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俳句と禅

―テクストの読み（二）―

有 吉 豊 太 郎

§はじめに―言 語使い人間

前 回 、 政 大 日 本 研 究 第 八 号 に は 『 俳 句 と 禅 ― テ ク ス ト の 読

み ― 』と 題 し て 、芭 蕉 の よ く 知 ら れ た 二 つ の 句 を め ぐ り つ つ 、

文 学 に 限 ら ず 、広 く 現 実 と い う テ ク ス ト の 読 み を 扱 っ た 1。（ 芭

蕉 の 古 池 と 薺 の 二 句 に つ い て は 、 こ の 論 考 で も し ば し ば 言 及

す る こ と に な る 。）

ま ず 、 前 回 の 論 文 の 「 前 書 き 」 を 以 下 に 再 録 す る こ と で 、

そ の 輪 郭 の み を 辿 っ て み よ う 。

こ こ で は 、広 い 意 味 で「 読 む → 解 る 」つ ま り

読 解 の 問 題 点 を i)松 尾 芭 蕉 の 二 つ の 俳 句 の

成 立 ・ 読 み を め ぐ っ て あ ら ゆ る 方 向 か ら 検 討

す る が 、 ii） 読 み に ひ そ む 主 体 性 の 指 摘 を 川

端 康 成 の 「 美 し い 日 本 の 私 」 に 見 出 し 、 iii）

読 み 自 体 の 持 つ 問 題 性 の 指 摘 を 「 い ろ は 歌 」

の 中 か ら 引 き 出 し つ つ 、 iv） 読 み に ひ そ ん で

い る ア ン チ ノ ミ （ 二 律 背 反 ） が 、 あ る 意 味 で

レ ベ ル の 混 同 に よ っ て 生 じ て い る こ と を 禅 を

キ ー ワ ー ド と し て 指 摘 し 、v）結 論 と し て 我 々

人 間 存 在 が 「 知 読 と 身 読 」 の 総 合 的 存 在 で あ

1 こ れ は 、 直 接 的 な 質 疑 応 答 を 想 定 し て 書 い た 講 演 用 の 論 文 で あ り 、

そ の 為 、 意 を 十 分 に 尽 く し て い な い の で 、 こ こ に 説 明 し 直 し 、 更 に 新

た な 展 開 を 試 み る 。
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る こ と を 明 ら か に し た い 。

わ れ わ れ 人 間 存 在 は 、 恐 ら く そ の 原 初 よ り 、 有 無 ・ 自 他 ・

是 非 ・ 善 悪 ・ 正 邪 ・ 曲 直 ・ 苦 楽 ・ 愛 憎 ・ 得 失 ・ 凡 聖 ・ 迷 悟 ・

生 死 ・ 主 客 … … 、 と 何 処 ま で も 世 界 を 分 別 し て き た 、 そ し て

そ の 分 別 を 具 体 的 に 担 う の が 言 語 で あ る 。 あ る 意 味 で 科 学 的

思 考 の 基 盤 と な る 知 恵 の 持 ち 主 で あ り な が ら も 、 逆 に 、 こ の

二 分 法 （ 分 別 知 ） に 縛 ら れ 自 縄 自 縛 に 陥 っ た 、 こ れ を 脱 す る

こ と の 極 め て 困 難 な 存 在 で あ る と い え る 2。

こ の 事 実 を 『 旧 約 』 で は 、 最 初 の 人 間 が 善 悪 を 認 識 す る よ

う に な っ た こ と 、 そ の た め 死 す べ く （ し た が っ て 生 死 を ） 運

命 付 け ら れ た こ と が 記 さ れ て い る 。 こ れ は 、 分 別 を 倫 理 的 な

善 ・ 悪 と 実 存 的 な 生 ・ 死 と で 代 表 さ せ る こ と に よ っ て 人 間 の

も つ 根 本 問 題 を 明 確 に 突 き つ け て 来 た も の で あ る と 、 仏 教 哲

学 の 観 点 か ら は 、 理 解 で き る 。 す な わ ち 、 人 間 の 分 別 智 の 問

題 で あ る と 。従 っ て 、「 知 恵 の 木 」に 比 し て 、あ ま り 言 及 さ れ

る こ と の 無 い 「 命 の 木 」 の 方 は 無 分 別 智 （ 般 若 ） に 対 応 す る

の で は な い か と 。す な わ ち 、「 善 悪 を 分 別 す る 木 」は 無 明 樹 で

あ り 、「 命（ :生 死 を 超 え た イ ノ チ ）の 木 」は 菩 提 樹 で あ る と 、

楽 園 と 云 お う と 浄 土 と 云 お う と 、 無 分 別 智 の 世 界 の こ と に 外

な る ま い と 。人 間 の 問 題 の 根 源 を 問 え ば 、や は り こ の よ う に 、

文 明 ・ 歴 史 の 違 い を 超 え た 照 応 を 呈 す る の は 当 然 の こ と で あ

る か も し れ な い 3。

宗 教 学 的 に は 、 人 は 楽 園 （ 浄 土 ） を 追 放 さ れ た の か 、 も し

2 同 一 律 に 基 づ い た 二 分 節 の 一 方 に 執 し （ 貪 欲 ） 他 方 を 退 け （ 瞋 恚 ）、

こ の 事 実 に 無 知 で あ る（ 愚 痴 ）こ と を 仏 教 哲 学 で は 三 毒 と 称 し て い る 。

分 別 と 三 毒 は 密 に 関 連 す る と い う こ と で あ る 。
3 分 別 の 道 具 で も あ る 言 語 の 問 題 に つ い て は 、 天 （ 真 実 在 ） に 達 す る

こ と の で き る 唯 一 に し て 究 極 の 言 語 が あ れ ば と 、 建 設 に 取 り 掛 か っ た

バ ベ ル の 塔 は 、遂 に は 多 言 語 の 混 乱 に よ っ て 建 設 中 止 と な る が（ 旧 約 、

創 11 : 1 - 9）、 こ の 建 設 の 試 み は 、「 読 み 」 の 立 場 か ら 見 れ ば 、 人 間 の 歴

史 上 、 一 度 も 放 棄 さ れ る こ と な く 、 挫 折 を 繰 り 返 し な が ら 、 根 気 よ く

続 け ら れ て い る と 云 う こ と が で き る 。



テクストの読み(二)

3

か し た ら 一 度 も 追 放 な ど さ れ た こ と が な い の で は な い か 、 と

い う 方 に 論 じ る こ と が 出 来 る 。 と こ ろ が 、 禅 は 、 こ れ を 直 ち

に 日 常 の 足 下 の と こ ろ で 問 う て く る 。 余 り に も 身 近 で あ り な

が ら 人 間 存 在 の 本 源 の と こ ろ を 。 そ の 問 い の 地 点 は む し ろ 身

近 す ぎ る の で 一 般 的 に は 手 の 施 し よ う が 無 く 、「 ま る で 禅 問 答

み た い だ 」 と 逃 げ を 打 つ か 、 さ も な け れ ば 、 人 間 存 在 の 最 も

根 源 に 関 わ る 以 上 、 文 字 通 り 命 が け で 参 じ る こ と に な る 。

そ の 身 近 な 地 点 と は 、他 で も な い 、わ れ わ れ の 認 識 行 為（ そ

の 構 造 を 含 め て ） 一 般 の こ と で あ る 。

例 え ば 公 案 修 行 の 初 関 と な る 無 字 の 公 案（「 狗 子 仏 性 」の 公

案 ）な る も の は 、「 犬 に も 仏 性 が 有 る で し ょ う か 無 い で し ょ う

か 」 と い う 質 問 に 師 の 趙 州 從 諗 ( 7 78 - 8 9 7 )は 「 無 」 と の み 答

え た ― と い う も の で あ る 。 こ れ に つ い て 何 ら か の 見 解 を 述 べ

よ と 迫 ら れ れ ば 、 分 別 に 則 っ た 正 解 な ど あ る は ず も な く 、 ど

う も が い て も 有 無 相 対 の 分 別 界 を 一 歩 た り と も 脱 す る こ と の

出 来 な い 困 難 に 突 き 当 た ら ざ る を 得 な い 。 禅 は 、「 言 語 使 い 」

と し て の 人 間 存 在 で あ る 自 己 に 正 面 か ら 向 き 合 い 、 真 実 在 を

問 う 唯 一 の 通 路 で あ る と 云 っ て も 過 言 で は な い の で あ る 。

「 脚 下 照 顧 」 と い う 言 葉 が あ る 。 頭 の 中 で 分 別 す る な 、 相

対 に わ た る な 、 い わ ば 全 一 の 点 で あ る イ マ ・ コ コ ・ ジ コ か ら

離 れ る な 、… … と い う よ う な こ と で あ ろ う 。『 旧 約 』の 禁 断 の

樹 の 話 に 比 し て 、 東 洋 で は 身 近 な 実 践 を 説 き 続 け て き た と 云

え る 。「 読 み 」 と い う こ と ば を 使 う な ら ば 、「 分 節 的 な ら ざ る

読 み の 可 能 性 」（ 読 み と は 分 節 作 業 の 一 種 で あ る の で 、こ の こ

と 自 体 に は 論 理 の 矛 盾 が ふ く ま れ る が ） を 奇 し く も 追 究 し て

き た の で は な か ろ う か 。た と え ば 、『 荘 子 』の「 真 人 の 息 は 踵

を 以 っ て 為 、 俗 人 の 息 は 喉 を 以 っ て 為 」 と し て 、 意 識 の 置 き

所 を 分 別 機 関 で あ る 頭 部 か ら 最 も 遠 い 位 置 に 措 く こ と を 強 調

す る の で あ る 。 ま た 、 江 戸 時 代 の 禅 僧 、 白 隠 慧 鶴 も ま た 「 内

観 の 法 」と 称 し て 、「 気 海・丹 田・腰 脚・足 心 」の 方 へ 意 識 の
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置 き 所 を 身 体 下 部 へ と 示 唆 し 、 そ こ こ そ 本 来 の 自 己 で あ り 、

本 分 の 家 郷 で あ る … 、 と し て 、 い わ ば 分 別 知 の 病 に 対 す る 処

方 と も し て い る 。

以 上 、「 読 む 」と い う 人 間 の 行 為 を 、言 語 と い う 限 定 さ れ た

領 域 を 前 提 と せ ず 、 む し ろ 言 語 行 為 の 手 前 か ら 検 討 し 直 す い

わ ば 禅 的 観 点 か ら す る と 、 あ ら ゆ る ジ ャ ン ル 間 ・ 各 言 語 間 の

相 対 的 な 違 い を 越 え た と こ ろ で 、 学 的 な 検 討 も 可 能 な の で は

な い か と い う の が 、 こ の 論 究 の 目 指 す と こ ろ で あ る 。

§読む：全般あ るいは「自分」 とは

こ こ で ま ず 、 あ ら た め て 「 読 む 」 の 具 体 的 な 意 味 に つ い て

確 認 し た う え で 先 に 進 み た い 。

日 本 語 の 「 読 む 」 は 普 通 つ ぎ の よ う な 意 味 に 使 わ れ る 。 ①

文 字 で 書 か れ た も の を 読 む ② も の の 表 面 を 通 し て 推 察 す る

（「 顔 色 を 読 む 」） ③ 数 え る ・ 計 算 す る （「 票 を 読 む 」） ④ 詩 ・

俳 句 な ど を 作 る（「 詠 む 」の 字 を 当 て る こ と が 多 い ）⑤ 音 読 す

る ⑥ 色 ん な 要 素 を 含 ん だ 読 む （「 間 合 い を 読 む 」）。 い ず れ も

わ れ わ れ の 分 別 認 識 が 関 与 し て お り 、 そ の 具 体 的 な 道 具 が 言

語 で あ る 点 は 一 貫 し て い る 。

身 体 的 な 痛 み を 読 む （ 認 識 す る ） 場 合 、 そ の 情 報 は 言 語 化

さ れ 治 療 に 活 用 さ れ る 。 一 般 的 に は 、 認 識 構 造 自 体 が 問 題 化

す る こ と は な い 。 し か し 無 痛 症 と な れ ば 、 痛 み を 認 識 す る 脳

の 構 造 が 問 わ れ る こ と と な る に ち が い な い 。 わ れ わ れ は そ こ

ま で 立 ち 入 る わ け で は な い が 、「 読 む 」 の 背 後 の 認 識 構 造 ―

主 語 と な る 私 （ 主 観 ） と 目 的 語 と な る 対 象 （ 客 観 ） と に 実 在

が 分 離 す る 仕 組 み ― の も つ あ ら ゆ る 問 題 点 を 検 討 す る の で

あ る 。

ま ず 、 こ れ か ら の 論 述 が 抽 象 に 流 れ て し ま わ な い よ う 、 ま

た「 読 み 」の 根 源 的 な 問 題 を 提 起 し て く れ る 武 道 に お け る「 間

合 い を 読 む 」と い う 例 か ら 、「 読 む 」一 般 に つ い て の 概 略 を 具
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体 的 に 提 示 し て み よ う 。

（ イ ） 自 分 と 対 手 と の 間 の 間 隔 及 び 心 理 的 相 関 を 読 む

（ ロ ） 自 分 と 得 物 （ 武 器 ） と の 関 係 を 読 む

（ ハ ） 自 分 と 自 ら の 身 体 と の 関 係 を 読 む

（ ニ ） 自 分 と 自 ら の 心 （ 精 神 状 態 ） と の 関 係 を 読 む

（ ホ ） さ ら に は 自 分 の 身 体 が 自 ら と 得 物 と の 関 係 を 読

む 等 々 の 読 み の 広 が り が あ る 。

「 読 み 」の 具 体 に つ い て は ―（ イ ）は 仕・打 4の 間 の 自 ら に

好 都 合 な 間 合 い の 遣 り 取 り 、心 理 的 駆 け 引 き と な り 、（ ロ ）は

得 物 の 使 い こ な し と な り 、（ ハ ） は 身 体 捌 き と な り 、（ ニ ） 戦

い の 為 の 心 理 的 な 調 整 と な る 。（ ホ ）自 分 と い う 主 観 を 通 さ な

い 物 と 物 と の 関 係 と な る 。

極 端 な 例 で は あ る が 、命 に 関 わ る 実 戦 と な れ ば 、た と え ば 、

生 死 の 不 安 に 苦 し む 自 ら の 心 と の 間 合 い を ど う 読 む か と い う

問 題 ひ と つ と っ て も 、「 読 み 」は き わ て 具 体 的 に 重 要 な 要 素 と

な る は ず で あ る 。

も と よ り 、「 読 む 」 と は 、「 自 分 」 が 「 読 む 」 対 象 を 創 り 出

す こ と で あ る 。主（ 観 ）／ 客（ 観 ）の 分 離 が 前 提 さ れ て い る 。

武 道 に お い て は 、 遂 に は 「 分 別 か ら 自 由 に な り 、 い わ ゆ る 通

常 の 認 識 作 用（「 読 む 」）を し な く な り 、「 間 合 い 」が 問 題 と な

ら な く な り 、 上 記 イ か ら ニ に 見 ら れ る よ う な い わ ば 主 ・ 客 の

分 離 が 解 消 さ れ る 、 攻 守 一 如 の 「 妙 」 に つ い て し ば し ば 語 ら

れ る こ と が あ る 。

説 明 が 前 後 す る こ と に な る が 、 根 本 の 問 題 は 「 自 分 」 に あ

る 。 常 用 日 本 語 の 「 自 分 」 と い う 単 語 は 、 れ っ き と し た 仏 教

4 剣 道 で 組 太 刀 （ 形 稽 古 ） を 行 う 場 合 、 技 を し 掛 け 攻 め る 側 を 「 打 太

刀 」、 受 け る 側 を 「 仕 太 刀 」 と い う 。 杖 道 は 「 打 太 刀 」 と 「 仕 杖 」 と の

組 形 に な る 。
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用 語 で あ り 5 、 深 く 立 ち 入 る こ と は 避 け る が 6 、 自 分 と い う 自

