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「

境
界
」

の

脱

構
築
と

倫
理

「

ド

リ
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以

後
」

に

お

け

る

人
間
の

自
己

理

解
を

中
心
に

し

て
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〈

論
文
要
旨
〉
　
「

ク

ロ

ー

ン

羊
ド

リ
ー

」

を

め

ぐ
る

論
争
が

示
す
よ
う
に、

遺
伝
子
工

学
を

含
む

咋

今
の

生

命
科
学
は、

人

間
の

自
己
に

つ

い

て

の

理

　

解
に

新
た

な

問
い

を
投
げ
か

け
、

そ

れ
に

よ

っ

て
、

自
己
と

他
者
の

間
の

境
界
を

始
め

、

人
間
と

自
然
の

問
の

境
界、

さ

ら

に

は
、

人
問
と

神
の

問
の

　
境

界
に

つ

い

て

の

既
存
の

観
念
は

大
き
く

揺
ら
い

で

い

る
。

特
に、

神
に

よ

る
「

創
造
の

秩
序
」

を
実

在
理

解
の

基
本
と

す
る

キ

リ
ス

ト

教
世
界
に

お

　
い

て

は、

生

命
科
学
が

提
起
す
る

問
題
は

極
め

て

深
刻
に

受
け
と

め

ら

れ

て

い

る
。

倫
理
と

は

こ

う
し
た

「

境
界
」

を

め

ぐ

る

議
論
で

あ
る

と

い

う
こ

　
と

を
考
え

て

み

る

と、

生

命
工

学
的
試
み

が

倫
理

的
問
い

を

伴
う
こ

と

は
当

然
で

あ
ろ

う
。

キ

リ
ス

ト
教
に

お

い

て

は、

こ

う
し

た

倫
理

的
問
題
が

　
「

神
を

演
じ

る
」

（

℃

冨
凱
づ
αqOO

巳

と
い

う
観
念
の

下
で

議
論
さ

れ

る
。

本
稿
は、

生

命
科
学
と

倫
理
の

関
係
性
と
、

生

命
科
学
に

よ
っ

て

も

た
ら

　
さ
れ
た

新
た

な

自
己

理
解
に

つ

い

て

論
じ
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

生

命
科
学
に

よ
っ

て

も
た

ら

さ

れ
る

自
己

埋

解
の

倫
理

的
意
味
に

つ

い

て

考
察
す
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
〉

　
生

命
科
学、

境
界

、

倫
理、

「

神
を

演
じ
る
」 、

「

打
ち
砕
か

れ
た

自
己
」

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

「

境
界
」

に

つ

い

て

の

論
と

し

て

の

倫
理

土

寸

こ

よ
、

囗

凵μ
曇

幹

わ
た

し
た

ち

が

見
つ

め
た

く
な
い

も

の

が
、

わ

た

し

た
ち

が

誰
な

の

か

を

最
も

鮮
明
に

明
か

す
も

の

に

な

る
。

（
ピ
エ

ー
ル
・

バ

ル

デ
ィ

）

一

つ
、

明
確
に

し

た
い

こ

と

が

あ
り

ま

す
。

ル

ビ
コ

ン

河
は

、

そ

の

向
う
に

悪
が

待
ち

伏
せ

て

い

る
、

そ

う
い

う
河

で

は

あ

り
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ま
せ

ん
。

も
し

悪

が

あ
る

と

す
る

な

ら

ば
、

そ

れ

は

相
変
わ

ら
ず

私
た

ち

の

中
に

あ

る

の

で

す
。

私
た

ち

人
間
は

、

常
に

ル

ビ

コ

　

　
ン

河
に

新
し
い

河
床
を

切
り

開
か

な

け

れ

ば
な

り

ま

せ

ん
。

な
ぜ

な

ら
、

人

問
は
、

思
慮
深
く

、

そ

し

て

自
分
の

行
動
に

つ

い

て

　

　

責

任
を

持
ち

つ

つ
、

す

で

に

慣
れ

て

し

ま
っ

た

こ

と

を

未
開
拓
の

も
の

か

ら

切
り

離
さ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

か

ら

で

あ

り

ま

す
。

　

