と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

故
に、

こ
の

「
声
」

は
「
石

仏が

発

お
い
て
は
意
識
が
文
字
で
あ
る。

し
か
し、

空
海
は
言
語
と
は
感
覚
刺
激
一

般
の

(

4)

ボデ

ィ
聾
・

ラ
ン
ゲ
ー
ジ

こ

と
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
し、

ま
た、

言
語
行為

に
は
身
振
り
言
語
の

ノ
ソ
ヴ
ァ

ー
バ
ル

よ
う
な

非
言

語
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン
も

含
ま
れ
る
と

言
い

た
い

の
で
も

な

海空

す
る
声
」

で
は
な
く
て、

端
的
に
「
五

仏
"

声」

な
の
で

あ
る
。

ま
た、

「密

の五大とは、五字五仏」であるから、この「五仏11声」はそのまま「五

い
。

コ

ミ
ュ
ニ

ケ

ー
シ
ョ
ン
に
は、

そ
れ
が
言
語
的
で
あ
れ
非
言
語
的
で
あ
れ、そこに共通のコードないしは文法が介在するが、六塵には確立された

字
肺

声
」

で
も
あ
る。

「声

字

実相

」

の
焦
点
は、

実
に、

こ

の
声
ーー

文
字
と
い

文
法
が
な
い
か
ら

で
あ
る。

即
ち、

こ
の

「
言
語」

は
主

体
間
(
修
羅
や
餓
鬼
も

う
定
義
に
か
か
っ

て
い

る。

と
も
あ
れ、

「
五
仏
11

声」

で
あ
る

以
上、

仏
な
ら

主
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
の
話
だ
が)

の
言
語
な
い
し
は
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

さ
る

響
き
は
な
い
。

即

ち、

宇
宙
は

響
き
で

あ
り、

そ

れ
が
そ
の
ま

ま
仏
で

あ

コ

ズ

ミ

ソ

ク
・

ヴ
ァ

イ

ブ
レ

ー

シ
ョ

ン

る。

空
海
が
見
て
い
る
の
は、

こ
の
宇
宙
そ
れ
自
身
の
振
動
と
し
て
の
音
声
な
の

ヨ

ソ
で
は
な
い
。

無
論、

空
海
に
お
け
る
言
語
は、

そ
う
し
た
コ

ミ
ュ
ニ

カ
テ
ィヴな言語をも包摂しうるが、コミュニカティヴな間主観的な出来事に

で
あ
っ

て、

空
海
自身

は

明
言
し
て
い

な
い
に
し
て
も、

そ
れ
は
原
理
的
に、

人

は
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る。

間
の
可
聴
領
域
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
音
響
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。

ま
た、

六
塵
は
現
象
界
に
あ
っ

て、

我
々

に
感
受
さ
れ
る
と
言
っ

て
も、

空
海



い
。 は

く
六
識
に
よ
っ

て
受
容
さ
れ
意
識
さ
れ
る
も
の
が
文
字
だ
〉

と
言
う
の
で
は
な仮にそうだとすれば、〈受容されず意識されさる物11非文字〉が

『
六
合
釈
精
義
』
(
寛
政
一

〇
年
刊)

の
著
が
あ
る。

な
お、

こ
の
二
名
に
戒定を加えて豊山派「天明の三哲」と称し、この時期、智豊二山に

存
在
す
る
は
ず
だ
が、

宇
宙
が
五
仏
の
声
に
満
た
さ
れ
て
い
る
以
上
、

文
学
な
らさる物などないのであってみれば、そこにく意識されさる物"非文字V

お
い
て
倶
舎
・

唯
識
の
性
相
学
は
隆
盛
と
な
っ
た
が、

「
宗
乗
の
研
蹟
に
おいては疎であるといはれ」ている(宇井伯寿『日本仏教概史』

は
存在

し
な
い
の
で
あ
る。

こ
の
意
味
に
お
い
て、

空
海的

文
字
と
は
意
味
作
用の全てを包含するものであり、なおかつ、宇宙にはその意味作用から

〈
岩波

書
店

一

九
五
一
〉
一

五
九
頁)
。

契沖

が
宗
乗
に
疎
で
あ
っ
た
か
どうかは別としても、学究的態度がややもすれば宗教的な実践にお

は
、 脱
出
す
る
何
物
も
存
在
し
な
い
。

つ
ま
り、

「
六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字
な
り
」

と「あらゆる感覚与件は差別相の下にあり、その差別相そのものが

い
て
は
形
式
化
し
が
ち
な
こ
と
は
否
め
ま
い
。

む
し
ろ、

契
沖
に
あ
っ

ては、学問が宗乗を代替したとも考えられ、それが学的禁欲として

文
字
だ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

換
言
す
れ
ば、

宇
宙
は
無
尽
の
差
別
相
を
開陳

後世

に
評
価
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う。

し
て
い
る

の
で

あ
っ

て、

声
字
と
は
そ
の
形
相
性
・

関
係
性
の

総
体、

即
ち、

宇

る
。 宙

の
謂
な
の
で
あ
る。

そ
の
意
味
で、

空
海
的
言
語
に
は、

音
声
か
ら
文
字
へ
といった発達論的もしくは歴史的展開の余地などない。声字は不二であ即ち、それが宇宙の実相なのである。

(
1
)(2)

『
弘
法
大
師
空
海
全
集』

第
二
巻
(
筑
摩書

房

一

九
八
三。

以
下
『
空
海
全
集』2の如く略記)。那須正隆『声字実相義の解説』(成田山仏教研究所一九九〇第二版)。この部分を那須政隆は、「名は体を表わすと言われるように、意味(名)

.

[

8

を
表
わ
す
文
字
に
は、

必
ず
実
体
が
伴
っ

て
い
る」

と
解釈

し
(『
声
字
実
相
義
の
解

一

※
補
説

六
離合

釈
に
つ
い
て

りく

が
っ

し
ゃ
く

略
し
て
六
合
釈。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
名
詞
合
成
語
の
意義

を
解
釈
す
る

方
法・

語構

成
の
分
類
法。

棚蟄

響
並
列
的
複
合
語。

甲声

聞
縁
覚
・

黒
白。

佛
払

群
11

格
関
係
限
定
複
合
語。

後
の
語
が
前
の
語
に
形
容
さ
れ

し

っ

こ
し
ゃ

く

る
も
の
。

例
-

仏
国
土
・

天
授。

持
業

釈
11

同
格
限
定
複

合
語。

前
後
の

た
い

す
う
し
ゃ

く

語
が

同
格
関
係
に
あ
る
も
の。

例
一
大
乗
・

極

楽
浄
土
。

帯
数

釈
11

数
詞

う

さ
い

し
ゃ
く

限

定
複
合
語。

例

-
十
八

界
・

六

道。

有
財

釈
11

所
有
複

合
語。

前
の

語が所有し〈能有〉、後の語が所有されるく所有Vという関係。例

-
無
量
寿
・

私
物。

開
道

穂闘

副
詞
的
複
合
語
あ
る
い
は
不
変
化
複
合

語。

例
-

毎
日
・

終
日
・

各
自。

(
以
上
、

主
と
し
て
『

岩波

仏
教
辞
典
』による)。私が目賭しえたものに過ぎないが、江戸期の六合釈研究では真言宗豊山派の法住に『分別六合釈』(寛政九年刊)、同じく快適に

(
3)(4)

説』

二一
二
頁)
、

松
本
照敬

は
「
名
称
は、

必
ず
そ
れ
が
示
す
物
の
実
体
に
対
応
す
る
」と解釈している(『空海全集』2、二六七頁)。しかし、この「招く」は「呼び寄せる・こちらに来させる」の意であろう。即ち、名が実体を招き寄せるのであって、名は実体に先行している。そうでなければ、声字実相」とは言えまい。『実相義』は、この五塵の論議の他、冒頭で予告されている「問答」の章を欠く。そのため、未完の著作とも見られている。ただし宗派的には「完本と見るのを正説しとし、「形式上は未完であり、内容的には完本」という見解の如くである(『空海全集』2。松本照敬解説、六〇五頁)。F・D・ソシュールは、響塾耐は差異の体系ー-価値の体系であって、その関係性そのものは如何なる感覚与件によって表象されても同じである、即ち、感覚刺激一般も「記号(シーニュ)」であるとしたが、これはある意味で空海の考えに近いところがある。ただ、空海は、感覚与件が言語にとっての全てであるとか、言語ば関係的形相的な差異の体系だと



言
っ

て
い

る

の

で
は

な

く
て
、

む

し

ろ、

全

く

逆
に、

あ

ら
ゆ

る

関

係
性

そ

の

も
の

う
こ
と
は、

空
海

的
意味

で
の
文字

に
対
す
る
ア
プ
ロ

ー
チ
は、

テ
ク
ス
ト
と
そ

が
仏

の

顕

現
だ

と

言
っ

て
い

る
の
で

あ
る
。

の
解
読
と
い

う
体勢

を
と
り
え
な
い

も
の
で

あ
る。

ゆ
え
に、

い

さ
さ
か
奇
妙
に

見
え
る
に
し
て
も、

空
海
の
論
理
か
ら
す
れ
ば、

空
海的

文字

と
は
文
字
で
あ
り

二

宇
宙
的
身
体
と
し
て
の
声
字

な
が
ら
解
読
対
象
と
な
ら
ず、

ま
た、

解
読
さ
れ
な
い
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

と
す
れ
ば、

こ

の
解
読
対
象
な
ら
さ
る
空
海
的
文字

へ

は、

い

か
に
し
て

接

空
海
に
あ
っ
て
宇宙

は
そ
の
ま
ま
声
字
な
の
だ
が、

こ
れ
は
直
接
的
に
意
味
作

近
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

曽一

用
が
音声

記
号
・

文
字
記
号
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い。

記
号
を
意味作用全般とするならば、メルロ・ポソティも言うように「暴風は嵐

論
理
の
必
然
上、

そ
れ
は
解読

行
為
を
受
け
入
れ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らないが、解読行為が不可能であるならば、それはそもそも文字ではな

紡

の
シ
ー
ニ
ュ

で
あ
る
」

だ
ろ
う。

し
か
し、

記
号
論
的
な

見
地
か
ら
す
れ
ば、

コ

い。

と
す
れ
ば、

そ

れ
が
解
読行

為
を

受
け
入
れ
ず、

な
お
か
つ
、

文
字
で
あ
る

脈文

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ

ソ
に
お
け
る

情
報
の
発
信
者
と
受
信
者
は
記
号
の
解
読
コ

ー
ド

た
め
の

条
件
は、

文
字
と

そ
の
解
読
と
い
う
態勢

を

停
止
す
る
こ
と、

即
ち、

テ

郷学調
一

者学上而形

を
共
有
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、
「
風
」

は
情
報
発
信
者
の
意
図
を

欠
き、解読コードを持たない。しかし、空海にあっては、このく嵐のシーニュとしての暴風Vもまさに「文字」なのである。と言っても、それは

事
物
全
般
か
ら

磐
が
受
け
取
る

磁瞬

や

翫
な
の
で
は
な
い
・

と
い
う
か・

そ
れ
が
情
報
の
発
信
と
い
う
態
勢
で
働
く
信
号
や
記
号
で
あ
る
か
ぎ
り、

空
海
的な文字ではない。つまり、発信と受信という態勢においては解読とい

ク
ス
ト
と
解
読
者
の

分
断
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

O

置

O

・

O

つ
ま
り、

解
読
者
で

あ
る
こ
と
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
た
め
に
は、

自
ら
が

文字に魯帰耕ゆわば層射掛いのである。換言すれば、それは、文字11記
号を蝉脱して、自らが文字11象徴を体現することである。その方法論的

ム
ド
ラ
ー

基
礎
は

身
口

意
の
三

業
に
置
か

れ
て
い
る。

即
ち、

身
に
印
契
を

結
び、

口
に

マ
ン
ト
ラ

サ

,
マ

デ
ィ

真
言
を

唱
え、

意
(
心)