と 他 と の 分 界 線 を 前 提 す る 主 体 の 把 握 自 体 に 、 以 上 に あ げ た

対 象 と し て 関 係 す る 諸 要 素 の 存 在 （ 対 手 、 得 物 な ど ） と 「 間

合 い 」 と を す で に 強 固 に 固 定 化 さ せ る 可 能 性 を 秘 め て い る 。

「 間 合 い 」 と は こ の 「 分 界 線 」 を 間 に 挟 ん だ 間 隔 の こ と に 他

な ら な い 。認 識 に は「 間 合 い 」が 前 提 し て 成 立 す る 。こ れ は 、

後 に 検 討 す る 詩 人 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル も ま た 問 題 化 し て 苦 し む

こ と に な る 。

こ の と き 一 詩 人 の 詩 作 行 為 と 禅 の 実 践 は あ る 意 味 で 同 じ 方

角 に 向 か っ て い る と い え る 。

「 読 む 」 こ と の 結 果 、 理 解 す る 。 理 解 す る と い う 意 味 の 日

本 語 の「 分 か る 」に 籠 め ら れ て い る 認 識 の 仕 組 み は 、ま ず 主 ・

客 が「 分 か れ 」、自 分 と い う 分 界 線 を も つ 主 観 の 分 別 知 が 機 能

す る 結 果 で あ る 。

禅 は 実 践 で あ る と は い え 、 そ の 背 後 の 唯 識 哲 学 に よ れ ば 、

「 読 む 」 対 象 も ま た 「 識 」 の う ち で あ り 、 主 観 の 外 の 独 立 し

た 客 観 で は な い 。 従 っ て わ れ わ れ は 良 く も 悪 く も 「 自 分 」 の

外 に 出 る こ と が な い 7。

§読む：芭蕉、 西田哲学

無 論 わ れ わ れ は 、 専 門 分 野 に お い て も 、 以 上 の 如 く 、 少 な

く と も 広 義 の 文 学 に 接 し つ つ 、 実 際 は 様 々 な な レ ベ ル の 「 読

む 」 を 複 雑 に 行 き 来 し て い る に 違 い な い 。 し か も 、 先 に 述 べ

た 、 分 別 界 に 閉 じ 込 め ら れ る か 自 由 に な れ る か 、 と い っ た 問

題 に 常 に 曝 さ れ 試 さ れ て い る の で あ る 。そ し て こ の 問 題 を「 読

5 太 田 久 紀『 凡 夫 が 凡 夫 に 呼 び か け る 唯 識 』大 法 輪 閣 、昭 和 6 0 年 、p 7 4 .
6 た と え ば 唯 識 説 で は 、 認 識 主 体 は 云 う ま で も な く 、 対 象 も ま た 識 に

よ っ て 生 み 出 さ れ た も の と す る の で 、「 読 む 」 の 問 題 は 複 雑 に な る 。
7 従 っ て 、 認 識 対 象 は 「 自 分 」 の 「 相 分 」 で あ り 、 主 体 は 自 分 の 「 見

分 」 で あ り 、 両 者 の 関 わ り （ 認 識 作 用 ） を 確 認 す る の は 自 分 の 「 自 証

分 」 で あ り 、 こ れ を 更 に 確 認 す る の が 自 分 の 「 証 自 証 分 」 で あ る 。 最

後 の 二 つ は 相 互 確 認 す る の で 、 こ れ 以 上 に 分 か れ る こ と は な い 。
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む 」 と い う 観 点 か ら 検 討 し て き た の で あ る 。

主 客 未 分 の 実 在（ 読 む O）が あ り 、作 家 が 事 象 に ふ れ る（ 読

む I）。 こ れ を 言 語 と い う 道 具 で 表 現 す る （ 読 む I I）。 さ ら に

読 者 が そ れ を 読 む （ 読 む I I I）。 あ る 言 語 表 現 を 他 の 言 語 で い

わ ゆ る 翻 訳 し て 読 む （ 読 む I V）。 再 度 確 認 し て お く な ら ば 、

人 間 存 在 が 分 別 の 道 具 を 駆 使 す る 、 い わ ば 「 言 語 使 い 」 で あ

る と い う 点 を 捉 え て 、「 読 む 」に 注 目 す る の で あ る か ら 、こ の

問 題 は 、 言 語 表 現 を 具 体 的 に 伴 う 文 学 と い う 活 動 に 限 ら ず 、

結 局 、 人 間 の あ ら ゆ る 活 動 の 根 底 に 必 ず 横 た わ る 大 き な 課 題

で あ る 。「 読 む 」 と は 「 対 象 化 」 の 典 型 的 な 仕 方 で あ っ て も 、

必 ず し も 主 体 が 意 志 的 に「 読 む 」と は 限 ら ず 、「 読 む 」事 体 が

自 ず か ら 生 じ る こ と で あ り 、 従 っ て 「 主 ・ 客 」 分 裂 の 問 題 に

わ れ わ れ は “ つ ね に ” 曝 さ れ 、 こ れ を 突 き つ け ら れ て い る の

で あ る 。

前 論 で も 、 俳 句 と 禅 と の 関 わ り に つ い て の 一 応 の 考 察 は し

て お い た 。 鈴 木 大 拙 ( 18 70 -1 96 6 ) 8 、 R . H . B r yt h (1 8 9 8 -1 9 64 ) 9 、

R .M u n i er (1 92 3~  ) 1 0、Y. B o n n e fo y ( 19 23~  ) 1 1等 が 実 際 行 っ た よ

う に 俳 句 一 般 を 禅 と 結 び つ け た り 、 文 学 史 一 般 の 中 で 禅 を 論

じ る こ と は 敢 え て 控 え た が 、 確 か に 芭 蕉 に つ い て は 佛 頂 禅 師

1 2 へ の 参 禅 の 事 実 を 其 角 が 書 き 残 し た も の が 『 芭 蕉 終 焉 記 』

8 Z e n  B o u d d h i s m  a n d  i t s  I n f l u e n c e  o n  J a p a n e s e  C u l t u r e ,  1 9 3 8 . （ 邦 訳『 禅

と 日 本 文 化 』 岩 波 新 書 、 1 9 4 0 年 ）。 参 照 、『 現 代 日 本 思 想 体 系 8 鈴 木

大 拙 』 筑 摩 書 房 、 1 9 6 4 年 。
9 R . H .  B l y t h ,  Z e n  i n  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  a n d  O r i e n t a l  C l a s s i c s ,  H o k u s e i d o ,
1 9 4 2 .
H a i k u  4  Vo l s . ,  H o k u s e i d o ,  1 9 4 9 - 5 2 .
A H i t o r y  o f  H a i k u  2  Vo l s , H o k u s e i d o ,  1 9 6 3 - 6 4 .
Z e n  a n d  Z e n  C l a s s i c s  4  v o l ,  H o k u s e i d o ,  1 9 6 6 .
1 0 H a ï k u ,  a v a n t - p r o p o s  e t  t e x t e  f r a n ç a i s  d e  R . M ü n i e r ,  p r é f a c e  d e

Y. B o n n e f o y : « D u  H a ï k u » ,  F a y a r d ,  1 9 7 8 .
1 1 注 1 0 及 び 注 2 7 参 照 。

1 2『 総 合 芭 蕉 事 典 』 雄 山 閣 、 昭 和 5 7 年 、 3 4 7 頁 。 山 形 新 聞 社 編 集 局

編 『 芭 蕉 を 読 む 没 後 三 百 年 』 三 一 書 房 、 1 6 7 頁 。 松 尾 芭 蕉 「 鹿 島 紀

行 」 三 〇 〇 年 記 念 事 業 実 行 委 員 会 編 『 芭 蕉 鹿 島 詣 』 あ け ぼ の 印 刷 、

昭 和 6 2 年 。 な お 仏 頂 禅 師 に つ い て は 、『 奥 の 細 道 』 の 雲 巌 寺 の 条 に 言

及 あ り （ 堀 切 実 編 『 奥 の 細 道 解 釈 事 典 』 東 京 堂 出 版 、 2 0 0 3 年 ）。
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に 確 認 で き る し 、 有 名 な 「 古 池 や … … 」 の 句 1 3 の 成 立 に つ い

て も 、 禅 師 と の 問 答 と 深 く 関 わ り が あ る と さ れ て い る 1 4 。 そ

の 逸 話 に 拠 れ ば 、 詳 し い 説 明 は 前 論 に 譲 る が 、 出 会 い 頭 の 日

常 の 挨 拶 の 中 で 、「 雨 後 の 苔 が 青 々 と 美 し い で す ね 」と の 芭 蕉

の 挨 拶 に 対 し て 、 禅 師 は 雨 の 前 後 ・ 物 の 色 合 い な ど 、 い わ ば

分 別 の 手 前 、 延 い て は 、主・客分裂以前、 す な わ ち言語以前

を問い 、 俳 人 が こ れ に 応 え た も の を 基 に し て 出 来 上 が っ た 句

で あ る と い う 1 5。

「 松 の 事 は 松 に 習 へ 、 竹 の 事 は 竹 に 習 へ と … … 私 意 を は な

れ よ と い ふ 事 也 」 や 「 物 の 見 へ た る ひ か り 、 い ま だ 心 に き へ

ざ る 中 に い ひ と む べ し 」（『 三 冊 子 』） と い う 俳 人 の こ と ば は 、

換 言 す れ ば 、 ” 分 別 以 前 を 読 む べ し ” と 解 す る こ と が で き よ

う 。 こ れ は ま た 、 た だ ち に 西 田 幾 多 郎 （『 善 の 研 究 』） の 「 純

粋 経 験 （ 直 接 経 験 ）」 を 思 い 出 さ せ る も の で あ る 。「 色 を 見 、

音 を 聞 く 刹 那 、 未 だ 主 も 無 く 客 も 無 い 」 こ の 「 純 粋 経 験 の 事

実 の 外 に 実 在 は 無 い 」、こ れ が「 唯 一 の 実 在 」で あ る と 。云 う

な ら ば 、 芭 蕉 も ま た 唯 一 の 実 在 に 注 目 し 、 真 実 在 を 捉 え ん と

し て い る 。「 自 己 」と「 今 」（ と い う 自 己 の 時 間 的 局 相 ）と「 此

処 」（ と い う 自 己 の 空 間 的 局 相 ）と が 、つ ま り イ マ・コ コ・ジ

コ が 未 分 の と こ ろ 、 更 に は 主 ・ 客 未 分 の 原 事 実 に こ の 俳 人 も

注 目 し て い る と 、 確 言 で き る の で あ る 。 こ れ を 、 逆 の 観 点 か

ら 句 作 上 つ ぎ の よ う に 忠 告 し て い る ― ― 「 た と へ 物 あ ら は に

云 出 て も 、 そ の も の よ り 自 然 に 出 る 情 に あ ら ざ れ ば 、 物 と 我

二 つ に な り て 其 情 誠 に い た ら ず 。私 意 の な す 作 意 也 。」（『 三 冊

子 』）こ れ は 、西 田 に 言 わ せ れ ば 、わ れ わ れ の 普 通 の 表 象 行 為

1 3 こ の 句 に つ い て は 、 山 本 健 吉 『 芭 蕉 そ の 鑑 賞 と 批 評 』（ 新 潮 社 、

1 9 5 7 年 、 1 0 6 頁 ） に 詳 し い 。
1 4 山 本 健 吉 著 前 掲 書 参 照 。 鈴 木 大 拙 『 禅 と 日 本 文 化 』（ 岩 波 新 書 ） 第

七 章「 禅 と 俳 句 ― 俳 句 の 詩 的 霊 感 の 基 礎 に お け る 禅 的 直 感 ― 」の 中 で 、

こ の 句 の 成 立 と 仏 頂 と の 関 係 に ふ れ て い る 。
1 5 単 な る 逸 話 に す ぎ な い と い う 否 定 的 な 説 も あ る が 、こ こ で は 逸 話 の

真 偽 は 問 題 で な く 、 こ の 句 に は こ の よ う な 形 で 話 題 化 さ れ る だ け の 要

素 が あ る 。
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で は 、 純 粋 経 験 （ の 統 一 の 状 態 ） が 「 破 れ た 時 、 即 ち 他 と の

関 係 に 入 っ た と き 、 意 味 を 生 じ 判 断 を 生 ず る 」 1 6 と な る 。 俳

句 は 、 あ く ま で も 言 語 表 現 で あ り な が ら 、 そ の 一 歩 手 前 の と

こ ろ で 留 ま る こ と を 求 め ら れ て い る よ う で あ る 。

上 述 の 通 り 、「 古 池 や 蛙 飛 び 込 む 水 の 音 」の 句（ 貞 亨 三 年 春

1688） が 、 純 粋 経 験 （朕兆未萌以前） を 直 指 し た 句 で あ る と

す る な ら ば 、 同 年 同 季 （ 春 ） の 作 で あ る 「 よ く 見 れ ば 薺 花 咲

く 垣 根 か な 」 の 句 1 7 は 、 純 粋 経 験 の 自 発 自 展 と し て の 意 味 ・

判 断 の ま さ に 起 こ ら ん と す る 地 点 で 、 い わ ば 、 物 の 名 や 時 間

や 空 間 の ま さ に 発 動 せ ん と す る と こ ろ を 読 み 取 り 、 句 に 結 ん

で い る と 云 え よ う 。

先 の 論 考 で も 、 分 別 に よ る 「 読 み 」 と 分 別 以 前 の 「 読 み 」

と を 区 別 し て 「 知 読 」「 身 読 」 と 名 付 け た 。

こ の 二 通 り の 読 み を 、 具 体 的 な 武 道 の 一 種 で あ る 杖 道 （ じ

ょ う ど う ）を 対 象 に 実 践 し て み る と 、知 読 の 例 と し て は：「 意

在 杖 前 身 在 杖 後 」 を 挙 げ る こ と が で き よ う 。 人 の 意 図 が 先

に あ っ て 杖 を 操 作 す る が 、 一 旦 杖 が 動 き 出 せ ば 身 体 は む し ろ

杖 の 動 き に 従 う の が よ い ― と 、 こ れ は 論 理 的 に 説 明 が 可 能 で

あ る 。 認 識 主 体 と 対 象 が 距 離 を 置 い て い る か ら で あ る 。 身 読

の 例 と し て は：「 空 手 把 杖 頭 一 路 下 平 地 」を 例 示 で き る 。手

掌 の 中 は 空 な の に 杖 を 把 っ て い る 。 杖 を 持 っ て い る の に 手 は

空 っ ぽ 。平 地 な の に 下 っ て い く 。下 っ て い く の に 平 地 で あ る 。

こ ち ら は 、 少 な く と も 合 理 的 な 説 明 が 極 め て 困 難 で あ る 。 し

か し な が ら 、 身 体 自 体 が 知 的 分 節 の 手 前 で 読 み そ れ を 言 語 化

し た 結 果 と し て は 、 自 然 な 読 み で は あ る 。

こ れ を 別 の 表 現 に 換 言 す れ ば 、 前 者 は 「 水 平 軸 上 の 読 み 」

で あ り 、 主 ・ 客 構 造 に よ る 認 識 と し て の 読 み で あ る 。 後 者 は

1 6 西 田 幾 多 郎 、（ ア ン ダ ー ラ イ ン ： 論 者 ）、『 善 の 研 究 』、 岩 波 書 店 、 2 1
頁 。
1 7 前 掲 書 （ 山 本 健 吉 『 芭 蕉 そ の 鑑 賞 と 批 評 』）、 11 3 頁 。
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「 垂 直 軸 上 の 読 み 」 で あ り 、 身 心 一 如 体 が 分 節 の 手 前 で 読 む