　
ロ

ー
マ

は
こ

れ

か

ら

も
ル

ビ

コ

ン

河
の

彼
方
に

あ
る

し
、

シ

ー
ザ
ー
が

ル

ビ

コ

ン

河
を

渡
る
こ

と

に

成
功
し

た

と
い

う
こ

と

を
、

　

　

私
た

ち

は

決
し

て

忘
れ

て

は
い

け

ま
せ

ん
。

な

ぜ

な
ら

、

人
間
は

、

完
全

な

人
間
と

な

る
た

め

に
、

常
に

自
分
の

境
界
を

乗
り

越

　

　

え
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

存
在
で

す

し
、

そ

う

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

も

う
一

つ

の

新
し
い

境
界
を

設
定
し

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
（
1）

　

　

そ

う
い

う

存
在
だ

か

ら
で

あ
り

ま

す
。

　

冒
頭
に

引
用
し

た

の

は
、

ド
イ

ツ

の

マ

ッ

ク
ス

・

プ
ラ

ン

ク

研
究
所
の

所
長
で

あ
っ

た

フ

ー
ベ

ル

ト
・

マ

ル

ク

ル

が

行
っ

た

講
演
の

締
め

く
く
り
の

部
分
で

あ
る

。

マ

ル

ク

ル

は
、

同
研
究
所
の

二

〇

〇
一

年
度
総
会
で

行
わ

れ
た

「

自
由

、

責
任

、

人
間
の

尊
厳−
II

な

ぜ

生

命
科
学
は

生

物
学
を
越
え

る

の

か
」

と

い

う

講
演
の

中
で

、

新
し
い

分
野
と

し

て

浮
上

し

て

い

る

生

命
科
学
に

寄
せ

ら

れ

る

期
待

と

危
惧
に

つ

い

て

触
れ

、

生

命
科
学
の

試
み

に

よ

っ

て

渡
る

「

ル

ビ
コ

ン

河
」

の

向
こ

う
は
、

決
し
て

悪
が

待
ち

伏
せ

て

い

る

禁
断
の

領
域
で

は

な
い

と

強

調
し

た

の

で

あ
る

。

も

し
、

そ

う
し

た

悪
が

あ
る

と

す

る

な
ら

ば
、

そ

れ

は
む

し

ろ

「

ル

ビ

コ

ン

河
」

を

渡
ろ

う

と

す
る

わ

た

し

た

ち
人

間
の

中
に

あ．
る

ほ

か

な

ら

な
い

と
い

う
。

生

命
科
学
の

台
頭
に

よ
っ

て

問
わ

れ

る
の

は
、

依
然
と

し

て

人

間
の

本
質
で

あ
る

と
い

う
こ

と

が

闡
明
さ

れ

た

と
い

え

よ

う
。

　

生

命
科

学
と

人

問
の

あ

り

方
を

め

ぐ
る
マ

ル

ク

ル

の

言
明
は

、

「

あ
ら
ゆ

る

学
問
の

う

ち

で

生

物
学
こ

そ
、

『

人

間
の

本
性
』

と

は

何

か

と
い

う

問
題
が

形
而
上

学
の

こ

と

ば

を

使
わ

な
い

で

も
言
え

る
」

分
野

と

し

て

把
握
し

た
、

フ

ラ

ン

ス

の

分
子

生
物

学
者
の

ジ
ャ

ッ

ク
・

モ

ノ

ー

q
黔
ρ
⊆

窃

ζ
。

コ

。
（

ご

の

こ

と

を

思
い

起
こ

さ
せ

る
。

モ

ノ

ー

に

よ

れ

ば
、

「

生

物
学
は

あ

ら

ゆ

る

科
学
の

な

か

で

人

間
に
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「境界」の 脱構築 と倫理

対
し

て

最
も

意
味
を

も
つ

も
の

で

あ

り
、

お
そ

ら

く

他
の

い

か

な

る

科
学
よ

り

も

現
代
思
想
の

形

成
に

す

で

に

寄
与
し

て

き

た

こ

と

を

　

　
　

　

　
　