に
仏
を

行
ず
る

(
三

摩
地)

こ
と
で
あ
る。

ゆ
え
に、

一
9【

肋勃メ

う
行
為
が
必
然
的
に
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
が、

こ
の
解
読
行
為
の
位
置
づ
け
が空海的言語観の焦点となる。言うまでもなく、文字11記号は解読されるものだから、文字が文字

こ
の
三

業
は
仏
の

実
相
で
あ
り、

そ
の
ま
ま
仏
の
三

密
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
ば、

ぶ
つ
ち
ん

私
が
仏
だ
か
ら
で

あ
る。

道
元
は
こ

れ
を
「
三
業
に

仏
印
を
標
し、

三

昧
に
端座(↓する」と言っているが、宗派は異なるにしても、その構造は同じで

あ

海空

11

記
号
で
あ
る
か
ぎ
り、

そ
こ
で
は
解
読
対
象
た
る
テ
ク

ス
ト
と
そ
の
解
読
者
の分離が不可避となる。しかし、空海的な言語観からすれば、このテクストと解読者の分離が生じてはならない。なぜならば、分離するもの

る。

道
元
風
に
言
え
ば、

「
即
身
成

仏」

と
は、

即
で
あ
り
身
で

あ
り
成
で
あ
り仏である一刹那である。即ち、それがそのまま久遠成仏であって、そ

(
2
)

こ
に
寸
毫
の
時
間

差
も
な
い。
「墓

薙
も
差
有
れ
ば
天
地
懸
に

隔
た
る
」

で
あ
る。

は
一

者
と
し
て
の
仏
で
は
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る。

即
ち、

文
字
11

種
字
で
あ

ま
た
翻
っ

て、

こ
れ

を
空
海
的
に

翻
訳
す
れ
ば、

道
元
に
お
け
る

身
心
脱
落
と
は

る
仏
が
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
な
ら
ば、

そ
の
解
読者

は
仏
で

は
あ
り
え
な
い

し、

逆

文
字
髄
記
号
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
り、

そ
の
脱
落
の
当体

そ
の
も
の
が
文字

田
家

に、

解
読
者
が
仏
で
あ
る
な
ら
ば、

テ
ク
ス
ト
は
仏
で
は

な
い。

ま
た(

そ
の
両

徴
な
の
で
あ
る。

そ

れ
は
自
ら
が

振
動
す
る
宇
宙
-一

仏
11

文
字
だ
と
い
う
こ
と
に

者
が
仏
で
あ
る
な
ら
ば、

仏
が
仏
を
解
読
す
る
と
い

う
こ

と
は
あ
り
え
な
い。

あ

ほ
か
な
ら
な
い。

こ

の
地
点
に
お
い
て、

仏
は
文
字
"

象
徴
で
あ
り
な
が
ら、

解

る
仏が

別
の
仏
に
と
っ
て
未
知
の
意
味
を
含
む
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

と
い

読
不
能
な
文
字
と
し
て
露
出
す
る。

そ
の
文
字
11
象
徴
の
全
面
的
な
蜂
起
が
大
日



如
来
の
自
己
展
開
だ
と
言
っ

て
よ
い。

え
ば、

お
よ
そ
ど
の
よ

う
な
文
字
で
あ
れ、

そ
の
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
(
形
態
素)

は

た

だ
、

私
11

仏

が
、

文

字
11

象

徴

で

あ

る

と

き、

私

11

仏

を

テ

ク

ス

ト

と

し

て

「
地
と
図
」

の
分
節
を

持
つ
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る。

づ

ま
り、

空
海
に
お
け
る
文

解
読
し
始
め
る
他
者
が
否
応
な
く
現
れ
る
で
あ
ろ
う
(
例
え
ば、

達
磨
の
壁
観
は

字
11

象
徴
の、

そ
の

「
地
と
図
」

の
分
節
は
い
か
よ
う
な
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
を
な
し

「
面
壁
九
年
」

と
い

う
テ
ー

ゼ
化
を、

ま
た
、

馬
祖
道
一

の

「
即
心
即
仏
」

は

て
い
る
の
で
あ
ろ
ヶ
か
。

例
え
ば、

両
義
図
形
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た.
「
ル
ビ
ン

「
非
心
非
仏
」

へ

の
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
を
免
れ
な
い
)。

私
が

解読

を
停
止
し
た
に
し

の
壷
L

は、

ど
ち
ら
を

地
な
い
し
は
図
と
見
る
か
に
よ
っ

て
く
向
き
合
う
顔
V

に

て
も
他
者
が
そ
れ
を
停止

す
る
保
証
は
な
さ
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る。

し
か
も、

仏

も
く
壺
の
シ
ル
エ
ッ

ト
〉

に

も
見
え
る。

こ
の
場
合、

「
地
と
図」

は
互

換
的
両

な
ら
さ
る
他
者
な
ど
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば、

そ
れ
は
仏
が
仏
を
解
読
し
始
め

義
的
で
あ
る
が、

空
海
の
文
字
は
「
地
と
図
」

が
互
換
的
両
義的

だ
と
い
う
の
で

る
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し、

空
海
の
論
理
か
ら
す
れ

は
な
い
だ
ろ
う。

な
ぜ
な
ら、

空
海
の
文
字
は
「
ど
こ
に
書
か
れ
る
か
?

」

と
い

ば、

お
そ
ら
く、

こ
の
と
き、

私
阿

仏
と

他
者
肚

仏
は、

意

味
の
解
読
と
い

う
関

う
問
い

を
持
た
な
い
か

ら
で
あ
る。

文
字
11

象
徴
そ
の
も
の
が
仏
の
如
々
た
る

体

係
性
に
お
い
て
で
は
な
く、

意
味
の
戯
れ、

自
在
な
遊
戯
と

し
て
対
話
を
行
う
こ

露
で
あ
る
と
き、

そ
れ
が
現
出
す
る
の
は

「
ど
の
よ
う
な
空
間
に
お
い
て
か
?

」

と
に
な
る
で
あ
ろ
う。

そ
も
そ
も、

仏
の
世
界
に
お
い
て、

私
と
他
者
は
分
節
さ

と
い

う
問
い
は
意
味
を

な
さ
な
い。

強
い
て
言
え
ば、

そ
れ
は
木
不
生
不
可
得、

れ
え
な
い

の
で
あ
っ

て、

そ
れ
は

全
て
大
臼
如
来
に
包
摂
さ

れ
て
い

る。

そ
れ
ゆ

●

q

9

■

.

8

●

・

9

即
ち、

〈空

に
お
い
て

空
と
し
て

現
れ
る
〉

で
あ
ろ
う
が、

こ
の
と
き
「
地
と
図」

え、

仏
と
仏
の
対
話
は、

解
読
行
為
に
よ
っ

て
橋
渡
し
さ
れ

る
の
で
は
な
く、

互

の
分
節
を
失
っ
た
文
字
匹
象
徴
は
表
出
不
能
な
力動

性
そ
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は「

}

い
に

自
己
言
及
の
快
楽
で
あ
る
よ

う
な
説
法、

即
ち、

自
受

用
法
楽
と
し
て
の
説

な
い
だ
ろ
う。

10

法
の
交
歓
と
し
て
行
わ
れ
る。

一

遍
は
「
と
な
ふ
れ
ば

仏
も

わ
れ
も
な
か
り
け
り

(

3)

南無

阿
弥陀

仏
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
詠
ん
だ
が、

密
教
的
に
言
え
ば、

こ
の
六
字

逆
に
言
え
ば、

空
海的

文
字
は
力
動
的
な
場
の
渦
巻
き
と
し
て
出
現
す
る
の
であって、それゆえに、その文字は力動的ゲシュタルトの象徴として無

[

名号

が
真言

の
体露

で
あ
り、

自
受
用
法
楽
と
し
て
の
如
来
に
よ
る
如
来
へ
の
説

空
間
的
に
濃
密
に
現
れ

る。

無
空
間
的
と
は、

そ
の
場
そ
の
も
の
と
し
て
と
い
う

法
だ
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う。

そ
れ
は
文
字
ー-

象
徴
に
よ
る

仏
と
我
の
相
互
浸
透

こ
と
で
あ
り、

あ
る

物在

が
空
聞
(虚

空)

内
に
お
い
て
現
象
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る。

そ
こ
は
既
に
「
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
」

と
い

う
世
界
と
な
っ

て、

で
は
な
い
。

そ
れ
は
比

喩
と
し
て

語
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ

て、

二
次
元
的
あ
る

「
南
無
阿弥

陀
仏
(
ア
ミ
タ
!

バ

如
来
に
帰
依
し

奉
る)
」

の一一一.
"
語
的
意
味
さ
え
も

い
は
三
次
元
的
に
図
示
可
能
な
も
の
で
は
な
い。

曼
陀
羅
の
稠密

な
空
間
は、

そ

失

わ

れ

る
。

即

ち、

「

ナ
・

ム
・

ア
・

ミ
・

ダ
・

ブ
・

ツ
」

と

い

う

声

字
11

仏

の

け

ら
く

み
が
戯
楽す

る
の
で
あ
る。

の
象
徴
の
象
徴
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う。

そ
の
意
味
で、

空
海
的
宇
宙
は
潜勢的な言語エネルギーが渦巻く力動的な場であり、そこにおいてその

し
か
し、

こ
の
よ
う
に、

解
読
行為

を

超
越
す
る
文
字
肚

象
徴
の
可
能
性
を
根

時
々

に
そ
の
場
そ
の
も

の
で
あ
る
よ
う
な
仏
が

文字

11

象徴

と
し
て

露
見
し
て
く

拠
づ
け
て
み
る
に
し
て
も、

や
は
り
そ
れ
は
文
字
で
あ
る
こ

と
に
変
り
は
な
い
。

る
こ
と
に
な
ろ
う。

よ

り
簡
明
に
言
え
ば、

こ
の
宇
宙
的
力
動
の
均
衡点

で
あ
る

と
い

う
か、

よ
り
正
確
に
は、

「
な
ぜ
そ
れ
は
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
」

文
字
11

象
徴
と
し
て
の

仏
こ

そ
が
「
こ
の

私」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る。

と
い
う
問
い
が
残
る。

と
す
れ
ば、

そ
も
そ
も、

こ

の
文
字
-一

象
徴
は
ど
の
よ
う

そ
こ
で
は、

私
11

仏
が

宇
宙
の
末
端
で
あ
る
と

同時

に
宇
宙
の
内
実
な
の
で
あ
っ

な
分
節
に
お
い
て
文
字
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か。

ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
理
論
風
に
言

て、

偶
数
と
自
然
数
の
可
算
濃
度が

一

致
す
る
無
限
集
合
の
如
く、

部
分
と
全
体

,



が
一

致

し

て

い

る
。

に
}

如
と
名
づ

く
れ
ど
も、

「

は
一

に
あ
ら
ず
し
て
】

な
り。

無
数
を
耐

と

な
す。

如
は
如
に
あ
ら
ず
し
て
常
な
り。

同
同
相
似
せ
り。

(
1)

道
元
「
弁
道
話」
(
寺
田
透
・

水
野
八
穂
子
校
注
『
道
元
』

岩
波
日
本
思
想
大
系

岩

波書

店)
。

秋
月

龍
眼
は
、

こ

の

箇
所
を

「

身
は
正

身

端座

し、

口
は
へ

の
字
に

結び、意は無心になって」とわかりやすく言い換えている(『道元入門』一二四頁〈講談社現代新書二一七講談社一九七〇〉)。

こ

の

無
限
に

反

映
し

合
う
重
々

無
尽
の
仏
の
世
界
は、

ラ
イ

プ
ニ
ッ

ツ
の

モ
ナ
ド
ロ

ジ
ー

単
子
論
に
極
め
て
近
い
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は、

一「

腸腺文

(
2
)