と 云 え よ う 。

§身近な子供の 遊びの中に

今 、 文 学 （ 俳 句 ） と 禅 と 哲 学 と 武 道 と に 交 互 に 言 及 し て み

な が ら 、 問 題 は 人 間 存 在 の 根 源 に あ る よ う だ と い う こ と が 分

か っ て き た 。 初 め に も 指 摘 し て お い た よ う に ― ― 人 間 の 問 題

の 根 源 を 問 え ば 、 文 明 ・ 歴 史 の 違 い を 超 え た 照 応 を 呈 す る の

は 当 然 の こ と で あ る か も し れ な い 。 な ら ば 、 世 界 中 の 誰 も が

例 外 な し に 経 験 し 、 全 く 日 常 的 に 観 察 で き る 子 供 の 遊 び の 中

に こ そ 、 こ の 人 類 的 根 源 の 問 題 は 繰 り 返 し 再 演 さ れ て い る は

ず だ 、と も わ れ わ れ は 主 張 し 三 つ の 遊 び を 例 示 し た の で あ る 。

ま ず「 隠 れ ん 坊 遊 び・捉 迷 藏・cache-cache」は 、む し ろ「 探

し ん 坊 遊 び 」 と で も 名 付 け た い の だ が 、 分 別 （ 知 ） と い う 道

具 を も っ て 探 り な が ら 、 も の を 判 断 し 意 味 を 付 し て ゆ く 人 間

の 根 源 の 姿 を 演 じ て い る 。 興 味 深 い こ と に 、 探 さ れ る 対 象 の

存 在 も 名 も 、 探 す 前 か ら 前 提 さ れ て し ま っ て い る 。 普 通 一 般

の 認 識 行 為 を な ぞ り 演 じ て い る と 云 え よ う 。 時 間 が た っ て も

見 つ か ら ず 、隠 れ ん 坊 の 方 が 帰 宅 し て し ま う こ と が あ っ て も 、

探 し ん 坊 の 方 は 相 変 わ ら ず 探 し 続 け る こ と も あ り 、 こ れ も ま

た 云 わ ば 探 し ん 坊 で あ る 人 間 存 在 の 姿 を 如 実 に 再 現 し て 見 せ

て い る 。

次 に 、「 イ ナ イ イ ナ イ バ ッ ・ 不 見 了 不 見 了 有 了 ・

Coucou-me-voila !」は 、遊 び と し て は 、い わ ゆ る 物 心 と し て

の 分 別 が つ く 年 齢 に 達 し な い 前 の 子 供 を 対 象 と す る 遊 び で あ

る 。 こ れ は 分 別 知 が 発 動 す る 手 前 、 い わ ば 純 粋 経 験 の 自 発 自

展 の 一 瞬 の 契 機 を 捉 え た 遊 び で あ る 。 こ の 場 合 、 こ ち ら が 分

別 す る 前 に 向 う か ら 顕 わ れ る も の に 出 会 う 。 そ し う て 初 め て

分 節 す る ― ― と い う 体 験 を す る 。

更 に 、「 ダ ル マ さ ん が こ ろ ん だ ・ 一 二 三 木 頭 人 ・
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UnDeuxTroisSoleil」遊 び は 、分 別 知 と い う 手 段 に よ っ て は 真

実 在 を 把 握 す る こ と が 困 難 或 は 不 可 能 で あ る こ と に つ い て 、

む し ろ そ の 哲 理 を 演 じ よ う と し て い る と お も わ れ る 。

ふ た た び 芭 蕉 の 句 に ふ れ る な ら ば 、「 古 池 」 の 句 は 、「 イ ナ

イ イ ナ イ バ ッ 」 と 実 在 が 顕 わ れ た 瞬 間 、「 物 の 見 え た る 光 … 」

を 捉 え て 句 に 結 ん だ と す れ ば 、「 薺 」の 句 は そ の 一 瞬 の メ カ ニ

ズ ム に 注 目 し て 、 そ れ を 射 止 め た も の で あ る 。

§ 遊びと芭蕉 と禅と

「 探 し ん 坊 遊 び 」 は 、 か く し て 、 原 初 の 人 間 が す で に 犯 し

た 問 題 行 動 を 再 演 す る も の で あ り 、 人 間 一 般 の 問 題 行 動 に た

い し て は 、 禅 は あ ら ゆ る 形 で 問 い を 発 し 続 け て い る が 、 六 祖

慧 能 (638-713)が 南 嶽 懐 譲 (677-74 4)に 問 う た「 什 麼 物 恁 麼 来 」

（ who are you?） と い う 問 い が 代 表 的 で あ ろ う か と 考 え ら れ

る 。「 隠 れ た も の 」を「 探 す 」以 前 、判 断 や 意 味 が 生 じ る 以 前 、

モ ノ が 兆 す 以 前 、 知 恵 の 樹 の 以 前 の 本 来 の 場 か ら 今 こ う し て

や っ て 来 た 者 は 誰 な の か ？

こ の 問 い は 、 実 は 我 々 一 般 の 心 の 中 に も 普 通 に 存 在 す る の

で は な い か 、と 提 示 す べ く 、す で に 前 論 考 に お い て 、「 ロ メ オ 、

ロ メ オ 、 ど う し て あ な た は ロ メ オ ？ 」 と い う シ ェ ク ス ピ ア の

戯 曲 の こ と ば を 援 用 し た 。 こ の 有 名 な 台 詞 は 、 互 い に 対 立 す

る 家 門 に 属 し な が ら 愛 し 合 っ て し ま っ た の 二 人 の 間 の 苦 悩 の

言 葉 で あ る と 一 般 に は 説 明 さ れ る が 、 こ う し て 名 を 持 ち あ ら

ゆ る 条 件 を 持 っ て 恁 麼 来 し て い る ア ナ タ は そ も そ も （ か く 分

節 さ れ る 以 前 ） 何 処 か ら や っ て 来 た 何 物 （ 者 ） か 、 と い う 根

源 的 な 問 い を 含 む の で は な か ろ う か 。 少 な く と も 、 愛 す る 対

象 に た い し て は 、 誰 も が こ の 問 い を 無 自 覚 の う ち に 蔵 し て い

る は ず で あ る 。

ま た 、 こ の 問 い は 根 源 的 に は 自 己 自 身 へ の 問 い で も あ る 。

禅 で は 「 自 己 本 来 の 面 目 」 と い う の だ が 、 名 が あ り 諸 条 件 を
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備 え 持 つ 自 己 で は な く 、 本 来 の 自 己 で あ り 、 具 体 的 に 「 父 母

未 生 以 前 の 本 来 の 自 己 」 と い う 問 い 方 を す る こ と も あ る 。 結

局 、朕兆未萌以前を 問 う の で あ る 。 つ ま り 天 と 地 が 造 ら れ る

以 前 、「 光 よ あ れ ！ 」の 以 前 の 自 己 と い う 具 合 に 徹 底 し て 分 節

以 前 を 問 う の で あ る 。 先 程 、「 薺 」 の 句 は 「 物 の 見 え た る 光 」

の 展 開 の メ カ ニ ズ ム に 注 目 し た も の で あ る 、 と し た が 、 芭 蕉

の 心 の 中 に 「 什 麼 物 ナ ズ ナ 来 」 の 問 い が 一 瞬 走 っ た に ち が い

な い の で あ る 。 そ れ を 「 よ く 見 れ ば 」 と い う こ と ば に 結 ん だ

の で あ り 、「 私 意 に か け て 」 見 た の で も な く 、「 理 屈 」 が 感 じ

ら れ る と い う こ の 句 に つ い て の 解 釈 1 8 は 却 っ て 表 面 に 惑 わ さ

れ て 本 質 を 読 み 取 っ て い な い と 云 わ ざ る を 得 な い 。 あ る い は

ま た 、「 身 辺 雑 記 的 な 嘱 目 の 句 」 1 9で あ る と も し ば し ば 評 さ れ

て い る の に 反 し て 、 む し ろ 、 こ の 句 の 背 後 に 俳 句 論 （ 詩 論 ）

さ え 窺 い 知 る こ と が 出 来 る の で あ る 。

ち な み に 、 先 に 掲 げ た 根 本 的 な 問 い 、 つ ま り 六 祖 慧 能 が 発

し た 「 什 麼 物 恁 麼 来 」 の 問 い に 南 嶽 懐 譲 は 、 八 年 を 経 て 初 め

て 省 あ り 、 答 え 得 た の が ― 「 説 似 一 物 即 不 中 ： ど ん な 言 葉 を

も っ て も 読 む こ と は 不 可 能 で す 」 で あ っ た 。

§いろは歌（雪山偈）とパンタ・レイ、そして「即非」

の論理

前 の 論 考 で は 、 論 理 的 な 展 開 上 か ら は 十 分 に 意 を 尽 く せ な

か っ た が 、 こ こ で 更 に 芭 蕉 の 二 句 と 「 い ろ は 歌 」 と の 背 後 に

立 ち 入 っ て 「 読 み 」 の 目 を 向 け て み た い 。

い ろ は 歌 の 成 立 に つ い て は 、 釈 迦 が 前 世 に お い て ヒ マ ラ ヤ

で 修 行 し て い た 際 に 得 た 四 句 （ 雪 山 偈 ＞ 涅 槃 経 ）： (A)諸 行 無

常 是 生 滅 法 (B)(即 非 A)生 滅 滅 意 已 寂 滅 為 楽 の 47 の

か な 文 字 に よ る 日 本 語 訳 で あ る と さ れ る が 、 こ れ は 内 容 的 に

1 8 井 本 農 一 、『 芭 蕉 入 門 』、 講 談 社 学 術 文 庫 。

1 9 暉 峻 康 高 、『 芭 蕉 の 俳 諧 （ 下 ）』、 中 公 新 書 。
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は （ 釈 迦 と ほ ぼ 同 時 代 の ） 古 代 ギ リ シ ャ の 哲 学 者 ヘ ラ ク レ イ

ト ス の こ と ば と 奇 し く も 対 応 し て い て 興 味 深 い 。そ れ は 、（「 万

物 流 転 す 」つ ま り「 ひ と は 同 じ 流 れ に 二 度 浸 か る こ と は 無 い 」

(Frag.91)と い う 人 口 に 膾 炙 し た 、し か も 誰 も が 知 解 で き る 言

葉 で は な く ） ― 「 (A)我 々 は 同 じ 流 れ に 入 る 而 し て (B)(即 非

A)入 ら な い 。 (A)我 々 は 存 在 す る 而 し て (B)(即 非 A)存 在 し な

い （ 生 死 が あ る ）」 (Frag.12) 2 0で あ る 。

い ず れ も A と B の い ず れ か 一 方 の 句 の み に 限 れ ば 、 わ れ わ

れ の 分 別 知 で 理 解 可 能 で あ り 真 理 を 読 み 取 っ た 表 現 で あ る と

納 得 で き る 。 し か し 、 他 方 の 句 に つ い て は 言 語 と し て は 理 解

で き て も 、 も う 一 方 と は 矛 盾 す る の で 理 解 不 可 能 で あ る 。 こ

の ま ま で は 我 々 の 分 別 は 納 得 す る こ と が 出 来 な い 、 落 ち 着 く

こ と が 出 来 な い の で あ る 。 従 っ て 、 こ の 矛 盾 を 打 破 す る た め

に 、 普 通 わ れ わ れ は 相 変 わ ら ず 分 別 知 に 依 存 し て 、 例 え ば 、

“ 特 別 な 修 行 を 経 る こ と に よ っ て 一 方 を 脱 し 他 方 に 到 る の で

あ る ” と 、 読 む こ と に な る の で あ る 。

だ が し か し 、 ヘ ラ ク レ イ ト ス の 句 で は 明 ら か に (A)と (B)と

が 「 即 」 に 成 立 す る と 説 い て い る 。 釈 迦 の 句 に つ い て も （ 特

別 な 修 行 を 持 ち 込 ま ず に ） 論 理 の 次 元 に お い て の み (A)即 (B)

の 成 立 を 主 張 し て い る と 云 え よ う 。 こ れ は 金 剛 般 若 経 中 に 何

度 も 繰 り 返 さ れ て い る 、 鈴 木 大 拙 が 特 に 強 調 し て 有 名 に な っ

た 即 非 の 論 理 2 1 な の で あ ろ う と ほ ぼ 断 定 し て も よ い の で は な

か ろ う か 。

“ 即 非 の 論 理 ”は 、『 金 剛 経 』で は「 A=A と い う の は 、A=（ 即 ）

非 A だ か ら 、 A=A な の で あ る 」 と い う パ タ ー ン で 頻 出 す る の

で あ る が 2 2 、 わ れ わ れ の 分 別 知 は 専 ら A=A と い う 同 一 律

2 0 こ れ を 単 純 化 し て 言 い 換 え れ ば 、「 諸 行 無 常 ・ 生 滅 滅 己 」 と い う こ

と に な ろ う か 。
2 1 『 金 剛 経 の 禅 禅 へ の 道 』、 春 秋 社 、 1 9 9 1 年 。
2 2 た と え ば 、「 所 言 一 切 法 者 即 非 一 切 法 是 故 名 一 切 法 」「 荘 厳 佛 土

者 即 非 荘 厳 是 名 荘 厳 」等 々 。「 即 非 の 論 理 」は 、表 現 に 多 少 の 変 化

は あ る が 、 こ の 経 の 中 に 概 数 で 2 7 ヶ 所 に 繰 り 返 し 唱 え ら れ て い る 。
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(principle of id entity)に 支 配 さ れ て い る 。 善 は 善 で あ り 悪

は 悪 で あ る 。 生 は 生 で あ り 死 は 死 で あ る 。 こ れ に 対 し て 即 非

の 論 理 と は 、 レ ア リ テ （ 真 実 在 ） の レ ベ ル で は 、 同 一 律 A=A

が 成 立 す る に は 、少 な く と も 背 後 に A=（ 即 ）非 A と い う こ と

が あ る 、 と い う も の で あ る 。 も と よ り 「 即 非 」 を 持 ち 出 す ま

で も な く 、 (A)万 物 流 転 （ 客 観 ） を 観 察 し て い る (B)主 観 は 常

住 の 岸 に 腰 を 下 ろ し て 足 を 流 れ に つ け て い る 。「 流 転 は 流 転 で

あ る 」 と い う 観 察 は 「 流 転 し な い 主 観 」 に よ っ て 成 立 す る 。

「 流 転 そ れ 自 体 は 流 転 し な い 」。こ れ を 結 論 す る な ら ば 、絶 対

的 に も 相 対 的 に も 流 転 に つ い て の 普 遍 的 原 理 の 成 立 は 疑 わ し

い ― と い う こ と に な る 。 し か る に 人 は 同 一 律 に よ っ て 生 き て

い る 、 と い う の が 『 金 剛 （ 般 若 ） 経 』 に 繰 り 返 さ れ る 即 非 の

論 理 と い わ れ る も の で あ ろ う 。 言 い 換 え れ ば 、 少 な く と も 同

一 律 が 成 立 す る た め に は 非 同 一 律 （ 即 非 の 論 理 ） が 不 可 欠 で

あ る 、 と い う こ と で あ る 。

あ ら た め て 芭 蕉 の 句 で 確 認 す れ ば 、 雨 の 前 ・ 後 や 苔 の 色 調

の 違 い と い う 同 一 律 を 原 理 と す る 分 別 (A)に 及 ぶ 以 前 の 無 分

別 界 を 読 む こ と で 「 古 池 」 の 句 が 生 ま れ 、 即 非 の 無 分 別 が 自

発 自 展 し て 分 別 界 に 出 ん と す る と こ ろ を 読 ん で 「 薺 」 の 句 と

な っ て い る 。

ま ず 、 西 田 哲 学 の 純 粋 経 験 か ら 判 断 や 意 味 へ の 展 開 に つ い

て 、 或 は ま た 芭 蕉 の 句 の 成 立 の い き さ つ で あ る 分 別 界 の 手 前

の 指 示 に つ い て は 、 一 種 の 時 間 軸 が 想 定 さ れ る 。

こ れ に 対 し て 、「 い ろ は 歌 」「 雪 山 偈 」 の 場 合 は 、 前 半 と 後

半 の 間 の 論 理 矛 盾 を 一 般 に 解 釈 さ れ る よ う に 修 行 と い う 時 間

軸 を 採 用 し て 納 得 す る か 、 純 論 理 レ ベ ル で 即 非 と 解 す る か 二

つ に 分 か れ る と こ ろ で あ る 。

し か し な が ら 、 ヘ ラ ク レ イ ト ス の 哲 学 や 金 剛 般 若 経 の 「 即

非 の 論 理 」 は 純 粋 に 論 理 レ ベ ル で 記 述 さ れ て い る 。 い ず れ に

し て も 、 前 二 つ の ケ ー ス に も 結 局 は 「 即 非 」 が 貫 か れ て い る
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こ と に は 相 違 が 無 い 。「 流 水 声 裏 不 聞 流 水 」と い う 禅 語 が あ る