　
ゼ　

疑

う
人
は

あ

る

ま
い
」

。

生

物
学
が

き

わ

め

て

人
間

学
的
な

要

素
を

内
蔵
し

て

お

り
、

生

物
学

的
研
究
が

目

指
す
と

こ

ろ

が

「

人

間
の

本

性
」

の

究
明
で

あ

る

と

す

れ

ば
、

生

物
学

的
探
求
は

キ

リ

ス

ト

教

神
学
の

根
本
モ

チ
ー

フ

に

直
結
す
る

も

の

と
い

え

る
。

な

ぜ

な

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
ヘ
　

　

ヘ
　

　

へ

　

　

あ

　
　

ヘ
　

　

ヘ

　

　

へ

ら
、

キ
リ

ス

ト

教

神
学
こ

そ
、

神
の

前
に

（
OO

同

節
廿

PH

）
Φ
O）

存
在
す

る

も

の

と

し
て

の

人
間
の

自
己
理

解
を

探
し

求
め

て

お

り、

そ

う
い

う
人

間
の

自
己

理
解
は
、

キ
リ

ス

ト

教
信
仰
を

取
り

囲
む

具
体
的
な

解
釈
学
的
地

平
の

巾
で

成
し

遂
げ
ら

れ
る

か

ら

で

あ
る

。

人

間
の

自
己
理

解
を

究
明
す

る

と
い

う
点
に

お

い

て
、

生
物

学
お

よ

び

生

命
科
学
と

神
学
は

オ

ー
バ

ー
ラ

ッ

プ

す

る
の

で

あ
る

。

カ

ト

リ
ッ

ク

神
学
者
の

カ

ー

ル

・

ラ

ー

ナ

ー
が

述
べ

る

と

お

り
で

あ

る
。

　

　
　

す
べ

て

の

自
然

科
学
は
、

直

接
的
に

ま

た

間
接
的
に
、

人

問
学
（
〉

醇
耳
8
。

δ

腹
 
）

を

試
み

る
。

自
然
科
学
は

す
べ

て

人

問
に

　

　
つ

い

て

の

何
か

を
述
べ

る
。

自
然
科
学
が

語
る

の

は
、

よ

く

吟
味
す
れ
ば

、

そ

し

て

そ

の

結
果
に

お

い

て

は
、

決
し

て

何
か

に

対

　

　
す
る

人

間
の

物

質
的
認
識
に

つ

い

て

だ

け

で

は

な
い

。

自
然

科
学
は
、

一

人
の

、

ま

た
、

全
体
的
な
人
間
の

像
を

定
め

、

そ

れ
に

　

　

影
響
を

与
え

る
。

こ

う
い

う
こ

と

は
、

個
々

の

自
然
科
学
が

方
法

論
的
に

も
、

も
し

く
は

内
容

的
に

も
、

境
界
を
越
え

る

こ

と

　

　
（
o
掃

旨

ま

舞
9
惹
£

蜃）

を
躊

躇
す
る

と

き
に

さ

え

も
、

同

様
で

あ
る

。

…

…

神
学
者
は

、

自
ら
の

神
学
的
人

問
学
に

と
っ

て
、

　

　

方
法
論
に

お

い

て

も

結
果
に

お

い

て

も
、

圧
倒
す

る

形
で

近
寄
っ

て

く
る

競

争
相
手
と

し

て
、

自
然
科
学
的
人

間
学
を
理
解
し

な

　

　
　

　

　
　

　
．〔
3）

　