『

定
本

禅林

句

集索

引
』

二

九
三

頁

(禅

文

化
研

究所

一

九
九

〇)
。(3)橘俊道・梅谷繁樹編『一遍上人全集』(春秋社一九八九)

二

三
一

頁。この歌は始め一遍が「…南無阿弥陀仏の声ばかりして」と詠み、法燈国師に「未徹在」と一喝されて詠み直し、印可されたという曰くのある歌で、『一遍上人語録』に知られた話だが、この歌の伝に関しては、真作か

コ
L

す
な
わ
ち
単
一

な
実
体
に
お
い
て、

(
瞬
間
ご
と
に)

多
を
は
ら
み、多を表現している状態、その流れが表象(喝o岩沼まロ)である。

(

3)

と

言

う
。

こ

の

表

象

は

モ

ナ

ド

の

知

覚
・

認

識

(
勺
①
同o
①
局
口o

昌)

で

あ

る

と

同

時

の史学個
一

者学上而形

ど

う
か

疑

義
が

提

出
さ
れ

て
い

る
。

編
者

は

補
注
で
、

こ

の

法

語
を

「作

為

に

堕
してはいまいか」と言っているが、もっともな指摘である(二七五頁)。ただ、理屈としては至極わかりやすい。この話が一遍論の中で好んで引用されてきたのもそのせいだろう。

巳

三

仏
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
i

に、

モ

ナ
ド
の
自
己
表
象
で

あ
る。

つ
ま
り、

モ

ナ
ド
は

内
部
に
概
念
(
8
μ・8℃σδ昌)を孕むものではなく、知覚表象の流れであって、そこには

へ

4)

下
意
識
や
無意

識
も

反
映
さ
れ
て
い
る。

即
ち、

こ
の
モ
ナ
ド
の
反
映
は
極
め
て表現的だということである。モナドと因陀羅珠網の本質的な共通性は、そこに存している。

(
5
)

た
だ、

「
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
」

と
い

う
定
義
は、

モ
ナ
ド
の
自
己
閉
塞
と

「

n
一

物

し
て
誤解

あ
る
い
は

非
難
の
対象

と
も
な
っ

て
き
た。

例
え
ば、

V
・

E
・

フ

ラ

西

宇
宿
が
仏
に
よ
っ

て
満
た
さ
れ
て
い
る、

あ
る
い
は、

宇
宙
が
仏
の
自
己
展
開

ン
ク
ル
は、

従
来
の
心
理
学
は
モ
ナ
ド
ロ

ジ
ー
で
あ
り、

そ
れ
は
「
人
間
を
閉
じ

メ海空

で
あ
る
と
い

う
だ
け
な
ら
ば、

そ
れ
は
華
厳
の
世
界
像
で

も
あ
っ

て、

こ
と
さ
らに空海的と言うわけではない。空海は『秘密曼陀羅十住心論』巻第九

(

一
)

に

『
華
厳
経』

小
相
品
の
「
因
陀
羅
珠
網
」

に
つ
い
て

語
っ

て
い

る
が
、

こ
の

●

,

,

・

●

の

●

■

●

●

●

.

た
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て、

窓
も
扉
も
な
い
一

つ
の
モ
ナ
ド
と
し
て
考
え
て

(

6
)

い
る
」
(
傍
点
引
用

者)

と
い
っ

た
文
脈
で
モ
ナ
ド
を
批
判
し
て
い
る。

ま
た
、E・シュレーディンガーは「ライプニッツの恐るべきモナドの学説に

「
因
陀
羅
珠
網
」

は
『
即
身
成
仏
義』

詩
頒
第
四
句
「
重

重
帝
網
名
即
身」

に
主題化され、また、『大日経解題(法界浄心)』や『畔字義』においても

(
2
)

語
ら
れ
て
い
る。

簡
便
の
た
め、

『咋

字
義』

の
詩
頬
を

引
く。

述
べ

ら
れ
た
世
界
の

多
数
性」

を
批
判
し、

「
す
べ

て
の
モ
ナ
ド
は
そ
れ
自
体
が

(
7)

世
界
な
の
で
あ
り
ま
し
て、

互
い
に
何
も
伝達

さ
れ
ま
せ
ん
」

と
述
べ

て
い
る
。しかし、「因陀羅珠網」を綴りなす「珠」-ーモナドは、それ以上分割で

き
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
内
実
は
あ
っ
て
も
そ
の
内
部
構
造
を
持
た
な
い
(
内
部

心
王
心
数
主
伴
無
尽
な
り。

互
相
に
渉
入
し
て
帝
錬鉄

光
の
如
し。

重
重
難

構
造
が
あ
れ
ば

分
割

可
能
で
あ
る)
。

だ
か
ら、

モ
ナ
ド
は
フ
ラ
ソ
ク
ル
の
言
う

思
に
し
て
各
五
智
を
具
す。

多
に
し
て
不
興
な
り
不

興
に
し
て
多
な
り。

故

O

嘔

O

よ
う
に
「
閉
じ
た
ひ

と
つ

の
シ
ス
テ
ム
」

で
は
な
い。

ま
た、

モ
ナ
ド
は
反
映
に



◎

お
い
て
し
か
自
己

表
出
し
な
い

の
だ
か
ら、

そ
れ
は、

他
の
モ
ナ

ド
な
し
に
は
ありえないのであって、シュレーディンガーの言うように「それ自体が

お
い

て、

仏
は
自
己

表

現
(
Φ
×
「吋
Φω
の印
O
づ)

を

し
な
い
。

仏
の

知
覚
(
℃
興
6Φ
マユ自)旺自己表象があるだけである。この表象の無限の反映が因陀羅

世
界
」

な
の
で
も
な
い
。

モ
ナ
ド
は
他
を
反
映
す
る
こ
と
に
お
い
て
世
界
を
表
現するが、それはモナドの内部やシステムの自己表現ではないのであ

珠
網
の
世
界
で
あ
る。『即身成仏義』の

詩
頚
第
四
句
「
重
重
帝
網名

即
身
」

の
論
釈
に
は、

こ
う

(
9)

る。

つ
ま
り、

モ
ナ
ド
は
多
を
反
映
す
る
結
節
と
し
て
極
め
て
表
出
的
で
は
あ
る

あ

る。

が、

そ
の

表
現
は

自
己
の

内
部
を

外
部
化
す
る
(
Φ
×
凛Φ
ω。り)

と

い

う
形
で
の

自己表現ではありえない。別言すれば、モナドは思惟するもの1ーレス.コギタンスとしての主体ではない。おそらく、フラソクルやシュレーディンガーがライプニッツのモナディックな世界を否定的に語るの

仏
法
僧
こ

れ
三
な
り
。

身
語
意
ま
た
三
な
り
。

心
仏
及
び
衆
生、

三
な
り。かくの如くの三法は平等にして一なり。一にして無量なり。無量にして一なり。しかも終に雑乱せず。故に「重重帝網名即身」と

は、

そ
れ
が
西
欧
近
代
の
主
体
に
と
っ
て
な
じ
み
が
た
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か

い

ふ
。

ら
で
あ
ろ

う。

無
論、

私
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
を
殊
更
に

擁
護
し
た

い
わ
け
で
は
ない。単に、そのモナド的世界が仏教的世界観に近しいものであることを再確認しておきたいのにすぎない。ライプニッツのモナドロジーは西欧哲学の中でも、ことに日本の仏教学者・哲学者の興味を惹いてきたものだが、その原因はこのモナドが華厳的世界に類似していたから以外ではないだろう。おそらく、問題の核心は、モナドの表現的世界がレス・コギタンスー-主体の自己表現とは別種の表現だという点にあるだろう。この間の事情は、宮沢賢治が「インドラの網」に文学的に語ってい魏㌍そこに描き出された世界では、天人が一瞬にして百由旬を翔けながら「少しも動いてみない」。また、天空の「風の太鼓」は「鳴ってみながらそれで少しも鳴ってみな」い。そして、「天鼓のかなた」に尾ばねを広げて鳴く蒼孔雀は「たしかに空には居り」ながら「少しも見え」ず、鳴いていながら「少しも聞こえな」い。賢治の描き出す「インドラの網」の世界では、自らは動かず見えないが、しかし、それは他者からは無限に動き鳴り響いているのである。即ち、モナドは、その反映において相即即入して世界を表現している。この意味に

こ

の
モ
ナ
ド
は

コ

に

し
て

無
量
」

を

反
映
す
る
が、

そ
の
反
映
は
「
終
に

雑乱せず」、即ち、入り交じって混濁したりはしない。越州従輪の言葉.を借りれば、「如明珠在掌、潮来胡現、漢来漢現(明珠、掌に在るが

(
」o
)

如
く、

胡
来
た
れ
ば
胡
を
現
じ、

漢
来
た
れ
ば
漢
を
現
ず
)
」

で
あ
る
。

こ
の「明珠」がモナドとしての仏なのだと言ってよいだろう。しかし、既に触れたように、この仏のモナド的世界それ自体は、ことさらに空海的・密教的というわけではない。これは華厳の世界像である。そのような仏と仏が相即即入する華厳の事事無機法界を禅的に展開すれば、蘇東披の「渓声便チ是長広舌、山色豊レ非ゴや清浄身.亡となるだろ煽㌍ただ禅では、直指人心・見性成仏と言うとおり、悟りを言詮の絶すむ行為的直観において見、その光風清刀の境地を柳緑花紅の自然に託して詩喝として表現する。それは文学的な比喩であって、悟りの内実そのものではなく、悟りの立場から見た天地の風光である。つまり、自内証の言語表現は、それが言語表現であるということによって、端的底の具体ではありえない。華厳的に言えば、「国分可説、果分不可説(悟りについては説けるが悟りそのものは説けない)」で

6

一
珍

…



(

12)

あ
る。

即
ち、

事
事
無
機
法
界
は
真
如
の
世
界
で
あ
り、

真
如
で
あ
る
が
ゆ
え
に

ど
)

や
、

あ

る
い

は、

そ

の

対

抗

的

解
釈

で

あ
る

エ

ヴ
ェ

レ
ッ

ト

の

多

世
界

解

釈
へ

言
語
的
に
は
表
出
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

の

忌

避

に

よ

る

も

の
で

あ

ろ

う
。

シ
ュ

レ

ー

デ
ィ

ン

ガ

ー

は
、

シ
ョ

ー
ペ

ソ

ハ

ウ

空
海
の
独
自
性
は、

こ
こ
か

ら
そ
の
自
内
証
の
内
実
を

表
象
の
世
界
に
ま
で
奪還してくる、あるいは、奪還可能であると主張するところにあると言ってよい。空海の仏の世界がモナドロジー的様相を呈するのは、この表出の可能性における仏のあり方によってである。即ち、「重重帯鋼」

ア

ー
を

経
由

し

た

ウ
パ

ニ

シ
ャ

ッ

ド

哲
学
へ

の

傾

倒
を

語
っ

て

も

お
り
、

む

し

ろ、その=兀論的な立場は神秘主義的であって、仏教にはなじみやすい部分を持っている。事実、シュレーディンガーは因陀羅珠網に極めて類似している「クリスタル」の比喩を好んで用いている(『私の世界観』〈ちくま文庫一九九八〉)。

一[

が
そ
の
ま
ま
「
即
身」

と
「
名
」

づ

け
ら
れ
る、

そ
の
『
名
即
身
」

の
地
点
が、空海的モナドロジーの焦点である。簡単に言えば、そのモナドの自己

(
8)

以
下、

引
用

は、

宮
沢

賢
治

「
イ

ン

ド

ラ
の

網
」

一

〇
一

～
一

〇

四

頁

(
『

新修

宮沢賢治全集』第一〇巻筑摩書房一九〇〇)。.