が 、 流 水 と 一 体 な ら ば 流 水 の 声 は 聞 こ え な い は ず で あ る 。 こ

こ に 当 然 な が ら 、 分 別 以 前 の 即 非 の 論 理 が 貫 通 し て い る 。

§分別の牢獄の 現実―究極的な 問い、公案

わ れ わ れ は 、「 読 む 」に つ い て の こ の 論 考 の は じ め か ら 、「 言

語 使 い 」 と し て の 人 間 存 在 の 問 題 性 の 照 準 を 分 別 知 に 合 わ せ

て 論 じ て い る 。 原 初 の 人 間 が 禁 を 侵 し て 分 別 の 果 実 を 食 べ 、

こ の 原 罪 を わ れ わ れ も 背 負 わ さ れ て い る 、 と 云 っ て も 、 こ の

問 題 を 大 上 段 に 振 り か ざ さ れ れ ば 、 こ れ は 単 な る 「 物 語 」 に

過 ぎ な い で は な い か と 、誰 し も 思 う 。だ が 、「 公 案 」に 本 気 で

取 り 組 め ば 、 初 め に 無 字 の 公 案 （「 狗 子 仏 性 」） そ の 他 で 例 示

し た 通 り 、 具 体 的 な 経 験 と し て 、 手 の 施 し よ う も 無 く 、 身 動

き ひ と つ 出 来 な い 「 分 別 の 牢 獄 」 に 閉 じ 込 め ら れ て い る 自 分

を 見 出 さ ざ る を 得 な い 。 一 般 に は 、 実 存 的 危 機 に 際 し 、 何 ら

か の 苦 境 に 陥 っ た 場 合 も 同 様 の 事 態 （ 分 別 と 言 語 の 問 題 ） に

遭 遇 し て い る の だ が 、 こ の 同 じ 問 題 が 根 底 に 在 る こ と に 気 付

か ず に い る の が ふ つ う で あ る 。 三 条 大 地 震 の 際 の 良 寛 の こ と

ば 「 災 難 に 遭 う 時 節 に は 災 難 に 遭 う が 宜 し く 候 … 」 は 、 こ の

問 題 に 触 れ て い る 。 つ ま り 、 わ れ わ れ は 緊 急 の 事 態 に 直 接 す

る こ と な く 、 災 難 と 無 事 と を 分 別 し 、 災 難 を 災 難 と 読 ん で 身

動 き で き ず 余 計 に 苦 し ん で い る と い う の で あ る 。 ま た 、 楠 木

正 成（ ～ 1336）が 圧 倒 的 に 不 利 と さ れ る 湊 川 の 戦 に 赴 く 直 前 、

当 然 の ご と く 死 の 不 安 に 苦 し み 、 広 厳 寺 の 明 極 楚 俊 和 尚 に 面

談 し た 折 、「 両 頭 倶 截 断 一 劔 倚 天 寒 」と 、生・死 を 分 別 す る

自 ら の 頭 （ 意 識 ） を ま ず 切 断 せ よ と 喝 破 さ れ て い る 2 3。

『 碧 巌 録 』 第 四 十 則 （「 南 泉 一 株 花 」） に よ れ ば 、 例 え ば 、

人 は 庭 に 一 株 の 花 を 見 て 「 美 し い ！ 」 と 感 激 す る か も し れ な

い が 、す で に 主 観（ 見 る 私 ）・客 観（ 対 象 ）の 分 裂 が 生 じ 、そ

2 3 秋 月 龍 珉 、『 一 日 一 禅 』、 講 談 社 学 術 文 庫 。
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こ に は 夢 の 中 の 世 界 と 同 じ よ う な 錯 覚 、 す な わ ち 観 念 の 遊 戯

が 生 じ て い る 、と い う の で あ る 2 4。い わ ゆ る 感 覚 に よ っ て「 読

む 」 の で あ る が 、 花 の 色 調 と い い 姿 形 と い い 背 景 と の 関 り と

い い 、 す で に 分 節 器 官 に よ っ て 分 別 さ れ て し ま っ て い る の で

あ る 。我 々 の 言 葉 で 云 え ば 、「 読 み 」に 潜 む 問 題 の 根 本 に は 気

付 き が た い 、 と 結 論 で き る 。

『 臨 済 録 』を 残 し た 臨 済 義 玄 ( -867)は 、そ の「 示 衆 」の 最

後 を 「 説 似 一 物 即 不 中 」 と い う 言 葉 で 締 め く く っ て い る が 、

こ れ は 、前 述 の と お り 、自 己 を 問 う 根 源 的 な「 什 麼 物 恁 麼 来 」

と い う 六 祖 慧 能 の 問 い に 対 す る 南 嶽 懐 譲 の 見 解 を そ の ま ま 援

用 し た も の で あ っ た が 、 臨 済 は 分 別 以 前 の 什 麼 物 に つ い て さ

ら に 、「 相 逢 う て 相 識 ら ず 、共 に 語 っ て 名 を 知 ら ず 」と 他 の と

こ ろ で 述 べ て い る 2 5。

究 極 の と こ ろ 、 我 々 の 手 持 ち の 道 具 で は 、 真 実 在 は 捉 え が

た い の で あ る 。

§外国文学に見 られる問題提起

三 人 の 全 く 異 な る タ イ プ の フ ラ ン ス の 詩 人 に 登 場 し て も

ら い 、わ れ わ れ の 検 討 し て い る「 読 み 」の 問 題 が 文 化・歴 史 ・

言 語 の 違 い を 越 え て 、 総 て の 人 間 に 普 遍 的 で あ る こ と を 更 に

確 認 し た い 。 当 然 、 外 国 の 文 学 に お い て も 、 只 今 こ う し て わ

れ わ れ が 考 究 し て い る の と 全 く 同 じ テ ー マ が 何 ら か の 形 で 表

現 さ れ て い る に 違 い な い の で あ る 。

ひ と り は 今 世 紀 も 幅 広 く 活 躍 中 の 詩 人 Y.ボ ヌ フ ォ ワ (1923

～ )で あ る が 、彼 だ け は 後 の 二 人 と 異 な り 、前 の 論 考 で も ふ れ

た と お り 俳 句 に も 造 詣 が 深 く お そ ら く 禅 に も 関 心 が あ る に 違

2 4 こ の 則 は 、「 天 地 と 我 と 同 根 、 万 物 と 我 と 一 体 」 と い う 『 肇 論 』 の

中 の 句 に 心 酔 し て い る 弟 子 の 陸 亘 大 夫 の い わ ば 観 念 の 遊 戯 に 対 し て 師

の 南 泉 普 願 ( 7 4 8 - 8 3 4 )が 発 し た こ と ば「 時 人 見 此 一 株 花 如 夢 相 似 」で あ

る 。
2 5 『 臨 済 録 』、 岩 波 文 庫 、 1 2 0 頁 。
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い な い 。次 に 二 十 世 紀 半 ば に 活 躍 し た 詩 人 J.シ ュ ペ ル ヴ ィ エ

ル (1884～ 1960)、 最 後 に 十 九 世 紀 の 早 世 の 天 才 詩 人 ロ ー ト レ

ア モ ン ( 18 46 -1 8 7 0 )で あ る 。

I. Y .ボ ヌ フ ォ ワ （ 1923～ ） の 場 合

フ ラ ン ス の 現 代 詩 人 イ ヴ ・ ボ ヌ フ ォ ワ の 評 論 『 ラ ヴ ェ ン ナ

の 墓 』 (1953)は 、 実 在 へ 直 接 す る 試 み で あ り 、 詩 論 『 詩 の 行

為 と 場 所 』 (1959)は 詩 と い う 行 為 と そ の 向 か う 真 実 と い う 場

所 に つ い て の 考 察 で あ り 、 詩 論 『 フ ラ ン ス 詩 と 同 一 律 』

(1965) 2 6 は 、 諸 言 語 の 中 で も と り わ け 同 一 原 理 に 貫 か れ て い

る フ ラ ン ス 語 が 詩 的 言 語 と し て の 適 性 を 有 す る で あ ろ う か 、

と い う 基 本 的 な 問 題 提 起 か ら 書 き 起 こ さ れ て い る 。 詩 的 直 感

と そ れ を 表 現 し よ う と す る 道 具 で あ る 言 語 と の 対 面 を 中 心 問

題 と し た の で あ る 。

俳 句 論 で も あ る 詩 論『 二（ 八 ）重 の 花 、細 道 、雲 』(1972) 2 7

は 、『 奥 の 細 道 』の 那 須 黒 羽 を 背 景 に し た 句「 か さ ね と は 八 重

撫 子 の 名 な る べ し 」（ 曾 良 ）に 注 目 し 、馬 に 跨 る 芭 蕉 と 手 綱 を

と る 弟 子 の 後 を 追 っ て つ い て き たかさねと い う 名 の 幼 い 女 子

の 「 現 前 」 を 、 こ の 句 で は 、か さねと い う 云 わ ば 花 の 名 に つ

い て の 言 語 論 へ と 故 意 に 転 じ て 見 せ た 点 に 注 目 し て い る 。

彼 の 詩 論 に 貫 か れ て い る キ ー ワ ー ド は 、「 言 葉 で は ほ と ん ど

説 明 す る こ と が で き な い 」― と す る「 現 前（ presen ce）」で あ

り 、 そ れ と 、 こ れ を 「 読 む 」 言 語 表 現 （ representation） と

の 関 り で あ る こ と は 云 う ま で も な い 。換 言 す れ ば 、「 現 前 」と

「 名（ 観 念・言 語 ）」と の ― 存 在 の 二 重 性 の 不 思 議 に 注 目 す る

2 6 こ の 三 点 ： « L e s  t o m b e a u s  d e  R a v e n n e » ,  « L’ a c t e  e t l e  l i e u  d e  l a
p o é s i e » ,  « L a  p o é s i e  f r a n ç a i s e  e t  l e  p r i n c i p e  d ’ i d e n t i t é »  i n
L’ I m p r o b a b l e ,  M e r c u r e  d e  F r a n c e ,  1 9 8 0 .

2 7 注 1 0 参 照 。 « L a  f l e u r  d o u b l e ,  l a  s e n t e  é t r o i t e :  l a  n u é e »  i n  L a  N u a g e
R o u g e ,  M e r c u r e  d e  F r a n c e , 1 9 7 7 . こ れ に つ い て は 、 平 井 照 敏 『 奥 の 細

道 入 門 』（ 永 田 書 房 、 昭 和 6 3 年 ） の 中 に 「 フ ラ ン ス 詩 人 の 奥 の 細 道

論 」 と い う 論 究 あ り 。
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の で あ る 。し か も 、こ の 句 に は 、「 名 、言 語 」に 目 を 向 け「 現

前 」 か ら 故 意 に 目 を 逸 ら す こ と に よ っ て 、 か え っ て 現 前 に 直

接 せ ん と す る 戦 略 が 伺 わ れ る 。

ボ ヌ フ ォ ワ に つ い て は 他 の 論 考 2 8 で 詳 し く 検 討 し て き た の

で こ れ 以 上 立 ち 入 ら な い が 、 彼 の 「 現 前 」 は 、 敢 え て 云 え ば

西 田 の（ 未 だ 主 も な く 客 も な い ）「 純 粋 経 験 」に 相 当 し 、こ れ

と 言 語 と の 相 克 か ら 詩 文 学 が 生 ま れ る と い う の で あ る 。

文 学 は あ く ま で も 現 前 を 文 字 言 句 上 に 読 ま ざ る を 得 な い 。

禅 は 実 在 に 直 接 せ ん と の み 目 指 す の で 、 人 が 分 別 す る と い う

問 題 性 を 言 語 上 に 仮 託 し そ の 限 界 を 逆 利 用 し て こ の 問 題 性 が

如 何 に 重 篤 で あ る か を ま ず 気 付 か せ ん と す る の が 「 公 案 」 で

あ る 。 一 般 に 詩 歌 は 、 ボ ヌ フ ォ ワ に 見 ら れ る よ う に 、 言 語 の

問 題 性 を 自 覚 し や す い し 、 俳 句 は 言 葉 の 数 を 極 限 ま で 制 限 す

る こ と で こ の 問 題 性 に 対 処 し よ う と し て い る よ う に も 思 わ れ

る 。

II. J.シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル (1884～ 1960)の 場 合

と こ ろ で 、や は り フ ラ ン ス の 現 代 詩 人 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル は 、

禅 と の 関 わ り は お そ ら く 皆 無 で あ ろ う が 、 ほ ぼ 同 じ よ う に 人

間 が 分 別 知 に よ る 言 語 使 い で あ る こ と の 問 題 に 正 面 か ら 取 り

組 ん で い る と 断 言 し て よ い と 思 わ れ る 。 南 米 ウ ル グ ァ イ で 生

ま れ 育 っ た シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル は 、 そ の 自 伝 的 な 作 品 『 泉 に 飲

む 』（ 1933） の 中 で 次 の よ う に 思 い 出 を 述 懐 し て い る 。

（ 引 用 I）「 私 は 数 日 前 か ら 草 原 に い た 。 そ し

2 8 有 吉 豊 太 郎 『 詩 人 の 神 と 現 前 』（ 筑 波 大 学 、 1 9 9 0 年 ）、 詩 の 行 為 と

場 所 ― 希 望 と 真 実 の 方 向 へ 』（ 同 、 1 9 9 1 年 ）、『 ボ ヌ フ ォ ワ ： 詩 的 直 観

と 言 語 と の 出 会 い 』（ 同 、 1 9 9 5 年 ）、『 ボ ヌ フ ォ ワ ： 同 一 原 理 の 言 語 フ

ラ ン ス 語 と 詩 的 直 観 と の 出 会 い 』（ 同 、 1 9 9 6 年 ）、『 ボ ヌ フ ォ ワ 、 詩 的

経 験 の 論 理 』 同 1 9 9 7 年 。『 詩 、 名 と 現 前 ボ ヌ フ ォ ワ の 俳 句 論 へ 向 け

て 』（ 同 、 2 0 0 2 年 ）、『 ロ ジ ェ ・ ミ ュ ニ エ の ボ ヌ フ ォ ワ 論 』（ 同 、 2 0 0 6
年 ）、 T. A r i y o s h i , Yv e s  B o n n e f o y  e t  l e  Z e n ( L e z Va l e n c i e n n e s  n o  2 3 , 1 9 9 7 ) .
Yv e s  B o n n e f o y  e t  l e  H a i k u ( R e v u e  d e s  S c i e n c e s  H u m a i n e s  n o . 2 8 2 , 2 0 0 6 ) .