　
け
れ

ば
な

ら

な
い

。

　
す

で

に

キ

リ

ス

ト

教

神
学
は
、

生

物
学
的
研

究
成
果

と
、

生

物

学

的
人

間
理

解
と

積

極
的
に

取

り

組
む

「

哲
学
的

人

間

学
」

（
℃

巨
。
ω

・

9一
の

9
¢

諺
コ

費
。

℃
。

ざ
尠q

邑

の

見

解
を

取
り

入

れ
、

神

学
的
人
間

論
の

形

成
を

試
み

た
。

た

と

え

ば
、

ド

イ
ツ

の

神
学
者
W
・

バ

ネ
ン

ベ

ル

ク

は
、

M
・

シ
ェ

ラ

ー
（
翆
簿
×

ω

9
Φ

寓）
、

H
・

プ
レ

ス

ナ

ー
（
＝

巴
ヨ

昇

空
Φ
ω

。゚

器
吐）

、

A
・

ゲ
ー
レ

ン

（
＞

3
。

己

O
Φ

三

窪）

145 （433）
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ら

が

生

物
学
的
人

間
理

解
を

援
用
し

て

造
り

上

げ
た

「

哲
学
的
人
間

学
」

と

積
極
的
に

対
話
し

な
が

ら
、

人
間
の

神
へ

の

開
放
性
と

い

う

神
学
的
事
柄
を

、

世
界
に

対
す

る

人

問
の

開
放
性
（

11
世
界
開

放
性

芝
窪
。

早
曁
。凶
じ

と

人

間
の

脱
中
心

性

臼
首
9
窪
舜）

1

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
4）

「

人
問
の

中
心
は

自
分
の

外
に

あ
る
」

　
　

と

い

う

概
念
を

用
い

て

説
明
す
る

。

　