らか脈文の史学国

表
象
(
「重

々

帝
網」)

が
既
に
し
て
自
内
証
の
内実

(
「
即

身」)

だ
と
い

う
こ
とである。これを言うために、空海はモナドの自己表象が表現的世界の中に露出しうることを証明しなければならなかった。そこに「如義言説」論の空海的展開があったのである。

(
9)

『
即

身
成

仏
義
』

二

四
七

頁

(
『
空

海

全集

』

2
)
。(10)『趙州録』第七六則、八三頁(禅の語録11

『

趙
州

録
』

筑

摩

書
房

一

九
七二)。(11)『定木禅林句集索引』二六七頁(第二筋注(2)前掲。なお、道元『正法限蔵』にも「渓声山色」章がある。

一

葎学上

(
1
)

『秘

密
曼

陀
羅

十
住

心

論』

巻第

九、

六
}

五

頁
(
『空

海
全

集』

1
)
。(2)『咋字義』三二二～三頁(『空海全集』2)。

(
12)

『岩

波

仏

教
辞

典』

「
因

果」

の

項。

「
13

[

面形の

(
3)

ラ
イ

プ
ニ

ッ

ツ

/

清
水

欝

雄
・

竹
田

篤

司
訳

『
モ

ナ
ド
ロ

ジ

ー
』

第
「

四

項
・

四四〇頁(下村寅太郎編『スピノザ/ライブこッツ』世界の名著25中央

四

『
釈摩

詞
街
論
』

か
ら
の
転
回-

如
義
言説

と
即
身
成仏

〃デづ

公

論
社

一

九
六

九)
。(4)ライプニッツは「

意

識
に

上

ら

な
い

表
象

は

無

と
み

な

す
」

こ

と

を

「
大

き

なあやまり」とする(注(3)同書同項・四四〇頁)。

空
海
は
『
弁
顕密

二

行論

』

に
お
い

て、

自
内
証
の
表
出
可
能
性
に
つ
い
て、

(
i
)

.

次

の

よ

う

に

言

う
。

海空

(
5)

『
モ

ナ
ド
ロ

ジ

ー
』

第
七

項

「
モ

ナ
ド

に

は、

そ
こ

を

通
っ

て

何
か

が

出
入

り

で

き

る
よ

う

な

窓
は

な
い
」

(
注

(
3)

同書

、

四
三

八

頁)
。

い
は
ゆ
る
西
分
可
説
と
は
顕
教
の
分
斉
な
り。

果
性
不
可
説
と
い
つ
ば
す
な

(

6)

ヴ

ィ

ク

ト

!

ル
・

E
・

フ

ラ

ソ

ク

ル
、

フ

ラ

ン

ツ
・

ク

ロ

イ

ツ

ァ

ー

/

山

田

邦

は
ち
こ

れ
密
蔵
の
本
分
な
り
。

何
を
も
つ
て
か
然、

知
る
と
な
ら
ば、

『金

男
・

松
田

美

佳

訳

『

宿命

を

超

え
て
、

自

己
を

超
え

て
』

一
.

二

二

頁
(

春

秋

祉

「九九七)。

剛
頂
経
』

に
分
明
に
説
く
が
故
に。

(
7)

エ

ル

ヴ
ィ

ソ
・

シ
ュ

レ

ー

デ
ィ

ン

ガ
i

/
中

村

量

空

訳

『精

神
と

物

質
』

八

八

頁(工作舎一八七原刊一九五八)。シュレーディンガーは、モナドを多世界解釈として拒否しているが、これは量子論における非決定論的なコ

空
海
は

密教

こ

そ

「
果
性
(
11

果
分)

不
可
説」

を
超
越
す
る
と
言
う。

な
ぜならば、それは.『金剛頂経』に説かれているからである。即ち、表出

ペ

ソ
ハ

ー

ゲ

ソ

解

釈

(
ニ

ー
ル

ス
・

ボ
ー

ア
、

ウ
ェ

ル

ナ
ー
・

ハ

イ

ゼ

ン
ベ

ル

グ

な

は
既
に
終
了
し
て
い

る。

終
了
し
て
い
る
以
上、

そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
明
白



(
2
)

で
あ
る。

た
だ、

そ
れ
が
可
能
な
の
は

次
の
場
合
の
み
で

あ
る。

れ
て
中
間
に
も
中
ら
ず。

不
41
の
法
は
三

相
を
離
れ
た
り。

拠
所
を
見
ず。

如
如如

説
な
り
と

云
ふ
が
故
に。

因
位
の
人
等
の
四
種
の
言
説、

み
な
及
ぶ
こ
と
能
は
ず。

推
し
自
性
法
身
の

(
6)

み
い
ま
し
て、

如
義真

実
の
言
を
も
つ

て、

よ
く
こ

の
絶

離
の
境
界
を
説
き

と
講
釈
し
て
い
る。

如義

語
は
実空

(真

実
の
空)

に
し
て
空
家
(
妙
有
の
空)

た
ま
ふ
。

こ

れ
を
真
言
秘
教
と
名
づ
く。
『
金

剛
頂
』

等
の

経、

こ
れ
な
り。

で

あ
り、

有
空
中
(
有
相、

空

相、

中
間
の
亦
有
亦
空
・

非有

非
空)

の
三

相
を

離
れ
て
い
る
が
故
に、
「
処
所
を
見
」

ざ
る
所

人
場
所
で
な
い
場
所
〉

に
お
い
て、

つ

ま
り、

空
海
は

「
果
分
可
説
」

と
す
る
が、

そ
れ
は

自
性

法
身
の
如
義
言
説においてだと言う。加護言説は、空海の引く龍樹『釈摩詞術論』(以下『釈論』)の「五種言説」輪中、究境位の言説を言うもので、ほかの「四種の言説」、即ち、相言説・夢言説・妄執(執着)言説.無始

(
3
)

言
説
は、

「
因
位
の
人
等」

の
言
説
で
あ
る。『釈論』の「五種言説」論は、馬鳴

『
摩
詞
衛
論
(
大

乗
起
信
論)
』

の
本文「一切の法は本より已来、言説の相を離れ、名字の相を離れ、心縁の相を離れ…」を論じた部分だが、『釈論』は、まず、仏の言説を「義語」、衆生の言説を「文語」と区別し、「義語」のみが真理を語り

(

4)

う
る
と
す
る。

那
須
政
隆
は、

こ
れ
を、

即
ち、

認
識
対
象
に
な

り
え
な
い

も
の
と
し
て
顕
現
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば、

そ
れは「如如如説(真如の顕現である説)」だからである。そして、『釈論』は、如義言説のみが「如実の説なるが故に、真理を談ずる事を得」るとし、「馬鳴菩薩は前の四つに拠るが故に是の如くの説を離言説相と

(

7
)

の
た
ま
ふ
」

た
と

論
ず
る
。

つ

ま
り、

『
釈
論
』

は、

馬

鳴
の
「
離
言
説
相」

をく馬鳴菩薩は四種言説を指して、「仏説は四種言説の範囲にはない」と言ったVと解したのであるが、この『釈論』の主張を約言すれば、〈「離言説相」の言説が如義言説なのだVということになるだろう。『摩訓衛論』の文脈に即して言えば、これは議論の方向性が微妙に

●

・

●

・

●

◎

,

●

●

異
な
っ

て
い

る。

つ

ま
り、

馬
鳴
は
「
仏
の
言
説
は
言
語
の
水
準
に
は
な
い
」

と

o

●

●

.

「

「

,

●

言
い
、

『
釈
論
』

は
「

仏
の
言
説
は、

如
義
言
説
と
し
て
あ
る
」

と
言
う。

こ

の

一

網
一

義
は
宇
宙
大
自
然
そ
の
も
の
(
こ
れ
を
法
と
い
う)

の
意
味
(機

能
.

は
たらき)であり、その義に適うた言説が義語である。宇宙大自然の根本真理を悟ることなく、感官に感取される対象の相に執らわれてそれを実在となし、その感受の相に触発されて起る言語を文語と言う。

否
定
表
現
と
肯
定
表
現
は
同
様
の
事態

を
指
し
て
い
る
か
に
見
え
な
が
ら、

そ
の存在判断の言明レベルは逆方向を向いている。それゆえ、『釈論』は「如義言説はある」とまでは言えても、『摩詞術論』に基礎を置く以上、その内容がどのようなものであるかを言うまでには至らなかった。というか、それが『金剛三昧契経』の所謂「処断を見ず。如如如説なり」であるが故に、具体的にそれを示すことは不可能だった。その意味

と
論
じ
て
い
る

妬

こ
の

袈
言
説
に
つ
い
て、
『
釈
論』

は、
『
金
剛
三
昧
契
経
』

で、

『

釈
論』

の
如
義

言
説
か
ら
空
海
の
そ
れ
へ

至
る
に
は、

も
う
…

段
の

飛
躍

を
引
い

て、

が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ

る。それというのも、『釈

論
』

は
龍

樹
の
撰
述
に

擬
せ
ら
れ
て
は
い

る
が、

八

加
養
語
と
は
実
生
に
し
て
不
空
な
り、

空
実
に
し
て
不実

な
り。

二
相
を
離

世
紀
の
中
国
あ
る
い
は
新
羅
の
華
厳
教
学
を
背
景
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お



り、

必
ず
し
も
密
教
的
な
文
脈
に
あ
る
著
作
で
は
な
か
っ

た

か
ら
で
あ
る。

む
しろ、空海がその密教的要素に着目し教学上の典拠としたことによっ

(
8
)

て、

真
言
宗
に
お
い
て

重
視
さ
れ
て
き
た。

そ
の
密
教
的
要

素
と
は、

一

に

掛
か

経
典
を
読
む
者
な
ら

誰
に
で
も
理
解
で
き
る
〉

と
い

う
安
易
な
結
論
で
は
な
い。そうではなくて、空海が見いだしたのは、仏を私へ橋渡しする論理11倫理である。その論理は、おおよそ以下のような径路を辿っていると

っ

て
『
釈
論』

の
く
仏
の
言
説
は
加
養
言
説
と
し
て

あ
る
〉

と
い

う
主
張
に
あ
っ

見
て
よ
い
だ
ろ
う。

た
で
あ
ろ
う。

そ
こ
か
ら
空
海が

〈
如
義
語
と
は
『
金
剛
頂』

等
の
経
が
そ
れ
だ
〉

と
し
た
の
は、

空
海
独
自
の
展
開
な
の
で
あ
っ

て、

『
釈
論
』

そ
の
も
の
の
論
理

一
、

仏

は

存

在

し

た
。

で
は
な
い
。

確
か
に、

『
釈
論』

の
論
理
を
展
開
す
れ
ば、

仏
の
言
説
は
義
語
な

二、

仏
は
知
嚢
言
説
を
語
っ

た
。

}一

の
だ
か
ら、

当
然
そ
の
仏
の
言葉

を
記
し
た
経
典
は
加
養
言
説
を
伝
え
た
も
の
と

三、

加
養
言
説
は

経
典
に
示
さ
れ
て
い
る。

.