テクストの読み(二)

19

て 、今 で も は っ き り と 思 い 出 す が 、気 儘 に

馬 を 走 ら せ る こ と も 出 来 た の に （ 中 略 ）、

無 鉄 砲 な ほ ど 馬 を 駆 っ て も 、何 の 変 化 も み

ら れ な い あ の地平線の 所 為 で 、私 に と っ て

大 草 原（ パ ン パ ）は 一 種 の 牢 獄 の 様 相 を 呈

し て き た の で あ っ た 。」 2 9

以 上 は 自 伝 作 で あ る か ら 詩 人 の 実 生 活 上 の 感 懐 で あ る が 、

ま た 次 に 引 用 す る 『 パ ン パ の 男 』 (1923)と い う 物 語 に お い て

も 、 や は り こ の 遮 る も の の 無 い 広 大 な 草 原 を 舞 台 に 主 人 公 は

以 下 の 通 り 述 懐 し て お り 、 我 々 が 追 究 し て い る 人 間 存 在 に つ

い て の 新 た な 考 察 の 方 向 性 を を 見 せ て く れ る 。

（ 引 用 II）「 私 は 、 メ ー と 羊 の 鳴 く 黄 昏 が

悲 哀 に 震 え る 声 で ひ と の こ こ ろ を 満 た す

そ の よ う な 年 齢 で は な く な っ た 。（ 中 略 ）

今 や 、未知の友が 駅 の ホ ー ム で 時 計 を 見 な

が ら 私 を 待 っ て く れ て い る 都 市 へ 戻 る と

き が 来 た 。」 3 0

こ れ に 続 き 語 り 手 は こ の 主 人 公 の 苦 悩 を 次 の よ う に 明 ら か

に す る 。

（ 引 用 III）「 こ の 旅 は グ ァ ナ ミ ル の 中 で 荒

原 病 （ mal de  dé sert） を 重 く こ じ ら せ る

る ば か り で あ っ た 。 こ れ に は 彼 が 大 農 場

（ エ ス タ ン シ ァ ）で 生 活 す る よ う に な っ て

長 い こ と 苦 し め ら れ て き た の で あ る 。（ 中

2 9 B o i r e à  l a  s o u r c e ,  é d . R . - A .  C o r r ê a ,  1 9 3 3 ,  p . 8 8
3 0 L’ H o m m e  d e  l a  p a m p a ,  n r f ,  1 9 2 3 ,  p . 3 1
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略 ）天 気 が 荒 れ 気 味 の 際 な ど 、グ ァ ナ ミ ル

は 地 平 線 の 狭 い 円 環 に 頭 を 締 め 付 け ら れ

る の を 覚 え る ほ ど で あ っ た 。」 3 1

以 上 の 自 伝 的 作 品 と 物 語 と の 両 方 に 見 ら れ る 共 通 す る 問

題 点 を 、（ 前 提 と し て 人 間 一 般 に 普 遍 化 す る な ら ば ）、 次 の よ

う に 引 き 出 す こ と が 出 来 る 。第 一 に 、こ の 我 々 の 住 む 世 界 は 、

円 環 を な す 地 平 線 が 一 種 の 牢 獄 で あ り 、 頭 を 締 め 付 け る 程 に

極 く 狭 く も あ る と い う こ と 。 第 二 に 、 こ の （ 地 平 線 内 ・ 牢 獄

内 の ） 旅 を 終 え 、未知の友の 待 つ 街 へ 戻 る と き が 来 た と い う

こ と 。

ま ず は 、 四 季 豊 か な 変 化 に 富 む 自 然 環 境 に お け る 読 み の 問

題 提 起 と 、 上 述 の 広 大 な 荒 原 に お け る 読 み の 自 覚 の 問 題 提 起

の 仕 方 の 違 い に 注 目 し て み た い 。

前 者 で あ れ ば 、例 え ば『 無 門 関 』第 十 九 則（「 平 常 心 是 道 」）

に あ る よ う に 3 2 、 真 実 在 へ の 道 を 問 わ れ 、 道 に 是 非 分 別 の 入

る 余 地 は な い 、 分 別 理 知 を 越 え た 平 常 心 こ そ が 道 だ と し て 、

次 の 偈 頌 が 述 べ ら れ る ： 春 有 百 花 秋 有 月 夏 有 涼 風 冬 有

雪 若 無 閑 事 挂 心 頭 是 人 間 好 時 節 。

言 語 使 い の 人 間 存 在 は 自 我 の 本 質 と し て の 分 別 を い か に

し て 離 れ 、 本 来 の 自 己 の 好 時 節 に 出 逢 え る か 。 こ れ を 云 う の

に 四 季 豊 か な 自 然 の イ メ ー ジ を 援 用 し て い る の が 分 か る 。

し か る に シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の 場 合 は 遮 る も の の な い 只 一

面 の 草 原 界 で あ る 。

だ が 、 興 味 深 い の は 、 ど ん な に 馬 を 走 ら せ て も 達 す る こ と

の 出 来 な い 地 平 線 の 円 環 が 頭 を 締 め 付 け る 程 に 狭 い 牢 獄 3 3 で

3 1 同 書 、 35 頁 。
3 2 こ こ で は 、禅 の 根 本 に 立 ち 入 る わ け で は な い の で 、止 む を 得 ず 表 面

的 な 字 義 的 理 解 に と ど め て お く 。
3 3 『 引 力 』 G r a v i t a t i o n s ( 1 9 2 5 )と い う 詩 集 は 、 初 め は 『 無 壁 』 S a n  M u r
と 題 さ れ て い る 。
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も あ る と い う の で あ る 。 こ の 自 覚 は 、 空 間 に つ い て の 自 覚 で

は 決 し て な く 、 や は り 人 間 存 在 に つ い て の そ れ で あ る こ と が

分 か る 。 こ ち ら は 哲 学 的 で は あ る が 、 あ る 意 味 で 、 無 門 関 に

お け る の と 同 じ テ ー マ に 触 れ て い る と 云 え よ う 。 以 下 、 こ れ

に つ い て 考 察 し て み よ う 。

地 平 線 は 確 か に 目 に 見 え る （ 分 別 で き る ）。 だ が い く ら 追

っ て も 辿 り 着 く こ と は 出 来 な い 。 し か も 、 閉 じ た 地 平 線 の 円

環 の 中 心 に は 必 ず 自 分 が 居 る 。 こ れ は 、 わ れ わ れ は 分 別 界 に

閉 じ 込 め ら れ て お り 、 そ の 中 心 に 自 我 が あ る と い う こ と の 象

徴 的 な 現 象 で あ る 。 詩 人 が 「 荒 原 病 」 と 名 付 け る も の は 、 い

わ ば 誰 に で も 潜 ん で い る 実 存 的 病 い で あ る 。 つ ま り 我 々 は

「 地 平 線 内 存 在 」 で あ り 、 分 別 の 牢 獄 に 閉 じ 込 め ら れ た 「 無

実 の 囚 人 3 4 」 で あ る 。 従 っ て 主 人 公 グ ァ ナ ミ ル は 未 知 の友

の 元 へ と 戻 る 決 意 を す る の で あ る 。「 未 知 の 友 」 と は 、 我 々

の こ と ば で 云 え ば即非の こ と で あ ろ う 。 友 （ 知 己 ） は 友 （ 知

己 ） で あ り 未 知 は 未 知 で あ る 、 と い う 同 一 律 （ 分 別 ） の 牢 獄

を 脱 出 す る に は 即 非 3 5（ 未 知 の 友 ）の 助 け が 必 要 な の で あ る 。

こ れ に つ い て は 、 実 に 興 味 深 い 証 言 が あ る 。 そ れ は 、 詩 人

と 極 め て 親 密 な 評 論 家 エ テ ィ ア ン ブ ル が 引 用 I I の 下 線 を 引

い た 部 分 の 表 現 を 取 り 上 げ 、 そ の ま ま 引 用 し て 「 ≪ 私 は 、 メ

ー と 羊 の 鳴 く 黄 昏 が 悲 哀 に 震 え る 声 で ひ と の こ こ ろ を 満 た

す そ の よ う な 年 齢 で は な く な っ た ≫ の よ う な 、 わ ざ と ら し い

い イ メ ー ジ が な け れ ば 、（ 中 略 ） ま た 、未知の友な ど と い う

相 応 し か ら ぬ 持 っ て 回 っ た 表 現 が な け れ ば 、 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ

ル は こ の 作 品 の 序 文 に あ る 約 束 を ま さ に 果 た し て い る 3 6」 と 、

い わ ば 条 件 付 で こ の 作 品 の 価 値 を 肯 定 し て い る の で あ る 。

3 4 『 無 実 の 囚 人 』 L e  F o r ç a t  I n n o c e n t ( 1 9 3 3 ) と 題 す る 詩 集 は こ の こ と

を 暗 示 し て い る 。
3 5 所 言 知 己 者 即 非 知 己 是 故 名 知 己 」 知 己 （ 友 ） は 知 己 （ 友 ） と

い う は 、 知 己 （ 友 ） は 即 ち 知 己 （ 友 ） に 非 ず （ 未 知 で あ る ） こ れ を す

な わ ち 知 己 （ 友 ） と い う 。
3 6 E t i e m b l e , S u p e r v i e l l e ,  G a l l i m a r d ,  1 9 6 0 ,  p . 6 9
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こ の 証 言 は 、 逆 説 的 な 意 味 で 極 め て 貴 重 で あ る 。 わ れ わ れ

が 知 る 限 り で は 、 こ の 批 評 家 が こ の 詩 人 に つ い て 上 記 の よ う

な 批 判 を 他 の 作 品 に つ い て も 下 し た こ と は 皆 無 だ か ら で あ る 。

ま ず 、 こ れ ら の 表 現 は 、 親 友 の 批 評 家 が 気 に 懸 け た 程 に い つ

も の 詩 人 ら し か ら ぬ 表 現 だ っ た 点 に 注 目 す べ き で あ ろ う 。

我 々 に 云 わ せ れ ば 、 詩 人 が 選 ん だ 究 極 の 戦 略 で あ る こ の 特 殊

な 表 現 を 使 っ た 「 読 み 」 に 籠 め た 思 い の 深 さ は 、 禅 的 立 場 か

ら す る と 十 二 分 に 察 す る こ と が で き る の で あ る 。 つ ま り 、 詩

人 は 、 地 平 線 の 閉 ざ さ れ た 内 部 世 界 の い わ ば 分 別 取 相 の 言 語

表 現 を 故 意 に し て み せ た の で あ る 。 そ の 上 、 こ れ を 打 ち 破 る

に は 未 知 の 友 （ 即 非 ） の ほ か に は 無 い と 宣 言 し て い る の で あ

る 。

残 念 な が ら こ の 批 評 家 エ テ ィ ア ン ブ ル に は 詩 人 の 真 意 を 読

み 取 る こ と が 出 来 な か っ た よ う で あ る 。 或 は 、 我 々 の 問 題 意

識 は シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の そ れ と 軌 を 一 に す る が 、 こ の 詩 人 を

と り ま く 文 学 的 状 況 も 時 代 も い ま だ 熟 し て い な か っ た の か も

し れ な い 。

か く し て 、「 未 知 の 友 」は 詩 集『 未 知 の 友 』 ( 19 34 )と し て も

実 を 結 ん で い る 。 そ の 中 の 詩 篇 《 明 け 渡 す 》 を 見 て み よ う 。

し ば し 姿 を 消 し

景 色 に 場 所 を 明 け 渡 す の だ

園 は あ の 大 洪 水 の 前 の よ う に 美

し く な る は ず だ

人 間 が い な け れ ば

サ ボ テ ン は し ょ く ぶ つ に 戻 る

そ し て 君 の 手 に は 負 え な い も の

に 向 か っ て 根 は 伸 び

君 は 、 目 を 瞑 っ て も

そ れ を 掴 み そ び れ る だ ろ う
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草 は 君 の 夢 想 の 及 ば ぬ 外 で 伸 び る に

ま か せ よ

そ の と き 君 は 初 め て 分 か る の だ 何 事

が 起 こ っ た の か

こ の 詩 篇 は 、 言 語 使 い 人 間 の 分 別 を 離 れ よ 、 主 ・ 客 の 認 識

構 造 を 一 旦 解 体 し て み よ 、 そ う す れ ば 真 実 在 が 姿 を 見 せ る で

あ ろ う 、 と 詠 ん で い る 。 人 間 地 平 の 円 環 の 外 に 出 れ ば 世 界 は

原 初 の 園 を 取 り 戻 す で あ ろ う と 。 認 識 主 体 と し て 「 同 一 律 」

と い う 道 具 を 持 ち 込 む な 、と 。「 人 間 が い な け れ ば 」と は 、「 読

む 」 人 間 が い な け れ ば と い う こ と で あ る 。

も う 一 篇 、興 味 深 い 詩 篇《 秘 密 の 海 》3 7を 取 上 げ て み た い 。

誰 も 見 る も の が な け れ ば

海 は も う 海 で は な い

そ れ は 誰 も 私 た ち を 見 な け れ ば

私 た ち と て 同 じ こ と

海 に あ る の は ほ か の 魚 ほ か の 波

そ れ は 海 に と っ て の 海

そ し て い ま こ こ で 私 が し て い る よ う に

瞑 黙 す る 者 に と っ て の 海

こ れ は 、 ま る で 『 雲 門 広 録 』 3 8 に あ る 「 不 悟 時 山 是 山 水

是 水 悟 了 時 山 不 是 山 水 不 是 水 … 」 に 想 を 得 て い る の で は

な い か と 思 わ れ る 程 に 、 目 指 す 方 向 は 一 致 し て い る 。

地 平 線 内 世 界 で 我 々 は 、 分 別 に よ っ て 客 観 （ 対 象 ） も 主 観

（ 私 ） も 規 定 し て し ま っ て い る 。 だ が 、 地 平 線 の 外 で 無 分 別

な ら ば 、 そ の ま ま で 真 実 在 が 露 に な っ て い る は ず で あ ろ う と 。

3 7 L a  F a b l e  d u  M o n d e、『 世 界 の 寓 話 』 , 1 9 3 8 年 。
3 8 雲 門 文 偃 ( 8 6 4 - 9 4 9 )が 書 き 残 し た 語 録 。
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地 平 線 内 で は 、 海 は 海 で あ り 、 私 は 私 で あ る 。 我 々 は そ し て

世 界 は 、 分 別 に よ っ て 仕 分 け ら れ た 名 言 の み の 存 在 に 過 ぎ な

い の で あ ろ う か 。 こ の よ う に シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の 詩 の テ ー マ

は 分 別 に 基 づ い た 概 念 的 認 識 の 問 題 性 を 問 う て い る と い っ

て よ い 。 即 ち 、 わ れ わ れ の 「 読 み 」 の 背 後 に 隠 さ れ た 問 題 性

を で あ る 。

こ の 詩 篇 も ま た「 場 所 を 明 け 渡 す 」こ と に よ っ て 真 実 在（ 秘

密 の 海 ） が 、 原 初 の 園 が 、 本 来 の 自 己 が 、「 未 知 の 友 」 が 明

ら か に な る 、と い う こ と を 唱 え て い る 。先 に 臨 済 の こ と ば「 相

逢 う て 相 識 ら ず 、 共 に 語 っ て 名 を 知 ら ず 」 を 引 用 し た が 、 こ

れ こ そ 地 平 線 の 牢 獄 の 外 で わ れ わ れ を 待 っ て い る は ず の 「 未

知 の 友 」 で あ る 。 大 燈 国 師 (宗 峰 妙 超 1282-1336)も ま た こ の

未 知 の 友 に つ い て 、「 億 劫 相 別 而 須 臾 不 離 尽 日 相 対 而 刹 那

不 対 」 と 言 い 表 し て い る 。

公 式 化 す る な ら ば 、 人 間 存 在 を 含 め 一 切 の 存 在 は 、 什 麼 物

（ 本 来 内 外 な し の 実 在 ・ 未 知 の 友 ） が 恁 麼 来 （ 地 平 線 内 存 在

と し て ） し て い る の で あ る 。 さ ら に 単 純 化 す れ ば 、 如 何 な る

非 分 節 が こ の よ う に 分 節 さ れ た の か ― が 常 に 問 わ れ て い る 。

ち な み に 、 こ れ に つ い て は 、 禅 は 、 始 覚 門 ・ 本 覚 門 と い う

二 つ の 観 点 ・ 立 場 を 有 し て い る 。 何 ら か の 努 力 （ 修 行 ） を す

れ ば 、 地 平 線 の 外 に 脱 出 す る こ と が 出 来 る と す る の が 、 前 者

の 立 場 で あ り 。 そ も そ も 地 平 線 は 視 覚 と い う 分 節 器 官 が と ら

え た 幻 想 に す ぎ な い の で 、 わ れ わ れ は 初 め か ら 本 来 の 場 に い

る の だ 、 と す る の が 後 者 の 立 場 で あ る 。

『 旧 約 』 的 に い え ば 、 何 ら か の 努 力 （ 信 仰 ） に よ っ て 楽 園

に 戻 る こ と が で き る 、 と す る か 、 は じ め か ら 一 度 だ っ て 楽 園

か ら 出 た こ と は な い 、 た だ そ の こ と に 気 付 い て い な い だ け だ 、

と す る か の 立 場 の 違 い で あ る 。 い ず れ に し ろ 、 こ の 問 題 自 体

は 、 言 語 使 い と し て の 人 間 に は つ い て ま わ る 問 題 で は あ る 。

以 上 を 通 し て 、 言 語 使 い 人 間 に つ い て の 究 極 的 な 検 討 は 禅
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の中にあることは云 う ま で も な い が 、「 禅 」と 呼 ぶ と 否 と に 拘

わ ら ず 同 様 の 問 題 に つ い て 同 じ 方 向 に 向 か っ て 模 索 し て い る

他 の 文 化 も 存 在 す る の は 当 然 と い え ば 当 然 で あ ろ う 。 何 ら か

の 形 で 禅 に 触 れ た こ と の あ る 詩 人 は 無 論 の こ と だ が 、 全 く 無

縁 で あ っ た 詩 人 （ J .シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル ） も ま た 同 様 の 問 題 に

直 面 し て い る こ と を わ れ わ れ は 確 認 で き た 。

前 述 の 如 く 、 真 実 在 （ 未 知 の 友 ） へ の 接 近 に は 皮 肉 な パ ラ

ド ッ ク ス を 秘 め て い る 。 臨 済 も 云 う 如 く 、 本 来 「 探 し ん 坊 」

で あ る 人 間 存 在 が 「 覓 著 す れ ば 転 た 遠 く 、 こ れ を 求 む れ ば 転

た 乖 く 。」 3 9ま た 、「 求 め ざ れ ば 還 っ て 目 前 に あ り 」 4 0と な る 。

こ の 節 の 最 後 に も う 一 度 確 認 し て お く な ら ば 、 こ の 論 究 の

冒 頭 に 言 及 の み し て お い た 「 無 字 の 公 案 」 ひ と つ と っ て も 、

も し こ れ に 真 剣 に と り く む こ と に な れ ば 、 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル

で な く と も 、 わ れ わ れ の 誰 も が こ の 地 平 線 の 牢 獄 の 囚 人 で あ

る こ と は 少 な く と も 例 外 な し に 自 覚 せ ざ る を 得 な い は ず で

あ る 。

§ 読みとは翻 訳である

「 読 み 」 に 潜 む 根 本 問 題 は 、 以 上 見 て き た よ う に 実 在 を 分

別 し 言 語 を 通 し て 「 読 む 」 こ と の 背 後 に あ る 問 題 と し て 色 ん

な 角 度 か ら 検 討 し て き た 。 こ れ は 、 換 言 す れ ば 、 わ れ わ れ は

実 在 を そ れ ぞ れ 各 自 の 言 葉 で 翻 訳 し て い る と い う こ と に 他

な ら な い 。

い わ ゆ る 読 者 の 言 語 と 同 じ 言 語 で 表 現 さ れ た 文 学 作 品 で あ

っ て も 、 そ れ を 読 む 場 合 に は 、 厳 密 に は 「 じ ぶ ん の こ と ば 」

で 翻 訳 し て い る は ず で あ る 。 従 っ て 読 む 人 に よ っ て 理 解 の 仕

方 が そ れ ぞ れ 異 な る の で あ る 。 全 く 同 じ 理 解 を す る こ と は あ

り え な い 。 外 国 語 の 同 一 作 品 を そ れ ぞ れ の 翻 訳 者 が 一 字 一 句

3 9 『 臨 済 録 』、 岩 波 書 店 、 6 1 頁 。 .
4 0 同 書 、 11 4 頁 。
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変 わ る こ と の な い 訳 文 を 引 き 出 す こ と が 有 り 得 な い こ と と 、

結 局 は 同 じ こ と な の で あ る 。

わ れ わ れ は こ の 章 節 に 於 い て 、 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の 詩 篇 を

引 用 し た 際 、は じ め か ら 日 本 語 で 提 示 し た 。「 読 む 」の 根 本 問

題 か ら す れ ば 、原 典 が 国 語 で あ ろ う と 外 国 語 で あ ろ う と 、「 読

む 」 こ と は 既 に 翻 訳 だ か ら で あ る 。

と こ ろ で 、翻 訳 を す る に は 、具 体 的 に は ど の よ う に 訳 す か 、

辞 書 に あ る 通 り の 単 語 を 割 り 当 て る か 、 原 語 の ひ と つ ひ と つ

の 言 葉 の 概 念 枠 と 翻 訳 語 の そ れ と が 一 致 す る か 否 か 、 時 代 に

即 し た 訳 語 で あ る か 否 か 、 さ ら に 語 順 の 違 い を ど う 処 理 す る

か 、 も ち ろ ん 作 品 自 体 が 目 指 す 思 想 や ム ー ド を 理 解 で き 、 そ

れ を 他 の 言 語 に 移 す こ と が 可 能 か 否 か 、 等 々 の 諸 問 題 が あ る

こ と は 云 う ま で も な い 。

一 般 に は 「 直 訳 」 か 「 意 訳 」 か と い う 問 題 に 集 約 さ れ る よ

う で あ る 。 い ず れ に し て も 翻 訳 の 問 題 は 技 術 論 に 終 始 す る の

が 普 通 で あ る 。

し か し 、 学 者 ・ 作 家 ・ 批 評 家 で あ り 、 東 洋 （ 特 に 中 国 ） の

文 化 に も 通 じ た 、 二 十 世 紀 最 大 の ル ネ サ ン ス 的 知 識 人 で あ る

R.エ テ ィ ア ン ブ ル が シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の 作 品 の 中 の キ ー ポ イ

ン ト （ 真 実 在 の 側 か ら す れ ば わ れ わ れ の 言 語 表 現 は す べ て 、

こ の 批 評 家 の 云 う と お り 「 わ ざ と ら し い 、 も っ て ま わ っ た 、

相 応 し く な い 表 現 で あ る 」 と い う こ と ） を 見 抜 く こ と が で き

な か っ た こ と 、 従 っ て こ の 詩 人 が 具 体 的 な 形 で 人 間 に と っ て

の 根 本 問 題 を 提 起 し て い る と い う こ と に も 気 付 い て い な い ―

― こ の こ と は 、同 国 語 の 間 で あ っ て も「 翻 訳（ 読 む ）」が す で

に 失 敗 し て い る と 云 わ ざ る を な い 。

少 な く と も 「 読 む 」 に 焦 点 を 当 て て 論 究 し て い る わ れ わ れ

に は 、 こ の よ う な 「 翻 訳 」 の 失 敗 だ け は 許 さ れ な い 。

次 に 、 翻 訳 に つ い て の 一 つ の 問 題 提 起 と し て 、 先 に あ げ た

自 伝 作 『 泉 に 飲 む 』 の 中 の 一 文 の 「 読 み 」 の 具 体 例 を 提 示 し
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た い 。

詩 人 の 母 方 の 出 身 地 ピ レ ネ ー の 麓 の 町 の 一 つ サ ン ・ ジ ャ

ン ・ ピ エ ・ ド ・ ポ ー ル を 眼 下 に 見 下 ろ す 山 ア ラ ド イ 峰 の 頂 に

お け る 懐 感 を 記 述 し た も の で あ る 。（ わ れ わ れ は シ ュ ペ ル ヴ ィ

エ ル 論 4 1 を 展 開 す る つ も り は な い が 、 訳 文 の 形 式 に 関 わ る 問

題 で も あ る の で 簡 潔 に 触 れ て お き た い 。） 詩 人 は 南 米 モ ン テ

ヴ デ オ で 生 ま れ て 間 も な く 両 親 に 伴 わ れ て ピ レ ネ ー の 麓 の オ

ロ ロ ン ・ サ ン ト ・ マ リ ィ に 帰 郷 。 そ の 際 、 事 故 で 両 親 を 亡 く

し 、 そ の 後 や は り 南 米 に 住 む 叔 父 夫 婦 に 引 き 取 ら れ る ま で 、

母 方 の 祖 母 と や は り ピ レ ネ ー の 麓 の 隣 町 で 二 歳 ま で 過 ご す こ

と に な る 。

だ が 、 従 兄 弟 た ち を 兄 弟 と し て 叔 父 お ば を 両 親 と し て 育 っ

た が 、 九 歳 の こ ろ 偶 然 に 真 実 を 知 る こ と に な り 、 以 後 、 フ ラ

ン ス に 住 ん で い て も 四 十 歳 を 過 ぎ る ま で 故 郷 に 足 を 踏 み 入 れ

る 勇 気 が な か っ た の で あ る 。 そ し て 今 、 祖 母 と 過 ご し た 町 を

眼 下 に 見 下 ろ し て い る 。 こ の 文 章 は 自 伝 作 品 の 冒 頭 の 章 「 ピ

レ ネ ー 」 の 中 の 文 章 4 2で あ る 。

（ 試 訳 A）

「 私 た ち 4 3は ア ラ ド イ 山 に 登 る 。 眼 下 の 、 バ

ッ ス・ナ ヴ ァ ー ル の 昔 の 中 心 地 で あ っ た 街 か

ら の っ た り と 立 ち 上 る 煙 が こ う 告 げ て い る

よ う に 思 わ れ る ― 忍 耐（ 及 び 火 ）を も っ て す

れ ば 何 事 も ほ ぼ 可 能 で あ り 、絶 望 し て し ま う

（ ま た 希 望 を 恃 む ）理 由 も 決 し て あ り は し な

4 1 有 吉 『 シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル を 読 む ― 地 平 の 彼 方 の 詩 人 』 駿 河 台 出 版 、

19 9 8 年 。
4 2 B o i r e à  l a  s o u r c e ,  é d . R . - A .  C o r r ê a ,  1 9 3 3 ,  p . 2 4
4 3 事 故 で 一 挙 に 両 親 を 亡 く し た こ と も 知 ら ず に 二 年 間 の 幼 児 期 を 過

ご し た こ の 町 に 戻 っ て く る に は 、 4 0 年 の 年 月 を 要 し た し 、若 く 理 性 的

な 詩 人 H .ミ シ ョ ー を 伴 っ て 来 た の で あ る 。こ れ ま で 封 印 し て い た 思 い

を 抱 え て 、 今 そ の 街 を 山 の 上 か ら 見 下 ろ し て い る 。
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い と 、ま た 、お そ ら く 、深 く 眠 り 込 む（ ま た

覚 め き る ） 理 由 も あ り は し な い と 。」

提 示 し た 日 本 語 文 は 、 原 文 に や や 忠 実 に 翻 訳 し た つ も り で

あ る 。 つ ま り ふ つ う に 読 ん だ つ も り で あ る 。 だ が 、 い ま 少 し

文 化 の 違 い に 立 ち 入 っ て 解 釈 す る な ら ば 、「 忍 耐 」 4 4と 訳 し た

言 葉 は イ エ ス の 受 難 4 5 と 語 源 は 同 じ で あ り 、 受 難 最 後 の こ と

ば 「 エ リ ・ エ リ ・ レ マ ・ サ バ ク タ ニ 、 神 よ 神 よ ど う し て 私 を

見 棄 て ら れ た の で す か 」 と も 結 び つ く も の で あ る 。 こ れ は 、

ご く 幼 く し て 両 親 を 喪 っ た 詩 人 自 ら の 受 難 を 連 想 さ せ 、 更 に

は 、 既 に 見 て き た と お り 、 わ れ わ れ の 誰 も が 分 別 に よ っ て 実

在 か ら 見 放 さ れ 地 平 線 の 牢 獄 に 閉 じ 込 め ら れ て い る こ と を こ

の 詩 人 が 自 覚 し て も い た こ と と も 自 ず か ら 重 ね 合 わ さ れ る よ

う で あ る 。 更 に こ れ も 既 に 触 れ た 如 く 、 良 寛 の 「 災 難 に 遭 う

時 節 に は 災 難 に 遭 う が 宜 し く 候 」 の 言 葉 は ド ラ マ 性 は 欠 け て

い る も の の 、 原 理 的 に は こ の 詩 人 の み な ら ず 全 人 類 の 境 涯 と

こ こ に 言 う「 忍 耐（ 受 難 ）」と は 共 に 重 な っ て く る の で は な か

ろ う か 。 忍 耐 ・ 受 難 ・ 遭 （ 災 ） 難 ― と 。

結 局 、 こ の 場 合 、 日 本 語 の 忍 耐 （ に ん た い ） と い う 訳 語 の

選 択 は ピ ン ト は ず れ で あ り 、 原 典 に 読 ま れ て い る 意 味 を ほ と

ん ど 把 握 し て い な い と 云 わ ざ る を 得 な い 。 な ら ば 、 い っ そ の

こ と 良 寛 に 仮 託 し て 彼 に 訳 し て も ら う と 、 つ ぎ の 試 訳 の 方 が

却 っ て 適 切 で は な い か と さ え 思 わ れ る 。

（ す な わ ち 、「 は じ め に 」の 節 で 言 及 し た よ う に 荘 子 や 白 隠

の 説 く と こ ろ に 4 6 従 っ て 、 分 別 セ ン タ ー か ら 最 も 遠 い 位 置 に

意 識 を 措 き 、「 間 合 い 」を 思 い 切 っ て 詰 め 、出 来 る こ と な ら 無

く し て し ま う よ う な 訳 出 、 す な わ ち 原 典 に 秘 め ら れ た 宝 を ど

う し た ら 引 き 出 せ る か 、 と い う 読 み こ そ い わ ゆ る 翻 訳 の 担 う

4 4 p a t i e n c e
4 5 p a s s i o n
4 6 本 論 考 の §は じ め に を 参 照 。



テクストの読み(二)

29

お お き な 役 割 り の 一 つ で あ ろ う と 考 え ら れ る の で あ る 。）

（ 試 訳 B）

荒 土 井 山 に 登 れ ば 、 眼 下 に 下 名 和 良 国 の

そ の か み の 洛 陽 ひ ろ ご り 、 懈 げ に た ち 燻 る

煙 の か く 洩 ら す が ご と く み ゆ 。 災 難 に 宜 し

く 遭 う な ら ば （ ま た 苦 界 の 発 明 ： 火 を も っ

て な す な ら ば ） 煩 悩 即 菩 提 の ほ か は な し 。

過 ぎ た る を 在 り と く づ ほ る 理 も な く （ ゆ く

す え を 在 り と た の む ） 所 以 も な し 。 は た 無

明 長 夜 の 眠 り に お ち る 謂 れ な く （ 菩 提 の 岸

に 目 覚 め る ） 因 縁 も な し 。

わ れ わ れ は 翻 訳 の 問 題 を 通 し て 「 読 み 」 の 広 が り と 深 ま り

を 検 討 し て も い る 。 そ れ は 当 然 な が ら 限 界 が あ る こ と は 十 分

承 知 し た 上 で の 、 実 在 に 迫 る 挑 戦 で も あ る 。 言 語 世 界 に も 歴

史・文 化 の 深 み や 幅 が あ り そ れ を 言 語 も 担 っ て い る の で 、（ 辞

書 的 訳 語 で は な く ） こ れ を で き る 限 り 活 か す と 、 た と え ば 、

以 上 の よ う な 試 訳 に な る の で あ る 。

こ れ ま で を 簡 単 に 振 り 返 っ て み よ う 。

わ れ わ れ は 、 こ と ば を 用 い て 思 考 し て い る 。 言 語 と い う 高

度 に 優 れ た 、 し か も 便 利 な 道 具 で あ り な が ら 、 そ れ は 同 時 に

分 別 知 を も と に 成 立 し て い る 。 そ の 言 語 で 表 現 ( r e -pr es e n t、

再 提 示 ） さ れ た も の を 読 む 場 合 、 そ れ を 、 さ ら に （ 広 義 の ）

自 分 の こ と ば で「 読 む 」、つ ま り 自 分 の こ と ば に「 翻 訳 」す る 。

い わ ば 、 解 釈 し て い る の で あ る 。

こ こ に い た る ま で 、 原 理 的 に は 、 表 現 対 象 を 翻 訳 す る 作 業

が 既 に 何 段 階 も 進 め ら れ て い る 。 こ の 場 合 、 あ ら た め て 「 現

実 （ レ ア リ テ ィ ） と い う テ ク ス ト 」 を 読 む こ と の 問 題 点 が 突

き つ け ら れ て い る こ と に 気 付 く 。
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こ の 問 題 を 、 具 体 的 に 提 示 す る た め 、 さ ら に も う 一 人 全 く

異 質 な タ イ プ の 詩 人 の テ ク ス ト を「 読 ん で（ 翻 訳 し て ）」み た

い 。

III. ロ ー ト レ ア モ ン (1846-1 870 )の 場 合

こ の 早 世 の 詩 人 は 、 後 に ア ン ド レ ・ ブ ル ト ン ( 1 8 96 - 1 96 6 )