筋

な
る
は
ず
で
あ
る。

と
す
れ
ば、

こ
こ

で
『
釈
論
』

の
論
理

は、

馬
鳴
の
「
雑
言

四、

如
義
言
説
を
理
解
す
る
の
は
仏
で
あ
る。

脈文

調

和」

と

論
理
的
に
相
容
れ
な
い

も
の
と
な
る。

な
ぜ
な

ら、

『
釈
論』

の
主
張

五、

私
は
仏
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蜘瞠

か

ら
す
れ
ば、

仏
の

義
語
は

経
典
そ
の
も
の
で
も
あ
り
う

る
が、

経
典
は

名
字相・言説相の下にあるわけだから、そうなると「処所を見ず」の言説

こ
の
「
私
は
仏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
倫
理
の
地
平
を
開
き
う
る
所

巨
一

が

「
拠
所
」

に
お
い

て
顕
現
し
て
い

る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。

つ

に、

空
海
に
お
け
る

真
言
密
教
の
真実

性
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

そ
れ

[

若瞠征形

ま
り、

『
釈

論』

は、

な
お
「
四
分
可
説、

果
分
不
可
説
」

の
水
準
に

あ
っ

て、如義語の存在は主張しても如義語の認識可能性もしくは実践可能性についてまでは踏み込まなかったのである。おそらく、そのあたりに仏

を
要
請
す
る
も
の
が
如
義
言
説
の
実
在
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え、

如

義
言
説
論
は

即
身
成
仏」

論
と
不
可
分
一

体
で

豫 。

空
海
は

『
即
身
成

仏
義』

に、

こ

う
言
っ

て
い
る。

15
一

物指メ

教
学
君
達
が、

『
釈

論』

は
華
厳
教
学
を

背
景
と
し
て
い

る
と

見
な
す
根
拠
が
あるのだろう。ただ、その水準を突破する端緒は示されていたのであって、空海は『釈論』が踏み込まなかった地点から「歩進んで、その論

問
ふ
て
曰
く
「
諸
経
論
の
中
に
皆
三
劫
成
仏
を
説
く。

今
即
身
成
仏
の
義
を建立する。何の悪処か有る」。答ふ「秘密蔵の中に如来是の如く

海空

理
枠
を
一

挙
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る。つまり、空海が踏み込んだのは

、
〈
仏
の
言
説
が
如

義
語
で
あ
る
な
ら
ば、

説
き
た
ま
ふ
」。

「
彼
の
経
説
云
何
」。

「
『
金
剛
頭
数
』

に
説
か
く
「
此
の
三昧を修する者は現に仏菩提を証す……。

仏
の
言
説
を
記
し
た

経
典
は
如
義
語
で
あ
る
V

と
い

う、

あ
っ

け
な
い

ほ
ど
明
解な地点だったのである。これはすさまじいショート・カットである。南都六宗から天台教学までを渉猟した空海にとって、ここに至るまでには自身の心的葛藤から宗派的妨害までを含む様々な抵抗があったに

空
海
は
「
三
劫
成
仏
(
永
劫
の
修
行
に
よ
っ

て
仏
と
な
る)
」

に
対
し
て、

「
即身成仏(即今この身体において仏となる)」を主張する。なぜならば、

.

.

●

・

●

■

●

『
金
剛
頂
教
』

に
「
此
の
三
昧
を
修
す
る
老
は
現
に
仏
菩提

を
証
す
」

と
書
か
れ

違
い

な
い
。

こ
の
横
超
に
は
野
蛮
と
も
言
え
る
力
業
が
必

要
だ
っ

た
よ
う
に
思
われる。しかし、空海が至り着いたのは、〈経典に示された如義言説は、

て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

こ

れ
は、

「
な
ぜ
そ

う
言
え
る
の
か
?

」

「
お
経
に
そ
う書いてあるからだ」というだけであって、言うまでもなく、循環論法



で
あ
る。

し
か
し、

こ
の
循
環
は、

形
而
上
学
的
確
信
も
し

く
は
宗
教
的
信念

に

空
海
は
こ
こ
で、

「
究
境
の
実
義
を
知
る
」

な
ら
ば、

「初

発
心
」

の
時
が
即
身

よ
っ

て
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て、

そ
も
そ
も
論
理
学
の
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
は
な

成
仏
の
時
で
あ
る
と
ま
で
言
う。

こ

の
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
を

支
え
る
の
が
「噂

字

い
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ

の
「
現
に
仏
菩
提
を
証
す
」

可
能
性
を

保
証
す
る
の
は、

等
の
密
号
.

密
義
L、

即
ち、

真
言
な
の
で
あ
る。

つ
ま
り、

自
性
法
身
の
秘
密

「
現
に

仏
菩
提
が
証」

さ
れ
て
い
る
こ
と、

果
分
が

如
実
に
示
さ
れ
て
い

る
こ
と

真
言
は、

私
に
受
胎
す
る。

こ
こ

に
お
い
て、

顕教

的
観
点
か
ら
す
る
九
界
一

密

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち、

即
身
成
仏
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
加
養
言
説

は
九
界
十
密
に
包
摂
さ
れ
る
だ
ろ
う。

私
の
言
葉
も
類
義
語
と
な
り
得
る
な
ら

が

実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る。

こ
れ
を
明
白
に

語
っ

た
の
が、

先
に

ば、

全
て
の
妄
言
も
真

言
へ

の
契
機
を
孕
み
う
る
か
ら
で

あ
る。

も
引
い
た
『
弁
顕
密
二
行
論
』

の
言
葉
で
あ
る。

こ

の
よ
う
に
空
海
は

「
果
分
可
説
」、

即
ち、

「言

い

得
ら
れ
な
い

も
の
も
言
い

得
ら
れ
る
」

と
言
う
の
だ
が、

そ
れ
は
「
全
て
が
言
語
化
可能

だ
」

と
か

「世

界

自
性
法
身
の
み
い
ま
し
て、

如
義
真実

の
言
を

も
つ
て、

よ
く
こ

の
絶
離
の

の
構
造
は
言
語
化
さ
れ
て
い
る
」

と
い

う
こ
と
で
は
な
い。

正
に
逆
に、

私
が

仏

境
界
を
説
き
た
ま
ふ。

こ
れ
を
真
言
秘
教
と
名
づ
く。
『

金
剛
頂
』

等
の
経、

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

宇
宙
が
声
字
腿

真
言
と
し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
り、

そ

こ

れ

な

り
。

の
点
字
の
具
現、

即
ち、

如曲藝

言
説
の
体
露
が
即
身
成
仏
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る。

そ
の
意
味
に
お
い
て、

空
海
の
思想

は
極
め
て
実
践
的
な
性格

を
持
っ
て
い

「
絶

離
の

境
界
」

と
は

自
内
証
の
内
実
"

果
分
そ
の
も
の

で .
あ
る。

そ
れ

は「真言秘教」として『金剛頂経』等に語られている。この「如義真実

る
。

一

16

の

言L

を
悟
れ
る
か
ど
う
か
が、

そ
の
ま
ま
即
身
成
仏
の
成

否
で
あ
る
。

『
作
字

(

0呈)

義
』

に

は
、

こ

う

あ

る
。

(
1)

『
弁
顕
密
二
行
論』
一

六
五
頁
(『
空
海
全
集』

2)。

空
海
が
果
性
不
可
説
を
突
破するために張りめぐらした論理構成は複雑であって、本稿では、その細

「

部
を
肉
付
け
す
る
余
裕
は
な
い。

し
か
し、

結
論
的
に、

空
海
が
果
性
可
説
と
し
た

さ
と

も
し
未
だ

諸法

の

密号

名
字
の
相
・

真
実
語
・

加
養
語
を

解
ら
さ
る
者
の

所有の言説・思惟・修行等はことごとくこれ顛倒なり。ことごとくこれ戯論なり。真実究境の理を知らざるが故に。

の
は
、

「

真

言

法
の

中

に
の

み

即

身

成

仏
す

る
」

(

同

書
一

八

二

頁)

と

言

う
に

お
いて明らかである。(2)『弁顕密二行論』一七〇・}七一頁(『空海全集』2)。(3)『釈摩請待論』九八・九九頁(成田山仏教研究所一九九二)。

(
4
)

注

(3

)

前掲

書、

九

九

頁。

「
解
ら
さ
る
者
の
所有

の
言
説
・

思

惟
・

修
行
」

が

「顛

倒」

で
あ
り
「
戯
論
」

(

11
)

で
あ
る
な
ら
ば、

「
解
れ
る
者」

の
そ
れ
ら
は
真
実
語
で
あ
り
加
養
語
で
あ
る。

(
5)

那
須

政

隆
『
釈

摩
詞

衛
論

講

義』

一

九

〇

頁
(成

田

山

仏
教

研

究
所

}

九

九
二
)
。(6)注(3)前掲書、一〇〇頁。(7)注(3)前掲書、　00頁。

も
し
人
あ
っ

て
よ

く
こ
の
作
字
等
の

密号

・

密
義
を
知
ら
ば、

す
な
は
ち
正遍智者と名づく。いはゆる、初発心の時にすなはち正覚を成じ、大法輪を転ずる等は、良にこの究境の実義を知るに由りてなり。

(
8)

『

岩

波仏

教
辞

典
』

「
釈

摩

詞衛

論」

の

項。(9)『即身成仏義』二二一頁(『空海全集』

2
)
。(10)『咋字義』三三二頁(『空海全集』2)。

.

」

.

、



(
11
)

注
(
10
)

前

掲
書、

三
三

三

頁。

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン

A

(

シ
ニ

フ
ィ

エ

a

b

c

d

e

…
)

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン

B

(

シ

ニ

フ
ィ

エ

a

b

c

d

e

…
)

五

真
言
の
構
造

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン

C

(

シ

ニ

フ
ィ

エ

a

b

c

d

e

…
)

空
海
的
の
声
宇
実
相

り
言
語
宇
宙
は、

声
字
が
真
言
と
し
て
顕
現
す
る
場
で
あ

無
論、

井
筒
自
身

も
意
識
し
て
い
る
よ
う
に、

こ
れ
は
一

般
的
な
ソ
シ
ュ

…
ル

る。

そ
れ
は
言
語
論
そ
の
も
の
と
し
て
自
立
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な

理
解
と
は
位
相
が
異
な
る
用
語
法
で
あ
っ

て、

あ
る
意
味
で
は
曲
解
に
も
見
え
る

一

く、

あ
く
ま
で
も
即
身
成
仏
と
不
可
分
な
真
言
の
世
界
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

だ
ろ
う。

し
か
し、

空
海
的
な、

あ
る
い

は、

大
乗
仏
教
的
な

言
語宇

宙
を

解
釈

「

る。

し
か
し、

妄
言
も
九
界
十

密
に

包
摂
さ
れ
る

可能

性
を

持
つ
よ

う
に、

声
字

す
る
に
は
有
効
な
説

明
で
あ
る。

つ

ま
り、

文
字
-一

記
号
が
排
さ
れ
る
空
海
的
な

妨

は
日
常
言
語
と
完
全
に
遮
断
さ
れ
た
世
界
な
の
で
は
な
い
。

言
語
宇
宙
に
お
い
て
は、

シ
ニ

フ
ィ
エ
と
は
潜勢

的
な
言
語
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
海
そ

脈文

膚
守
実
相
の
性
格
に
つ
い
て
は、

宗
派
に
属
す
る
論
者
も
そ
う
で
な
い

論
者

の
も
の
な
の
で
あ
っ

て、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
は
そ
の
無
尽
の

海
か

ら
こ

ぼ
れ
て
き
た

の史畔
「一

者学砒形

も、

こ
れ
を
教
義
な
い
し
は
宗
教
学
的
問
題
と
し
て
論
じ
る
た
め
に、

そ
の
形
而上学的言語論としての特性を充分に対象化しているとは言いがたいように思われる。それは、論者の多くが、言語の発生論について「まず音声があり、後に文字が発生した」という人類史的通念を保持したままだからである。そうした言表化されない自然主義的態度を基底としている限り、声字の同一性についての空海の思考は良かれ悪しかれ御

可
能
態
の
一

つ
な
の
で
あ
る。

別
言
す
れ
ば、

可
能
態
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ンが顕在化したところに、それに応じたシニフィエが共継起的に生ずるのであって、その共継起的シニフィエは既にして言語潜勢体としての宇宙そのものに無尽に収蔵されている。というか、この無尽の収蔵が

い
っ

さ
い
し
ゅ

う
じ
し
き

宇
宙
の

謂
な
の
で
あ

る。

唯
識
思
想
か
ら
言
え
ば、

こ
の
収
蔵
が
「
一

切
種

子
識
」としての「アラや識」である。このシニフィアンA・B・C・.・の系列

「
17一

物

託
宣
と
し
て
し
か

扱
え
な
い
だ
ろ
う。

森
本
哲
夫
は

」
・

デ

リ
ダ
の
「
ア
ル
シ
・

と
は、

い

わ
ば、

宇

宙
の
力
動
に
お
け
る、

そ
の
都
度
々
々

の
エ

ネ
ル

ギ
ー
の
湧

西づ

エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
」

論
を
空
海
の
点
字
実
相
に
結
び
つ
け
る
試
み
を
し
て
い
る麓その当否は別としても・空海における声字実相をそのような存在

出
点
な
の
で
あ
る。この可能態とし

て
の
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
が、

縁
に
よ
っ

て
起
こ
る
(
性
起
す
る)

海空

論
約
言
語
論
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば、

声
字
の
持
つ

意味

は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だろう。

と
こ
ろ
に
随
縁
の
文

字
11

記
号
が、

即
ち、

社
会
的
規
約
と
し
て
の
文
字
が
孕
まれる。この意味で、ソシュール的な文字11記号の恣意性とは大乗仏教

こ
う
し
た
空
海
約
言
語
論
の
理
解
に
関
し
て
は、

井
筒
俊
彦
の
大
乗
仏
教
的
言

的
に
は

縁起

"

空
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

逆
に
言
え
ば、

こ
の

可能

態

語
論
が、

そ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る。

井
筒
は、

大
乗
仏
教
的
な
言
語
学

が
自
然
法
爾
の、

つ

ま
り、

法
然
の

文字

で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て、

そ
れ
は
文

宙
を
重
々

無
尽
に
遍
満
す
る
シ
ニ

フ
ィ
エ

(
意
味
さ
れ
る
も

の
・

所
記)

か
ら、

字
H

象
徴
と
し
て
の

真
言
と
な
る。

つ

ま
り、

こ

の
可
能態

の
あ
り
よ

う
が
随
縁

そ
の

都度

に
有
力
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
(
意
味
す
る
も
の
・

能

記)

が
立
ち

現
れ
る

(

2)

も
の
と
し
て、

次
の
よ
う
に
図
式
化
し
た
。

で
あ
る
か
法
然
で
あ

る
か
は、

実
は
そ
の
言
語形

態
に
規
定
さ
れ
な
い
。

と
い

うか、されようがない。

ま
た、

こ

の
意
味

の
海
に
は
シ
ニ

フ
ィ

エ
と
レ

フ
ェ

ラ
ン
(
指
示
対
象)

の
区



別
も
な
い
。

「
六

塵
こ
と
ご

と
く
文
字
」

で
あ
り、

「
六

塵
の
本
は

法
仏
の
三

密
」

る
も
の
で
は
あ
る
の
だ

が、

二

次
的
な
も
の
で
は
な」
い
。

言
う
な
れ
ば、

シ
ニ

フ

だ
か
ら
で
あ
る
(
前
出
『
実
相
義
』)。

そ
れ
は
シ
ニ

フ
ィ
エ
ーー

レ

フ
ェ

ラ
ソ
と
し

イ
エ
の
総
体
と
は、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
そ
こ
に
包
含
し
て
い
る
過剰

体
で
あ

て
の
大
日
如
来
が
無
限
無
尽
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

こ
の
大
日
如
来
は
法
界
そ

っ

て、

そ
れ
は
過
剰
で

あ
る
が
故
の
空
自
な
の
で

あ
る。

比
喩
的
に
言
え
ば、

そ

の
も
の
で
あ
る
が、

そ
こ
か
ら
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
し
て
姿
を
現
す
の
が
真
言
で
あ

れ
は
ど
の
よ
う
な
痕
跡
を
も
受
入
可
能
な
白
紙
で
あ
っ
て、

全
て
の
表
出
可能

性

り、

文字

11

象
徴
と

し
て
の
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

即
ち、

真

言
と
し
て

露
出
す

「

の
源
泉
で
あ
る。

即
ち、

あ
る
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
と
は、

潜
勢
的
シ
ニ

フ
ィ
エ

が
現

る
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
の
背
後
に
は
無
限
の
シ
ニ

フ
ィ
エ
ーー
レ

フ
ェ

ラ
ソ
の
海
が

う
ね

実
化
さ
れ
た

も
の
で
あ

り、

そ
れ
が
欠
落
と
し
て
生
じ
る
が

故
に、

シ
ニ

フ
ィ
エ

っ

て

い

る
。

そ

し

て、

こ

の

レ

フ
ェ

ラ

ソ

ーー

シ

ニ

フ

ィ

エ

ーー

シ

ニ

フ
ィ

ア

ソ

の
一

側
の
空
隙
・

傷
痕
が、

そ
の
ま
ま

痕跡

1ー

エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
と
な
る
の
で

あ
る。

体化

と
し
て
の

真
言
が、

身
口

意
の
三

密
な

の
で
あ
る
(
こ
の

場

合、

身
1ー

レ
フェラソ、口肚シニフィアン、意1ーシニフィエ、とも置換できよう)。

こ

の
シ
ニ

フ
ィ

ア
ソ
ーー
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル

生
成
の
論
理
は、

量
子
論
に

お
け
る

ハ
3
)

P
・

デ
ィ

ラ
ッ

ク
の
陽

子生

成
説
に
類

似
し
て
い

る。

デ
ィ

ラ
ッ

ク
に
よ
れ
ば、

ま
た、

こ

の
三

密
は

文

字
"

象
徴
な
の
だ
か

ら、

そ
れ
は
そ

の
ま
ま
エ

ク
リ
チ

真
空
と
は、

何
も
な
い

空
間
な
の
で
は
な
く
て、

陽
電

子(
反
物
質
・

+

の
電
荷)

ユ

ー
ル

(
書
か

れ
た
も

の
・

書
字
・

書
字
行
為)

で

あ
る
。

「

声
字
実
相
」

と
は

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る。

こ
の
陽
電
子
の
海
は
観
測
不
能
で
あ
っ

て
仮
想
的

そ
の

謂
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

無
論、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
が
そ
の
ま
ま
エ
ク
リ
チ
ュ

ー

で

し
か
な
い

が、

そ
こ

に

光
子
が
当
る
と、

陽
電
子
は

光
子
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
吸

ル
な
の
で
は
な
い。

ま
た、

そ
れ
は
因
果
関
係
や
社
会
規
約
で
結
合
さ
れ
て
い
る

収
し
て
負
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
海
か
ら
正
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
空
中
へ

飛
び
出
し
、

電
子

「

の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て、

こ
の

場
に
お
い
て
は、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
の
生成とエクリチュールの生成が同時的だということである。

(
物
質

二

の
電
荷)

と
な
る。

ま
た、

そ
の
電
子
が
飛
び
出
し
た
海
に
は
一

個分の穴が空くので、あたかも陽電子が一側発生したように見える。つ

B
一

そ
も
そ
も、

こ

の
空
海
的
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ソ
ーー
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル
の
生
成
は、

ま
り、

真
空
に
光
子
が
入
る
と
そ
こ
で
電
子
と
陽
電
子
が
対
生
成
さ
れ
る。

こ
の

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ

フ
ィ

エ
の
関
係
性
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ

て
い

る。

井
筒
の

電
子
の
生
成
は
「陽

電
子
の
海
(
U冨

o
ω
雷)
」

か
ら
の
欠
落
と
し
て
描
き
出
さ

図
式
で

言
え
ば、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
A

は、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
の

側
か
ら
す
れ
ば
シ
ニ

れ
る。

即
ち、

量
子
論
的
真
空
と
は、

こ
の
電
子
と
陽
電
子
が
仮
想
的
に
対
生
成

・

◆

・

・

■

●

●

9

●

,

フ
ィ
エ
a

有
力
化
し
た

も
の
だ
が、

シ
ニ

ア
ィ
エ

の
側
か

ら
す
れ
ば
シ
ニ

フ
ィ
エ

し
対
消
滅
し
て
い
る
ゆ
ら
ぎ
の
空
間
で
あ
る。

こ
の
量
子
論
的
真
空
と
同
様
に、

a
が
欠
落
し
て
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン

化
し
た
も
の
で

あ
る。

即
ち、シニフィアンA(シニフィエabcde…)

全
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
仮
想
的
で
あ
る
よ
う
な
意
味
の
海、

そ
れ
直
体
と
し
て
は
感
得できない負エネルギーの言語鱈藤偏なのである。井筒はこれを「言語

(
5アラや識」と呼ぶが、

そ
れ
は
全
体
的
無
意
識
と
し
て
の
宇
宙
の
謂
で
も
あ

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン

B

(

シ
ニ

フ
ィ

エ

a

b

c

d

e

…
)

る。

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
は、

こ
の
宇
窃
聾

無
意
識
の
海
か
ら
の
欠

落
と
し
て

露
出
す

シ

ニ

フ
ィ

ア

ン

C

(

シ

ニ

フ
ィ

エ

a

b

⑥

d

e

…
)

る。

そ
し
て、

そ
の
こ

と
に
よ
っ

て
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
と

事
後
的
シ
ニ

フ
ィ
エ

が
対

生
成
さ
れ、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
の
空
孔
が

欠
落
の

痕跡

と
し
て
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル
化

と
な
る
(
白抜

き
文
字
は
そ
こ
が
空
隙
で
あ
る
こ
と
を
示
す)
。

こ
の
意
味
に
お

さ
れ
る
の
で
あ
る。

い
て、

シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
A
に
対
応
す
る
シ
ニ

フ
ィ
エ
a
と
は、

事
後
的
に

顕
現
す

無
論、

私
は
空
海
の
言
語
哲
学
を
量
子
論
に
結
び
つ
け
て
正
当
化
し
た
い
わ
け

1

1



で
は
な
い
。

こ
れ
は
単
な
る
比
喩
に

過
ぎ
な
い。

た
だ、

こ
の
比
喩
に
よ
っ

て、

は
な
く、

や
は
り

仏
教
的
と
呼
ば
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る。

即
ち、

そ
こ
で
は、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
の
同
時生

成
の
描
像
を
描
き
出
せ
る
は
ず
で

存
在
は
世
界
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い。

世
界
の
陥
没
点
が
存
在
な

あ
る。

こ
の
こ
と
は、

し
か
し、

私
の
恣
意
的
解
釈
で
は

な
い
。

例
え
ば、

南
方

の
で
あ
る
。

そ
の

陥
没
が
世
界
の
空
隙
と
し
て
の
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
蹄
エ

ク
リ
チ

熊
楠
は、

土
宜
法
竜
と
の
往復

書簡

の
中
で、

そ
の
独
特
な
曼
陀
羅
観
を
展
開
し

(

5)

て
い
る
が、

こ
の
事
態
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る。

ユ

ー
ル
で
あ
る。

つ

ま
り、

力
の
発
動
に
よ
っ

て、

シ
ニ

フ
ィ
エ
の
海
か
ら
シ
ニフィアンが揺動し、こぼれ落ちてきたときの空隙として「名」11痕跡

が
残
る。

逆
に
言
え
ば、

こ
の
欠
落
が
世
界
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て、

欠
落
な

…
四
曼
陀
羅
の
う
ち、

胎
蔵
界
大
日
中
に
金
剛
大
臼

あ
り。

そ
の
一

部
心
が

き
世
界
は、

物
事
が
生
成
し
な
い
静
止
し
た
宇
宙
で
あ
る。

こ
の
宇
宙
は、

い
わ

「「

大
田
滅
心
(
金
剛
大
日
中、

心
を
去
り
し
部
分)

の
作
用
に
よ
り
物
を
生
ず。

ぱ
物
質
と
反
物質

が
対
生
成
・

対
消
滅
を
繰
り
返
す
物
理
学的

真
空
で
あ
り、

大

栃

物
心
相
反
応
動
作
し
て
事
を
生.
ず。

事
ま
た、

力
の

応
作
に
よ
り
名
と
し
て

日
如
来
の
絶
対
的
な
三
昧
境
そ
の
も
の
で
あ
る。

こ
の
三
昧
境
11

法
界
が
破
ら
れ

脈文

伝
わ
る。

さ
て
力
の
応作

が
心
物、

心
事、

物
名、

名
事、

心
物
心、

心
名

な
い
か
ぎ
り、

物
事
は
生
成
し
な
い
。

つ

ま
り、

「
対
」

は
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

卿畔
,一

物
(
中
略)