に 発 見 さ れ シ ュ ー ル レ ア リ ス ム の 始 祖 ・ 先 駆 者 と な っ た 。 シ

ュ ー ル レ ア リ ス ム と い え ば 、 フ ロ イ ト に よ り 人 間 の 無 意 識 界

が 開 発 さ れ 、 実 在 界 の 通 路 が 広 ま り 始 め た こ と と 関 連 し て い

る 。 こ の 運 動 は 自 動 記 述 法 （ オ ー ト マ チ ズ ム ） を 開 発 し 、 い

わ ば 人 間 の 分 別 か ら は 自 由 な 言 語 を 生 み 出 そ う と 試 み た 。 こ

の 点 は 、 わ れ わ れ の 論 考 に お い て も ポ イ ン ト と な る と こ ろ で

あ る 。 過 去 に お け る 少 な か ら ぬ 先 駆 者 が こ の 運 動 の 旗 頭 と し

て 掲 げ ら れ た も の の 、 次 々 に 否 定 さ れ 最 後 ま で 残 っ た の が ロ

ー ト レ ア モ ン で あ っ た こ と は 注 目 に 価 す る 。

ま ず は 、 問 題 点 を で き る だ け 単 純 に 絞 る た め 、 異 な る 言 語

間 の 翻 訳 の 問 題 は 表 面 に 出 さ ず 、 前 の 例 に 倣 っ て 同 じ 翻 訳 言

語 ― 日 本 語 ― 間 の 違 い を 観 察 し た い 。

ま ず 、 以 下 に 提 示 す る の は 、 こ の 場 合 も 原 典 4 7 か ら の 引 用

は し な い が 、 散 文 詩 『 マ ル ド ロ ー ル の 歌 』 ( 18 6 9 )の 一 部 で あ

り 、 ま ず 、 あ る フ ラ ン ス 文 学 者 が 訳 し た 、 原 典 に 忠 実 な 日 本

語 に よ る 翻 訳 A で あ る 4 8。

（ 翻 訳 A）

年 老 い た 海 原 よ 、 お お 、 偉 大 な 独 身 者 よ 、

お ま え が 自 分 の 粘 液 質 の 王 国 の 厳 か な 孤 独

の 中 を 駆 け め ぐ る 時 、 生 ま れ な が ら の 壮 麗

さ を 誇 っ て 当 然 だ 、 そ れ に 、 お れ が お ま え

4 7 L a u t r é a m o n t , O e u v r e s  c o m p l è t e s ,  G a l l i m a r d ,  1 9 7 0 ,  ( C h a n t  p r e m i e r ,
s t r o h p h e  9 )
4 8 渡 辺 広 士 訳 、『 ロ ー ト レ ア モ ン 全 集 』、 思 潮 社 、 1 9 6 8 年 、 2 9 頁 。
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に さ さ げ ず に は に ら れ な い 心 か ら の 賛 辞 も

誇 り と し て よ い 。 お ま え の 悠 揚 迫 ま ら ぬ 動

き 、 至 高 の 権 力 が お ま え に 恵 み 与 え た 属 性

の 中 で も つ と も 偉 大 な 属 性 で あ る そ の 悠 長

さ の や わ ら か な 発 散 に 、 う っ と り 揺 ら れ な

が ら 、 お 前 は 暗 い 神 秘 の た だ 中 で 、 自 ら の

永 遠 の 力 を 静 か に 感 受 し な が ら 、 自 分 の 気

高 い 面 （ お も て ） に た ぐ い な い 波 を く ま な

く ひ ろ げ る 。 波 は 短 い 間 隔 を お い て 、 平 行

し て あ い つ ぐ 。 一 つ の 波 が 弱 ま る と 、 す ぐ

に も う 一 つ が 高 ま り な が ら 、 溶 け 合 う 泡 の

物 憂 い ざ わ め き と と も に 追 い つ き 、 す べ て

は 泡 だ と わ れ わ れ に 告 げ る の だ 。（ こ ん な ふ

う に 、 人 間 と い う 存 在 、 生 き た 波 も 、 一 は

他 を 追 い な が ら 単 調 に 死 ん で い く の だ 。 だ

が 、泡 の ざ わ め き は 残 さ ず に 。）渡 り 鳥 は 波

の 上 に 信 頼 し き っ て 憩 い 、 翼 の 骨 が 空 の 巡

礼 を 続 け る た め の い つ も の 生 気 を 取 り 戻 す

ま で 、 誇 ら か な 優 し さ に 満 ち た そ の 動 き に

身 を ゆ だ ね る 。 人 間 の 尊 厳 が お ま え の 尊 厳

の 照 り 返 し ぐ ら い で も 身 に 着 け て く れ た ら

い い の だ が 。 お れ は そ う 熱 望 し て い る が 、

こ の 真 剣 な 希 い は お ま え に 取 っ て も 名 誉 な

こ と だ 。 無 限 を か た ど っ た お ま え の 精 神 的

な 偉 大 さ は 、 哲 学 者 の 省 察 の よ う に 、 女 の

愛 の よ う に 、鳥 の 神 々 し い 美 し さ の よ う に 、

詩 人 の 瞑 想 の よ う に 、 は か り 知 れ な い 。 お

前 は 夜 よ り も 美 し い 。

次 に 提 示 す る の は 論 者 に よ る 試 訳 （ 翻 訳 B） で あ り 、 上 記
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の 翻 訳 と は 、 主 に 二 点 に お い て 異 な る 。 第 一 点 は 、 語 順 の 問

題 で あ る が 、 基 本 的 に は 、 原 文 の フ ラ ン ス 語 と 語 順 を 一 致 さ

せ る よ う に つ と め た 。 第 二 点 は 、 で き う る 限 り 、 原 文 の も つ

淀 む こ と の な い 一 気 に 書 か れ た よ う な 、 あ ら ゆ る シ ン タ ッ ク

ス が 入 り 混 じ っ た 、 ス ピ ー ド 感 あ る 、 自 動 記 述 的 な 文 章 に 対

応 し 、 あ ら ゆ る レ ベ ル の 日 本 語 を 使 っ て み た 。 学 問 に お け る

「 読 み（ 翻 訳 ）」は 、あ る 意 味 で 作 者 自 身 が 気 付 い て さ え い な

い 秘 め ら れ た 宝 を ど う 引 き 出 す か 、 む し ろ 日 本 語 と い う 極 め

て 異 な る 文 化 を 担 う 言 語 だ か ら こ そ 可 能 と な る 機（ は た ら き ）

を 発 揮 す べ き で あ ろ う か と 思 う 。

（ 翻 訳 B）

古

こ

久

く

遠

おん

の 海 原 よ 、乾

けん

坤

こん

只

ただ

一

いち

人

にん

よ 、独 尊 な る 汝

な

が

不 感 無 覚 の 国 原 を 御 自 ら 遊 行 す る と き 、げ に 誇 れ か

し 、 う る は し の 汝

な

が 本 然 と 逸

はや

る こ こ ろ の 吾 が 言

こと

祝

ほ

ぎ と を 。 心 地 よ に 身 を ゆ ら す 悠 然 凛 々 し き 風 格 は 、

至 極 の 持 ち 前 に て 、 神

かみ

下

くだ

せ し も の な る も 、 汝 が 繰

り 出 だ す 、不 可 思 議 ぬ ば た ま の 黒 闇 の 只 中 、は た 荘

厳 な る 水 面

みなも

の 、世 に 並 び な き 高 波 は 、不 滅 の 御 力 な

る べ し と 偲 ば る る 。沖 津 波 、五

い

百

ほ

重

へ

波

なみ

、 頻

しき

波

なみ

に つ

ら な り て 、 消 ゆ る 間 も な く 、 上

うわ

波

なみ

に こ そ 呑 み こ ま

れ け り 、 立

たつ

波

なみ

の し く し く 侘 び し き 泡 音 と な り て 砕

け 散 る 、 も の み な な が ら 泡

うた

沫

かた

の ご と し と 告 げ 報 ら

す 。 (か く の ご と く 、 水 泡

みなわ

な す 衆 生 も は た 、 弥

いや

つ ぎ

つ ぎ と 直

ひた

道

みち

に 果 て 逝 け ば 、 泡

うた

沫

かた

の 消

け

ぬ 音

ね

も と ど



テクストの読み(二)

33

む こ と な し 。 )

渡 る 鳥 の 旅

たび

宿

やど

る 波 の 揺

あゆ

ぎ は 泰 然 と 気 高 し 、懈

たゆ

け

し 羽 交

はがひ

も ゆ く ゆ く 常 に 戻 れ ば 、 ひ さ か た の 天 津

あまつ

御

空 に 出 で 立 た む 。願 わ く ば 、 人

じん

間

かん

衆 生 装

よそほし

も 汝

が 際 高 の 宿

しう

德

とく

の 似 姿 で あ ら ん こ と を 。求 め が ま し

く も 、 直

なほ

き こ の 祈

ねぎ

事

ごと

ぞ 、 天 晴 れ 御 身 の 名 を 響 か

し め ん こ と を 。汝 が 浩 然 の 御

み

心

こころ

は 、無 窮 の 気

け

色

しき

に し て 、 お ぎ ろ な き こ と 、 賢 者 の 智 慮 を つ く す が

ご と く 、 を ん な の 慈 し み の 深 き が ご と く 、 小 鳥 の

神 さ び て 目

ま

映

ばゆ

き が ご と く 、 歌 詠 み の 物 の 見 え た る

光 迎 ゆ る が ご と し 。 汝 が 綺 羅 の 匂

にほひ

、 ぬ ば た ま の

夜 の ふ け ゆ く に ま さ れ り 。

こ の 散 文 詩 は 、主 人 公 マ ル ド ロ ー ル が 語 る と い う 形 式 を と

っ て い る の で あ る が 、 勿 論 こ こ に 引 用 し た 箇 所 も 彼 が 大 海

に 向 か っ て 讃 辞 を も っ て 呼 び か け て い る 。 マ ル ド ロ ー ル と

い う 名 前 の 音 綴 は た だ ち に マ ル （ 病 ） ド ロ ー ル （ 曙 光 の ）

を 連 想 さ せ る も の で 、 こ の 主 人 公 の 「 意 識 （ の 光 ） の 病 」

を 予 測 さ せ 、作 品 全 体 の 雰 囲 気 は 、ま さ に こ の 通 り で あ る 。

わ れ わ れ は こ こ に も 、 先 に と り あ げ た シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の

「 荒 原 病 」（ マ ル・ド・デ ゼ ー ル ）を 思 い 出 さ ざ る を 得 な い 。

い ず れ も 一 言 で 云 え ば 実 存 の 病 で あ る 。 一 方 は 同 一 律 の 分

別 意 識 が つ く り だ し た 幻 に す ぎ な い 牢 獄 に 閉 じ 込 め ら れ て

身 動 き で き な い 自 我 の 病 で あ っ た 。 換 言 す れ ば 主 観 （ 認 識

主 体 ）・客 観（ 認 識 対 象 ）の 分 裂 構 造 の 問 題 に 気 付 き 、幻 想

の 客 観 （ 地 平 線 ） に 縛 ら れ 身 動 き で き な い 状 況 を 脱 す る 動
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き と し て の 詩 行 為 と な っ て い る 。 後 者 の 方 は 、 主 観 （ 認 識

主 体 ）を 強 く 打 ち 出 す こ と で 打 ち 返 さ れ る 客 観（ 認 識 対 象 ）

か ら の 強 い 反 動 を 活 力 と し て 、 創 造 行 為 そ の も の が 、 神 に

抗 し て 詩 人 自 ら の 存 在 と 創 造 権 を さ え 主 張 す る ほ ど の 動 き

と な っ て い る 。 前 者 が 静 な ら 後 者 は 破 壊 的 な 動 で あ る 。 両

者 ま っ た く 対 蹠 的 な 動 き を し な が ら 、 予 想 外 に も 同 一 地 点

に 向 か っ て い る の が 伺 え る 。

以 下 に 、 論 者 の 試 訳 に つ い て 特 に 注 意 を 要 す る 箇 所 に つ

い て 簡 単 に 説 明 し て お く ― ― と く に 、 強 い 自 我 を も っ た 主

人 公 が 呼 び か け る 大 海 と い う 存 在 を 、 或 は 、 海 を 通 し て 存

在 と い う も の を ど の よ う に 把 握 し て い る か は 、 こ の 作 品 を

「 読 む 」 こ と に お い て 重 要 な ポ イ ン ト だ か ら で あ る 。

一 、「 年 老 い た 海 原 よ 、 お お 、 偉 大 な 独 身 者 よ 」（ 渡 辺 訳 ）

の 箇 所 に 相 当 す る 論 者 の 試 訳 に つ い て は 、（ イ ）老 若 の 時 間

的 尺 度 を 越 え た 絶 対 的「 老 」と 、（ ロ ）や は り 大 小 の 尺 度 を

越 え た 絶 対 的 な 大 （ 例 え ば 仏 典 に 云 う 「 摩 訶 」 の よ う に ）

と い う 意 味 で 、（ ハ ）ま た「 宇 宙 に 双 日 な し 」と 同 じ 意 味 で 、

ま た 「 天 上 天 下 唯 我 独 尊 」 と い う 各 存 在 の 唯 一 性 を 「 読 み

込 ん で 」 ― ― 「 万 古 久 遠 の 海 原 よ 、 乾 坤 只 一 人 よ … 」 と い

う 日 本 語 に 訳 し た 。 幻 に ほ か な ら な い 地 平 線 を 打 ち 破 る 存

在 は 万 古 久 遠 の 乾 坤 只 一 人 だ か ら で あ る 。

二 、「 お ま え が 自 分 の 粘 液 質 の 王 国 の 厳 か な 孤 独 の 中 を 駆 け

め ぐ る 時 」 ／ 「 独 尊 な る 汝 が 不 感 無 覚 の 国 原 を 御 自 ら 遊 行

す る と き 」― に つ い て 、（ イ ）下 線 部「 粘 液 質 の 」（ 渡 辺 訳 ）

に 関 し て は 、こ の 原 語 4 9の「 冷 静 な 」の 概 念 を 採 用 し て「 不

感 無 覚 の 」 と し た 。

4 9 原 典 で は ” f l e g m a t i q u e ” 仏 和 辞 書 の 訳 語 で は 、 ① 【 医 、 心 】（ 古 ）

粘 液 質 の ② 冷 静 な 、 冷 淡 な （『 ス タ ン ダ ー ド 仏 和 辞 典 』） と あ る 。
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三 、「 無 限 を か た ど っ た お ま え の 精 神 的 な 偉 大 さ は 、哲 学 者

の 省 察 の よ う に 、 女 の 愛 の よ う に 、 鳥 の 神 々 し い 美 し さ の

よ う に 、 詩 人 の 瞑 想 の よ う に 、 は か り 知 れ な い 。 お 前 は 夜

よ り も 美 し い 」／「 汝 が 浩 然 の 御 心 は 、無 窮 の 気 色 に し て 、

お ぎ ろ な き こ と 、 賢 者 の 智 慮 を つ く す が ご と く 、 を ん な の

慈 し み の 深 き が ご と く 、 小 鳥 の 神 さ び て 目 映 き が ご と く 、

歌 詠 み の 物 の 見 え た る 光 迎 ゆ る が ご と し 。 汝 が 綺 羅 の 匂 、

ぬ ば た ま の 夜 の ふ け ゆ く に ま さ れ り 。」（ イ ） こ こ に 用 い ら

れ て い る 比 喩 を 単 な る 修 辞 で あ る と は 受 け 取 ら な か っ た 。

存 在 間 の 壁 を 越 え て 通 低 す る 一 体 と し て 実 在 界 に 迫 ろ う と

し て い る の で 、 特 に 「 詩 人 」 に つ い て は 芭 蕉 に 登 場 し て も

ら っ て 「 物 の 見 え た る 光 … 」 と し た 。

ま た 、以 下 に 、内 容 的 に 注 目 す べ き 重 要 な 点 に 触 れ て お

く ― ―

一 、 波 立 ち と 現 れ て は 消 え る 泡 の 描 写 は 、 鴨 長 明 の 『 方 丈

記 』 ( 12 12 )の 書 き 出 し の 諸 行 無 常 ・ 万 物 流 転 を 表 現 し て い る

部 分 を 彷 彿 さ せ る 。

「 ゆ く 河 の 流 れ は 絶 え ず し て し か も 本 の 水

に あ ら ず 、 よ ど み に 浮 か ぶ う た か た は か つ 消

え か つ 結 び て 久 し く と ど ま る こ と な し … 」

マ ル ド ロ ー ル は 云 う ： 人 の 生 き 死 に も ま た こ の 泡 沫 そ の も

の で あ り 、 む し ろ 泡 沫 が く だ け る ほ ど の 音 も 立 て ず に 消 え て

ゆ く 、 と 。 神 に 抗 し て 強 く 自 己 主 張 す る こ の 主 人 公 も 諸 行 無

常 の 自 覚 は あ る よ う で あ る 。

二 、 さ ら に 、 一 見 し た と こ ろ 気 付 き が た い が 極 め て 重 要 な 箇
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所 が あ る 。 い わ ば 「 無 常 」 の 描 写 に つ づ く 渡 り 鳥 に つ い て の