心
名
名
名
物
事事

名物

心
と
い

う
あ
ん

ば
い

に、

い
ろ
い
ろ
の順序で心物名事の四つを組織するなり。例(以下、例は略す)

い
。

W
・

パ

ウ
リ
の
用
語
を
借
り
れ
ば、

「
パ

リ
テ
ィ

(
偶
奇
性
・

対
称
性)

の

(

6)

破
れ」

が
そ
こ
で

起
る。

即
ち、

大
日
が
三

昧
境
か
ら
立
ち
上
が
る
の
は、

こ

の安定的な対の破れによってなのであって、大日が大口であることの自

「

者学

右
の
ご
と
く、

真
言
の
名
と
印
は
物
の
名
に
あ
ら

ず
し
て、

事
が
絶
え
な

覚
を
持
た
な
い
か

ぎ
り、

こ
の
法
界
は
破
れ
な
い
。

大
日
の
自
己
覚
醒
と
は
自
己

19

仕

が
ら
(
事
は
物
と
心
に
異
な
り、

止
め
ば
断
ゆ
る
も

の
な
り)

胎
蔵
大
目
中

矛
盾
以
外
の
何物

で
も
な
い
が、

し
か
し、

こ
の
矛
盾
こ

そ
が、

鈴木

大拙

の
所

一

聯

に

名
と
し
て
の
こ
る
な
り。

こ
れ
を
心
に
映
し
て
生

ず
る
が
印
な
り。

故
に

謂
「
般
若
即
非
の

論
理
」

な
の
で
あ
っ

て、

「
如
来
は
如
来
で
な
い

と
い
う
こ
と

(
7
V

扮

今
日
西
洋
の
科
学
哲
学
等
に
て
何
と
も
解
釈
し
よ
う
の
な
き
宗
旨、

言
語、

に
お
い
て
如
来
で

あ
る」

と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る。

こ
の
大
月
の
自
己
覚
醒
と

殉

習
慣、

遺
伝、

伝
説
等
は、

真
言
で
こ

れ
を
実
在
と

称す

る、

す
な
わ
ち、

は
宇
宙
11

無
意
識
の
自
覚化

で
あ
る。

即
ち、

そ
こ
で
は
無
意
識
が
無
意
識
を
自

り

名

な

り
。

覚
し、

無意

識
が

そ
れ
自
身
と
し
て
自
己
を
露
わ
に
す
る。

こ
の
こ
と
は
形
式
論

海空

議
論
の
細
部
に
渡
る
余
裕
は
な
い
が、

熊楠

の
曼
陀
羅
論
の
特
徴
は、

世
界
が

理
か
ら
す
れ
ば
単
な
る

矛盾

で
し
か
な
い
が、

し
か
し、

こ
れ
が
仏
の

慈悲

で
ある。つまり、「私がここに存する」ということは、大日の自己覚醒の

●

・

大
日
か
ら
の
欠
落
と
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る。

即
ち、

「
大
日
滅
心
の
作

結
果
な
の
で
あ
る。

即
身
成
仏
と
は、

そ
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い。

O

●

●

●

用
に
よ

り
物
を
生
ず
」

る
の
で
あ
り、

「
事
が
絶
え
な
が

ら
胎
蔵
大
日
中
に
名
と

そ
れ
は
意
味
(
も
し
く
は
無
意味

)

の
次
元
の
出来

事
で
は
な
い
。

強
い
て
言

●

,

齢

ワ

し
て
の
こ
る
」

の
で
あ
っ

て、

こ
の
欠
落
の
発動

が
「
力
」

な
の
で
あ
る。

そ
の

え
ば、

そ
れ
は
「非

意
味」

の
出
来
事
で
あ
る
。

こ
の
「非

意
味」

の
体、
略
こ
そ、

根
源
を
禅的

に
は
「
絶
対
無」

と
呼
ん
で
も
そ
う
違
わ
な
い
だ
ろ
う。

声
な
ら
さ
る
声、

文
字
な
ら
さ
る
文
字
と
し
て
の
く
声
字〉

の
顕
現
で
あ
る。

真

熊楠

の
思
想
は
真
言
密
教
に
の
み
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が、

熊
楠
が
感

言
と
は、

即
ち、

意
味
の
次
元
か
ら
言
え
ば、

「
無
意
味
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
」

で

得
し
て
い
る
世
界
は、

西
欧的

も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
的

な
構
成
主
義
的
世
界
で

あ
る
ほ
か
は
な
い。

こ
の
「
無
意
味
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
」
1一

真
言
に
綴
り
合
わ
さ



れ
る
こ

と
に
よ
っ

て、

カ
ル
マ

の
巣
窟
で
あ
る

分断

さ
れ
た
身
口

意
の
三

業
が、

そ
の
ま
ま
三

密
と
な
る。

そ
の
と
き、

世
界
は
意味

か
ら
解
き
放
た
れ
た
声
字
が

お
わ
り
に
一売

工
海
言
語
論
の
メ
デ
ィ

ア
的
性
格

戯

架
す
る
世
界
と
な
っ

て
展
開
す
る。

真
言
と
は、

こ

の
よ
う
な

非
意
味
11

声
字

の
世

界
で
あ
る。

声
字
が
戯
架
す
る
真
言
の
世
界
で
は、

声
字
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。

雨
の
声

を

聞
き、

石
の

声
を
聞
く
。

そ
れ
は

仏
の
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
り、

そ
れ
を
聞
く

(
1)

森
本和

夫

『
声
字実

相
義』

と
現
代
言
語
論」
(
『
弘
法
大
師
と

現
代』

筑
摩書

房

私
も
ま
た

仏
で

あ
る。

木
々

の
姿、

雲
の
流
れ、

全
て
が

仏
の
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル

一

九
八

四)
。

で
あ
り、

そ
れ
を

見
る

私
も
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル
な

の
で

あ
る。

即
ち、

あ
ら
ゆ
る

(
2)

井
筒俊

彦
「
事
事無

礫
・

理
理
無
磯」
一

六
三
頁
(『
井
筒
俊
彦
著
作
集』

9

東

も
の
は、

生
き
と
し
生
け
る
声
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

空
海
の
言
語
宇宙

と
は、

洋
哲
学
〈
中
央
公
論
社

一

九
九
二
〉)
。(3)以下、ディラックに関する記述

は、

ニ
ー
ル
ス
・

ボ
ー
ア
「
ソ
ル
ヴ
ェ

イ
会議と量子力学の発展」八二ールス・ボーア論文集2『量子力学の誕生』嵩波文庫二〇〇Q)による。一番関連の深い箇所のみ引用しておく。「ディラックは、すべての負のエネルギー状態が同等の定常状態にたいする

実
は
〈
生
命
〉

の
別
名
な
の
で
あ
っ

て、

声
字
と
は
こ
の
生
命
の
海
の
う
ね
り
なのである。空海の宇宙に声字ならざるものがないとは、その謂である。この宇宙の自己表据としての生命11声字は、意味を持たない。それは「意味」の水準の出来事ではないからである。即ち、声字が「無

排
他
原
理
と
両
立
す
る
範
囲
内
で
完
全
に
埋
め
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う、

い
わ
ゆ
る

意
味
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
」

た
る
所
以
で

あ
る。

…

デ
ィ

ラ
ッ

ク

の

海

(
H)一
『
鋤
0
ω⑩

餌)

と
い

う
巧

妙
な

ア

イ

デ
ア

を

導

入

し

ま

し

た
。

こ

し
か
し、

こ
の

「
無
意

味
な
シ
ニ

フ
ィ

ア
ン
」

で

あ
る

声
字
も

真
言
目

文
字
.

20

の
描
像
で
は,

電
子
の
生
成
は
対
で
行
わ
れ
ま
す。

つ
ま
り
そ
の
対
の
一

方
の
通
常の〔負の〕電荷のものはその海から持ち上げられたものであり、他方の逆の〔正の〕電荷のものはその海に残された穿孔で表されます」(四〇五頁)。(4)井筒俊彦「文化と言語アラや識」(『井筒俊彦著作集』9東洋誓学〈中央公論社一九九二〉)。

象
徴
と
し
て
表
出
さ
れ
る
な
ら
ば、

そ
こ
に
如
何
な
る
論
理
的
な
網
目
を
張
り
めぐらしても解読を拒むことはできない。それゆえ、空海は解読を拒むことを貫徹するのではなく、その解読を不確定なものに、つまりは、解読を無限に向けて解放する。逆に言えば、声字は無限の解読を要請する。即ち、「解読されない」とは、まさにそれが「解読され尽せな

【

(
5)

『南

方
熊楠

土
岐法

竜

往
復
書
簡
集』

三
三
三
頁
(
八
坂
書
房

一

九
九
〇)
。(6)ウォルフガング・パウリ/藤田純一訳「ニュートリノの新しい話、古い話」5「パリティの破れ、弱い相互作用の法則」九八頁(『物理と認識

』〈講談社…九七五〉)。(7)鈴木大拙が「般若即非の論理」と名付けたのは、例えば、『金剛般若経』の「もろもろの微塵を、如来は、微塵に非ずと説き、これを微塵と名づけたり。如来は世界は世界に非ずと説き、これを世界と名づけたり」といった論理である(中村元値訳註『金般若経・般若心経』七三頁く岩波

い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

不
可
得
と
は
こ
の
無
限
の
解
読
の
謂
で
あ
り、

本
不

し
ょ

う
き

生
と
は
こ
の
無
尽
の
性
起
の
謂
で
あ
ろ
う。

そ
の
こ
と
に
よ
っ

て、

実
は、

自
内証が表出可能であるかどうかという問いも解消される。なぜならば、この宇宙は既にして仏の自内証の内実なのだから、それは隠すところなく開陳されているのであり、既に表出され終っているからである。それが即ち、宇宙が生命に満たされていると・いうことである。

J
マ
ジ
プ
オ
ン

こ
れ
は
極
め
て
流
出
論
的
な
宇
宙
理
解
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
が、

キ
リ
ス
ト

文

庫

一

九

六

〇
V)
。

教
な
い
し
は
西
欧
哲
学
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る。

例
え
ば、

現
代
の



宇
宙
物
理

学
に
お
け
る
宇
宙
開
聞
説
で
あ
る
ピ
ッ
ク
バ
ソ

仮
説
は

ブ
「
神
の
一

撃
」を証明するものとしてローマンカトリックから歓迎された。この仮説

号
の
往
還
が、

空
海
的
に
は
声字

の
戯
楽
で
あ
る
だ
ろ
う。

そ
れ
は
生
命
の
自受容法楽の世界、「渓声山色」の風光である。

に
関
す
る
特
異
点
定
理
の
証
明
を
行
っ

た
S
・

ホ
ー
キ
ン

グ
は、

一

九
八
一

年
に

こ
の
生
命
の

奔流

と
し
て
の
宇
宙
は、

シ
ョ

ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
風
に
言
え
ば、

パ

チ
カ
ソ
で
開
催
さ
れ
た
宇
宙
論
会
議
に
招
聰
さ
れ、

ロ

ー
マ

法
王
に
謁
見
し
て

(

2)

い

る。

パ

ス
カ
ル
が
「
デ
カ
ル
ト
は
袖
な
し
に
済
ま
せ
ら
れ
た
ら
と
思
っ

た
に
違

「亡
一4
目
な
る

意
志」

に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
的
に

言
え
ば、

そ
れ
が「無明」であり「煩悩」である。その「無明」を「法性」に転じ、「煩

「

い

な
い
」

と
皮
肉
っ

た
の
は
有名

な
話
だ
が、

デ
カ
ル
ト

に
お
い
て
要
請
さ
れ
ていた宇宙の第一原因としての神は、ホーキング自身の意図とは無関係

悩」

を
「
菩
提」

に

転
ず
る
と
こ
ろ
に、

生
命
肯
定
の
教
義
と
し
て
の
大
乗
仏
教

ケ

ー

レ

の
特
質
が
あ
る。

「煩

悩
即
菩
提
」

と
い
う

所
以
で
あ
る
が、

そ
の
転
回
の
挺
子

一

な
が
ら、

現
在
の
量
子
重
力
宇
宙
論
に
ま
で
揺
曳
し
て
い

る
の
で
あ
る。

ま
た、

と
し
て
〈
声
字
〉

を山
14
て
た
と
こ
ろ
に、

空
海
言
語
論
の
宇
宙
論
的
射程

が
存
し

紡

こ
の
よ
う
な
起
源
と
終
末
を
持
つ
宇宙

論
を
神
学
的
に
展
開
し
た
論
者
に、

異
端

て
い
る
の
で
あ
る。

そ
れ
を
空
海
の
「
人
間
観
」

と
し
て
見
れ
ば、

空
海
は
人
間

脈文

の
神
学者

テ
イ
ヤ
ー
ル
・

ド
・

シ
ャ
ル
ダ
ン
が
い

る。

シ
ャ
ル
ダ
ン
は、

宇
宙
を

存
在
を
声
字
と
し
て

捉
え
た
の
で
あ
る。

現
代
物
理
学
に
は
〈
人
間
原
理
〉
即
ち、

の史学調
一

諸嬢

「
物
質」

か
ら
「生

命
」

そ
し
て
「
思
考
(
精神

ご

へ

と

高
ま
り
つ
つ

発
展
す
るものと捉え、その「人格化する宇宙」の極点を「神秘的な中心」-ーオ

(

3)

メ
ガ
点
と

名付

け
た。

こ
の
オ
メ
ガ
点
と
は、

宇
宙
の
全

意味

連
関
が
収
蝕
す
る地点だと言ってよいが、オメガ点がある以上、それはアルファ点を持たざるをえない。アルファ点オメガ点という考え自体が「黙示録」に

「
宇
宙
が
現
に
あ
る
よ
う
な
姿
で
見
え
る
の
は、

も
し
宇
宙
が
別
の
姿
で
あ
っ

たとすれば、我々が存在して宇宙を観測することはできないためだ」と

(
4
)

い
う
原
理
が
あ
る。

そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
言
え
ば、

空
海
の
思
想
は、

「
人
間
が声字11仏であるのは、宇宙が声字-一仏だからだ」となるだろう。こうした空海の言語思想を端的に言えば、「言葉は存在に先立って

一
別

一

聯

由
来
す
る
も
の
で、

元
来、

神
に
よ
る
世
界
の
創
造
と
終

末
を
意
味
し
て
い
る。

在
る
」

と
い

う
こ
と

で
あ
る。

よ
り
広
く
は、

そ
れ
は
「
は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き
」

初

ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
し
て
も、

そ
の
モ
ナ
ド
に
は
「
神
」

か
ら
「
物
質
」

ま
で
の
位

(
『
聖
書』

ヨ
ハ
ネ
伝
・

第
一

章
第
一

節)

と
い

う
思
想
の
系
列
に
属
す
る。

し
か

殉

階
が
備
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
り、

こ
う
し
た
起
源
と
終
末
を
持
つ

キ
リ
ス
ト
教
的

し、

キ
リ
ス
ト
教的

・

西
欧
的
な

コ
言
葉」

は
「
神
の
言
葉」

で
あ
り、

そ
の
起

ヴ

宇
宙
論
に
は

厳然

た
る
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
が
存
し
て
い

る。

源
に
お
い
て
「
光
あ

れ
」

と
唱
え
る
の
は

神
で
あ
る。

ま
た、

こ
の
「
言
葉」

は、

海空

し
か
し、

大
日
如
来
の
宇
宙
は
流
出
し
続
け
る
生
命
そ
の
も
の
で
あ
っ

て、

この流出には起源も終末もない。大日如来は流出それ虞体なのであっ

特
に
表
音
文
字
文
化
圏
に
お
い
て、

陰伏

的
に
音
声
言
語
を
指
し
示
し
て
い
る。つまり、その表出論は「発話主体が存在し、その主体が音声言語を発

て、

流
出
の
起
源
で
も
終
末
で
も
な
い
の
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
ば、

大
日
の
三
昧

す
る
」

と
い
う
水
準
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
れ
は
「
声
か
ら
文
字

境
で
あ
る
真
空
が
破
ら
れ
る
根
源
的
な
原
因
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る。

大
日
が
法

へ
」

と
い

う
道
筋
で

あ
り
、

確
か
に
人
類
史
的
な
理

解
と
し
て
は
わ
か
り

や
す

界
か
ら
立
ち
上
が
る
の
は、

大
日
の
慈
悲
心
に
よ
っ

て
で

あ
る。

そ
れ
が
こ
こ
に

い
。

こ
れ
に
対
し
て
、

空
海
の
言
語
論
は、

決
し
て

音
声
中
心
主

義
的
で
は
な

私
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

即
ち、

大
日
が
私
を
要
請
す
る。

親
鶯
の

い
。

む
し
ろ、

そ
の

同
時
的根

源
と
し
て
文
字
が
立
て
ち
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に、

用
語
で
言
え
ば、

こ
の

要請

へ

の
回
答
が

「
回
向
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

六
字
名

空
海
言
語
論
の
最
大
の
特
性
が
あ
る。

つ
ま
り、

空
海
は、

人
間
存在

を
エ

ク
リ

号
の

往還

、

往
相
回
向
・

還
相
回
向
と
は、

そ
の
謂
で
あ
る。

こ
の
親
鷺
的
な
名

チ
ュ

ー
ル
と
し
て
捉
え
る
地
平
を
開
い
た。

漢
字
文
化
圏
に
お
い

て、

こ
の
「
エ



ク

リ
チ
ュ

ー
ル

と
し
て

の
人
間
」

と
い

う
定
義
は

さ
ほ
ど

突
飛

な
も
の
で
は
な

(
1
)

ロ

ー
マ
・

カ

ト

リ
ッ

ク

教

会

は、

一

九
五
一

年
に
ビ

ヅ

グ
バ

ソ

説
は
バ

イ

ブ

ル

と

い。

そ
れ
は、

書
の
世
界
と
し
て

我
々

に
極
め
て

近
し
い
か
ら
で

あ
る。

こ

の
意

調

和
す

る

も

の
だ

と

公

式
見

解

を

述
べ

て

い

る

(

ス

テ
ィ

ー

ヴ
ソ
・

W
・

ホ

ー

キ

ソ

味
に
お
い
て、

空
海
が
三

筆
の
一

人
で
あ
っ

た
こ

と
は、

極
め
て

示
唆
的
で
あ
ろう。「文は人なり」という格言は、漢字文化圏において、その文のフィギュア自体、即ち、「書」そのものを含まずにはいられない。それは、表音文字使用圏における装飾としてのカリグラフィーとは一線を画している。

グ
/
林
一

訳
『
ホ
ー
キ
ン
グ、

宇
宙
を
語
る
』

八
0
頁
〈
早
川
書
房

一

九
九
五原刊一九八八〉)。なお、特異点とは〈時空の摺曲率が無限大になって、物理学のあらゆる法則が成立しなくなる地点〉のことだが、ホーキングの特異点定理とは、あくまでもく一般相対性理論を前提とするかぎり特異点が存在せざるを得ないVということを証明したのであって、〈特異点が実有的に存在するVことを証明したのではない(スティーヴソ・ホー

無
論、

私
は
音
声
言
語
に
対
す
る
文
字
言
語
の
優
位
性
を
言
い
た
い
わ
け
で
は

キ

ン
グ

/佐

藤
勝

彦

訳
『
ホ

ー
キ

ン

グ、

未

来
を

語
る
』

二
三

〇
・

二
三
…

貫
く
ア

ー

な
い
。

そ

う
で
は
な
く
て、

空
海
の
言
語
論
に
お
い
て
は、

言

葉
の
フ
ィ

ギ
ュ

アが音声としてだけではなく、文字としても定立されていることに注目したいのである。おそらく、それが音声中心主義と文書中心主義を媒介する通底器となったのである。契沖が空海の言語観の中から発出したことの意味も、そこに求められるのではなかろうか。

(
2)

テ
ィ
ス
ト
ハ
ウ
ス

ニ

0
0
一
V)
。

現
時
点
で
の
量
子
論
的
宇
宙
論
は、

特
異
点
が存在しない無境界宇宙論に展開していることから言えば、むしろ、空海的な宇宙論に適合している。法王は列席した科学暑達に向って、「ピックパン以後の宇宙の進化を研究するのは大いに結構だが、ビックバγそれ自体を探求してはならない。なぜなら、それは創造の瞬間であり、したがって神の御楽なのだか

「

こ

の
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル

と
し
て
の
人

間
と
は
、

そ
の
存

在
自

体
が

表
毘
で

あ

ら、

と

語
っ

た
」

そ
う

で

あ

る

(

注

(
一
)

前

掲

『
ホ

ー

キ
ン

グ、

宇

宙
を

語
る
』

22

る。

私
が、

空
海
を

「
メ
デ
ィ

ア
の
形
而
上
学
者
」

と

名付

け
て

み
る
の
は、

空

一

六

七

頁)
。

一

海
に

お
け
る
人
間
が、

エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル
と
し
て

あ
る
か
ら
で

あ
る。

即
ち、

この人間は声字であることにおいて、また、それによって仏に媒介されることにおいて、まさにメディアとして存在している。即ち、このエクリチュールー-人間は、無尽の意味情報であると同時に表出手段その

(
3)

テ

イ

ヤ

ー
ル
・

ド
・

シ
ャ

ル

ダ

ン

/美

田

稔

訳

『
現

象
と

し

て

の

人

間
』

(
み

す

ず書房「九六六原刊}九五五)二九九～三〇三頁。シャルダンにおけ

○

●

騰

る
人
間
の
進
化
論
的
把握

は、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
よ
う
な
若
干
の
う
ろ
こ
が
われわれの文明にとって大陸のはてになおもくっついているが…」の如く(饒点原文。同書二三七頁)、アホりジニに対する差別的な表現をも招い

も
の
で
も
あ
る
。

メ
デ
ィ

ア
そ
れ
自
体
は

「
無
記
」
(
善
で
も

悪
で
も
な
い
)

だ

て
お
り、

現
在
か
ら
見
れ
ば、

キ
リ
ス
ト
教
雌
西
洋中

心
主
義
の
枠
内
で
の
言
説
だ

が、

そ
れ
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
場
面
に
お
い
て、

常
に
手
段
化
さ
れ
て
い
く
危

つ

た

と

言
え

る
。

シ
ャ

ル

ダ
ン

の
言

う
オ

メ

ガ

点
は、

『
宇

宙

讃

歌
』

「

瞑

想

集」

第

険
を

孕
む
よ
う
に、

こ
の
エ

ク
リ
チ
ュ

ー
ル
ロ

人
間
は、

そ
の

頽落

形
態
に
お
いて容易に手段化されていく。それは、空海の壮大華麗な思想が、ある場面においては極めてオカッジョネールな利用に晒されたことと同義である。このとき問題となるのは、「エクリチュールの倫理とは何か?」という、一見奇妙な問題である。しかし、それについては、新

26
条
に
「
オ
メ
ガ
点
な
る
キ
リ
ス
ト
」

と
い
う
表
現
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
るように、端的に言って「キリスト」のことである(宇佐見英治・山崎庸「郎訳『神のくに/宇宙讃歌』シャルダン著作集第一〇巻みすず書房…九六八二四九～二五一頁V。シャルダンのオメガ点は人間悟性の終極点であって、宇宙の滅亡という観点からするものではなく、「オメガ点なるキリスト」へ無限に巻き付いていく螺旋状の人閻進化としてイメー

た
に

稿を

起
こ

さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

ジ
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
は
絶
対
精
神
の
自
己
展
開
と
も
言
え
る
が、

そ
の
意
味
で、
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