描 写 ― 「 渡 り 鳥 は 波 の 上 に 信 頼 し き っ て 憩 い … 」 ― に つ い て

で あ る 。 無 常 を 象 徴 す る 波 と 泡 が 描 か れ 、 人 間 の 生 死 も 跡 形

も 残 さ ず 無 常 の 流 れ に 消 え て い く と 提 示 し た 直 後 、 こ の 無 常

の 波 の 上 に 浮 か ん で む し ろ そ の 身 を 休 め て い る の が 渡 り 鳥

で あ る 。 つ ま り こ の 鳥 は 無 常 と 一 体 化 し て い る 。 渡 り 鳥 は 存

在 の 自 由 な あ り 方 、（ 陸 亘 大 夫 5 0 の い わ ば 観 念 の 遊 戯 で は な

く ）「 天 地 と 同 根 、 万 物 と 一 体 」 で あ る 鳥 を 詩 人 （ 或 は マ ル

ド ロ ー ル ） の 側 か ら で な く 、 鳥 自 ら の 側 に お い て 把 握 し 得 て

い る 。 つ ま り 、『 雪 山 偈 』 の 後 半 部 「 生 滅 滅 已 ・ 寂 滅 為 楽 」

を 具 体 的 描 写 に よ っ て 見 事 に 表 現 し 得 て い る と 云 わ な け れ

ば な ら な い 。こ の 箇 所 を シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル に 云 わ せ れ ば 、「 誰

も 見 る 者 が な け れ ば 、 波 は も は や 波 で は な い … 」 と 読 む と こ

ろ で あ る 。 こ の く だ り を 金 剛 経 の 論 理 で い え ば 、 即 非 に よ っ

て 、「 波 は 波 と い う は 、 波 は 即 非 波 で あ る 、 こ れ を 波 と い う 」

と な ろ う 。 翻 っ て 、 諸 行 無 常 と し か 「 読 む 」 こ と が で き な か

っ た 鴨 長 明 は 、 人 間 地 平 の 囚 人 に た だ 甘 ん じ て い る だ け だ っ

た の で あ ろ う か 、 残 念 な が ら 、『 方 丈 記 』 に は そ れ 以 上 の 問

題 提 起 は 見 当 た ら な い よ う で あ る 。

§おわりに

現 象 世 界 と 言 語 分 節 と は 寸 分 違 わ ず ぴ た り と 対 応 し て い

る わ け で は な い 。 も と よ り そ れ ぞ れ の 現 象 に 本 質 が あ る わ け

で も な い 。 だ が 、 図 式 的 に 云 え ば 、「 読 み 」 は 、 既 成 の 言 語

に 引 き ず ら れ る か 、 純 粋 経 験 い わ ば 分 別 の 手 前 で 言 語 を 模 索

す る か の 二 点 に 尽 き る 。 だ が 、 問 題 は そ の よ う に 単 純 で は な

く 、 わ れ わ れ に は 言 語 と い う 引 力 圏 か ら 出 る こ と が 極 め て 困

難 な の で あ る 。 そ れ は 分 別 か ら 自 由 で な い こ と と 軌 を 一 に し

て い る 。

5 0 注 2 4 参 照 。
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わ れ わ れ は 、 外 国 語 を 日 本 語 で 「 読 む 」 い わ ゆ る 「 翻 訳 」

を 二 通 り づ つ 例 示 し た 。 普 通 の 現 代 日 本 語 と 古 語 を ま じ え た

日 本 語 と で 。 こ の 試 み は 、 た と え ば 日 本 の 古 典 を 現 代 日 本 語

で 読 む こ と と 原 理 的 に は 相 違 は な い 。 つ ま り 現 代 日 本 語 に

「 翻 訳 し て 読 む 」 の で あ る 。 畢 竟 、 こ の 原 理 は 現 代 日 本 語 で

書 か れ た テ ク ス ト を 読 む 場 合 に 於 い て も な ん ら 変 わ り は な

い 。 つ ま り 、「 読 む 」 の 背 後 に は 、「 読 む 人 が 翻 訳 す る 」 が か

な ら ず あ る の で あ る 。

「 読 む 」 は 、「 自 分 」 と い う 主 観 領 域 （ 地 平 線 内 ） の 住 民

（ 無 実 の 囚 人 ） に し て 「 分 別 知 」 に 基 づ く 「 分 節 道 具 」 で あ

る 言 語 使 い と し て の 人 間 の 宿 命 で あ る 。

そ こ で 知 恵 を 絞 っ て 出 て き た も う 一 つ の「 読 む 」が「 素（ 音 ）

読 」 で あ ろ う 。 国 語 で あ れ 外 国 語 で あ れ 、 原 典 に 出 来 る だ け

近 い と こ ろ で 読 む 方 法 で あ る 。 あ る い は 更 に 、 原 典 の 作 者 の

分 別 の 手 前 で 「 読 む 」 と い う こ と さ え 有 り 得 る 。 つ ま り 「 素

読 」 に は 、 作 者 が 気 付 い て い な い も の に 近 づ く 可 能 性 さ え 含

ん で い な く は な い 。 他 の 活 動 に 於 い て は 「 形 稽 古 」（ 或 は 得

物 の 「 素 振 り 」） が 「 素 読 」 に 相 当 す る 。 こ れ は 具 体 的 な 言

語 行 為 （ 文 学 ） に 限 ら ず あ ら ゆ る 人 間 的 な 活 動 に お い て 、 実

在 に 最 も 近 い 地 点 に 近 づ く 一 つ の 道 で あ る と 云 っ て よ か ろ

う か 。

そ う し て 徹 底 的 な 「 素 読 」 を 経 て 新 た に 自 ら の 言 葉 に 翻 訳

す る と い う こ と も 当 然 あ り 得 る 。

こ の 具 体 的 な 活 動 の 原 点 は 禅 文 化 に あ る と 云 う こ と が で

き る が 、 同 じ 志 向 性 を 、 既 に 見 た と お り シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の

詩 篇 の 中 の こ と ば 、「 人 間 が い な け れ ば … 」「 誰 も 見 る も の が

な け れ ば … 」 の 中 に も 、 ま た ロ ー ト レ ア モ ン の 描 く 波 の 上 に

浮 か ぶ 渡 り 鳥 の 地 点 に も 確 認 で き る の で あ る 。

わ れ わ れ は 分 別 の 領 域 で 、 地 平 線 の 内 側 で 物 事 の 実 体 化 ・

意 味 付 け ・ 価 値 付 け を 行 っ て い る 。 そ れ が 「 読 む 」 の 実 態 で
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あ る 。 だ が 、 他 方 で 人 は 地 平 線 の 内 で 答 え る こ と の 出 来 な い

問 い を 持 っ て し ま っ た 。 単 純 化 す れ ば 、（ 現 象 な ら ぬ ）「 真 実

在 」 と は 何 か 、（ 自 分 な ら ぬ ）「 本 来 の 自 己 」 と は 何 か 。 こ れ

を 「 原 事 実 」 と 云 お う が 「 純 粋 経 験 」 と 云 お う が 、「 物 の 見

え た る 光 」 と 云 お う が 、「 も し 人 間 が い な け れ ば （ の 地 点 ）」

と 云 お う が 、 無 常 ・ 生 死 の 波 に 寧 ろ 安 ら い で い る 渡 り 鳥 の い

る 地 点 と 云 お う が 、 文 学 に 限 定 し て も こ の 地 点 に 向 か っ て わ

れ わ れ は 歩 い て い る 。

辞 書 的 な 訳 語 や 規 範 的 な 文 法 範 疇 の 中 で 読 む の で は な く 、

存 在 の 本 来 の 場 で（ 地 平 線 内 存 在 が 如 何 に す れ ば「 未 知 の 友 」

に 会 う こ と が で き る か と い う 問 題 意 識 を 持 っ て ）読 む「 主 体

的 読 み 」と も わ れ わ れ は 主 張 し た 。こ れ が 外 国 文 学 で あ ろ う

と 自 国 の 文 学 で あ ろ う と 言 語・文 化 の 違 い を 越 え て 出 逢 う 地

点 で は な か ろ う か 。

「 読 み 」 を 子 供 の 遊 び を 通 し て 見 れ ば 、 分 別 知 を も っ て こ

ち ら か ら 赴 く 読 み は (A )「 隠 れ ん（ 探 し ん ）坊 遊 び 」に 相 当 す

る 。 あ ち ら （ 真 実 在 の 方 ） か ら や っ て 来 る の を 迎 え る 読 み は

(B )「 イ ナ イ イ ナ イ・バ ッ 遊 び 」に 相 当 す る 。芭 蕉 の 薺 の 句 に

つ い て の 多 く の 研 究 者 の 評 は 、 い わ ば 「 隠 れ ん 坊 遊 び 」 の 中

に こ の 句 を 類 別 し て い る こ と に な る 。 し か し 、 幾 度 と な く 繰

り 返 し 言 及 し て き た 通 り 、 わ れ わ れ の 観 察 に 拠 れ ば 、 薺 の 句

は こ の 二 つ の 遊 び の 構 造 を さ え 読 み 込 ん で い て 、(C )「 ダ ル マ

さ ん が 転 ん だ 」 遊 び つ ま り 詩 学 （「 物 の 見 え た る ひ か り 、 い

ま だ 心 に き え ざ る 中 に い ひ と む べ し 」 等 々 ） さ え も こ の 句 の

中 に 秘 し て い る 。

こ の 句 は 純 粋 経 験 の 事 実 つ ま り 同 時 現 成 に 対 す る 驚 き を

「 読 ん で い る 」 の で あ る か ら 、「 読 み 」 を 追 究 し て い る わ れ

わ れ に は 、 こ の 句 の 背 後 に 、 薺 の 方 も 同 時 に 詠 ん だ に ち が い

な い ― ―
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“ よ く 見 れ ば 芭 蕉 ほ う け る 軒 端 か な ”

― ― の よ う な 句 が 読 み 込 ま れ て い る の に 気 付 か ざ る を 得 な

い の で あ る 。

ま た 、 こ の こ と に 関 連 し て は 、「 隠 れ ん （ 探 し ん ） 坊 遊 び 」

の み に 興 じ て い る 自 ら に 気 付 い て 、 イ ナ イ イ ナ イ ・ バ ッ と 現

れ る「 未 知 の 友 」に 出 会 い た い と 願 う シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル を「 読

む 」 こ と が で き た 。 こ の 詩 人 は 、 そ の 決 意 と 未 来 に 向 か っ て

の 見 取 り 図 を 、 引 用 I～ 引 用 I I I 5 1の 文 章 で 表 明 し て い る 。 同

じ こ と を よ り 人 生 全 般 に 亘 る 総 括 と し て 、 わ れ わ れ が 二 つ の

試 訳 で 示 し た （ ピ レ ネ ー の 麓 の 街 を 見 下 ろ し な が ら の 感 懐 ）

5 2の 文 章 で 表 明 し て い る 。

ロ ー ト レ ア モ ン は 、あ く ま で (A )の 遊 び を 貫 く 態 度 を 変 え ず 、

言 語 使 い 人 間 と い う よ り 、 あ た か も 言 語 そ れ 自 体 と な っ て 神

へ の 挑 戦 状 を 突 き つ け た 。「 素 読 」 と い う 読 み の 方 法 は 、 上

記 の (A )的 読 み の 問 題 性 を 避 け (B )的 読 み に 近 づ こ う と す る 究

極 的 戦 略 で あ る が 、 ロ ー ト レ ア モ ン を 「 読 む 」 に は 逆 に 徹 底

的 な 素 読 が 求 め ら れ る の は 、 む し ろ 、 こ の 詩 人 の 中 に (A )／

(B ) の 対 立 が 無 い か ら で あ ろ う 。 彼 の 海 を 讃 え る く だ り の 文

の 試 訳 は い ま だ 不 十 分 な が ら 素 読 を 繰 り 返 し た 結 果 、 敢 え て

日 本 語 で 読 み 直 し て み た も の で あ る 。「 素 読 」 の 結 果 、 単 調

に し て 平 板 な 書 字 で あ る ア ル フ ァ ベ ッ ト に 影 響 さ れ た 「 読

み 」 で は な く 、 そ の 背 後 の 立 体 性 や 深 み （ 言 語 使 い 人 間 と し

て の 共 通 の 問 題 意 識 ） を 日 本 語 の 持 つ 歴 史 の 厚 み 、 言 語 的 特

性 で あ る 書 字 の 複 雑 さ 音 訓 の 使 い 分 け な ど も 駆 使 し て 「 読

む 」 こ と を 原 典 自 体 が 求 め て い る か ら で あ る 。

雪 山 童 子 （ 前 生 の 釈 迦 ） が 雪 山 偈 前 半 二 句 （ 諸 行 無 常 ・ 是

生 滅 法 ） を 解 （ 知 読 ） し た が 、 後 半 二 句 （ 生 滅 滅 己 ・ 寂 滅 為

5 1 本 論 考 §シ ュ ペ ル ヴ ィ エ ル の 場 合 参 照 。
5 2 本 論 考 §読 み と は 翻 訳 で あ る ― の 試 訳 A 及 び .試 訳 B 参 照 。
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楽 ） を 知 る （ 身 読 す る ） 為 に は 自 ら の 命 と 引 き 換 え に し て も

い い と 決 断 し た （ と 言 い 伝 え ら れ て い る ） の は 、 シ ュ ペ ル ヴ

ィ エ ル の 例 で 云 え ば 、 地 平 線 内 の 囚 人 で あ る 自 ら に 気 づ い た

か ら で は な か ろ う か 。 前 半 二 句 だ け な ら ば 言 語 使 い 人 間 の 地

平 線 内 の 「 読 み 」 で あ り 、 後 半 二 句 が 加 わ っ て 初 め て 人 間 以

前 （ 地 平 線 外 ） も 人 間 の 領 域 で あ る こ と の 極 め て 重 要 な 示 唆

で あ る 。

以 上 、「 読 む 」 と い う こ と は 、 結 局 は 、 広 義 の （ は じ め に

述 べ た 如 く ― ― 文 学 に 限 ら ず 、 広 く 現 実 と い う テ ク ス ト と し

て の ） 原 典 を 自 分 の 言 葉 に 翻 訳 す る こ と に 他 な ら な い 。 こ れ

は 、 単 な る 技 術 で も 知 識 で も な く 、 我 々 が 自 覚 す る と 否 と に

拘 わ ら ず 自 ず か ら 抱 え て い る レ ア リ テ に つ い て の 共 通 の 問

い の 地 点 で 、 原 典 の 側 と 読 む 側 と が 共 に 出 会 う と い う こ と で

あ る 。 レ ア リ テ の 直 接 的 翻 訳 の 場 合 、 雪 山 偈 に し て も 即 非 に

し て も 、 わ れ わ れ の 分 別 を 介 入 さ せ る 限 り で は 容 易 に は 読 み

取 り が た い 。 し か し な が ら 、 あ ら ゆ る 種 類 の 原 典 の 背 後 に は

こ の （ レ ア リ テ の ） 直 接 的 翻 訳 を 目 指 し て い る 動 き を 確 認 す

る こ と が で き た 。