生

命
科
学
的
試
み

と

キ

リ
ス

ト

教
11
宗
教
の

問
の

密
接
な

関
係
は

、

農
業
の

起

源
に

つ

い

て

の

人
類
学
的
研
究
成
果
を
引
拠
す

る
こ

と

に

よ
っ

て

も
裏

付
け

ら

れ

る
。

人

類
の

農

耕
行
為
は
、

単
に

種
を

蒔
き

穀
物
を

収
穫
す

る

段
階
を

越
え

、

穀
物
の

晶
種
改
良
（
11

育

種
自。

号
註
く
。

訂
零
臼

晨
）

を

試
み

る

と

こ

ろ

で

本
格
的
に

芽
生
え

た

が
、

こ

う

し

た

品
種

改
良
は

、

人
間
の

宗
教

的
行
為
の

結
果
と

し

て

も
た

ら

さ

れ

た

の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

品

種
改
良
は
、

「

穀
物
の

中
で

最
も

優
れ

た

も

の

を

選
び

、

…

…

も
っ

と

も

よ
い

種
を

蒔

く
こ

と

に

よ
っ

て

神
々

に

供
え

物
を

捧
げ
る

行
為
」

か

ら

派
生
し

た

結
果
で

あ
っ

た
。

そ

し

て
、

「

結
果
的
に

神
々

が

喜
ん

で

く
れ

た

の

で
、

こ

の

よ

う
な

行
為
は

続
け

ら
れ

た
。

そ

れ
か

ら

数
年
後

、

穀
物
は

改

良
さ

れ
た

。

こ

れ

は
、

最
初
か

ら

狙
っ

た

行
為
で

は

な
か

っ

た

が
、

宗

教
的
行

為
の

副
産
物
と

し
て

も

た

ら

さ

れ

た

結
果
で

あ
っ

た
。

…
…

育
種
は

宗
教
的
な

供
え

物
と

と

も

に

始
ま

っ

た

の

で

　（
5）

あ
る
」

。

ダ

ー

ウ
ィ

ン

の

進
化

論
の

根
幹
と

な

る

「

自

然
選

択
」

（
昌

律

霞
ρ

〜
 一
 

。
冖

δ
昌）

も
、

農
夫
た

ち

が

行
う
育

種
を

、

自
然
を

主

体

に

す
る

形
で

適

用
し

た

こ

と

で

あ
る

。

さ

ら

に
、

イ
エ

ス

が

「

病
気
治
し
の

神
」

と

し

て

受
け

入
れ

ら

れ
、

イ
エ

ス

は

初
期
キ

リ

ス

ト

教
の

時
代
か

ら

医
者
（
ζ
。
α一
。

昜

O

至
ω

言
ω）

と

し

て

告
白
さ

れ

た

と

い

う

史
実
も

、

キ

リ

ス

ト

教

信
仰
が

「

生
」

の

問
題

と

の

取
り

組

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
6）

み

に

起

源
し

て

い

る
こ

と

を

示
す

。

　
さ

て
、

こ

こ

で

注

目
し

た

い

の

は
、

自
然
科
学
的

試
み

が

人

間
学
的
要
素
を
含
意
す

る

と

唱
え
る

に

当
た

っ

て
、

マ

ル

ク
ル

も
ラ

ー

ナ

ー

も

「

境

界
を
越
え

る
」

こ

と

に

つ

い

て

言

及
し

て
い

る

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ
は

、

少
な

く
と

も
二

つ

の

意

味
合
い

を

持
っ

て

い

る
。

第
一

に
、

自
然

科
学
が

追
求
す
る

の

は
、

人
間
を

構
成
す
る

個
々

の

物
質
的
要
件
で

は

な

く
、

人
間
の

全
体
的
像
で

あ
り、

そ

の
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「境界」 の 脱構築 と倫理

た

め

に

自
然

科
学
は
、

躊
露
し
な

が

ら

も、

つ

ね

に

「

境
界
を

越
え
る
」

こ

と

を

試
み

る
。

そ

う
で

あ
れ

ば
、

「

境
界
を

越
え

る
」

こ

と

は
、

人

間
の

全

体
的
像
を

得
る

た

め

に

は

欠
か

せ

な
い

と

同
時
に
、

求
め

ら
れ

る

人
間
の

全
体
的

像
と
い

う
の

は

ー
キ

リ

ス

ト

教

的
言
い

方
を
す
る

な

ら

ば

　
　
終
末
論
的
な

事
象
で

あ

り、

こ

う
し

た

意

味
に

お

い

て

神
の

創
造
は

、

終
末
に

お

い

て

完
成
さ

れ

る
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
7）

ア

メ

リ

カ

の

神

学
者
の

テ
ッ

ド
・

ピ

ー

タ

ー
ス

が

述
べ

る

よ

う
に

、

「

神
は

未
来
か

ら

創
造
す
る
」

。

　

第
二

に
、

生

命
科

学
を

含
む

自
然

科
学
に

お

い

て

「

境
界
」

の
こ

と

が

間
わ

れ

る
と

い

う
こ

と

は
、

自
然

科
学
的
試
み

が
つ

ね
に

キ

リ

ス

ト

教
倫
理

的
問
題
に

直
結
す

る
こ

と

を
含
意
す

る
。

な

ぜ

な
ら

ぼ
、

キ

リ
ス

ト

教
倫
理

に

お

い

て

問
題
と

さ

れ
る

の

は
、

ほ
か

な

ら

ぬ

「

境
界
」

の

こ

と

だ
か

ら

で

あ
る

。

と
い

う

の

は
、

そ

も

そ

も

「

倫
理
」

（
珥
窪
。
ω）

と

い

う
言

葉
は

「

エ

ト
ス
」

（
Φ

3
。

ω）

か

ら

由

来
す
る

も

の

で

あ
り

、

エ

ト

ス

は

「

習

慣
」

、

「

態

度
」

、

「

情
調
」

と

い

う

意

味
以

外
に

も
、

「

慣
れ

て

い

る

場
所
と

居
住
地
」

を

も

意

味
す
る

。

ま

た
、

「

エ

ト
ス
」

は
、

「

動

物
を

そ

の

中
に

入

れ

る

密
閉
さ

れ

た

ス

ペ

ー
ス

、

部
屋
、

居
場
所
」

を
も

含
意
し

て

お

り
、

ひ

い

て

は
、

人

と

動
物
の

境
界
線、

さ

ら
に

は
、

野

生
動
物
と

家
畜
の

問
の

境
界
線
を

も
意

味
す

る
。

そ

う
で

あ
れ

ば
、

倫
理
と

は

結
局

「

場

所
」

を

め

ぐ

る

議

論
に

な

る
。

「

わ

た

し

た

ち

は

倫
理

を

成
し
遂

げ
る

と

き
、

わ

た

し

た

ち

が

ど

こ

に

属
す

る

か

を

聞
く

の

で

あ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　〔
8｝

る
。

す
な

わ

ち
、

わ
た

し

た

ち

は
、

わ
た
し

た

ち

を

適

切
な

場
所
に

位
置
付
け

る

た

め

に

努
力
す

る

の

で

あ
る
」

。

こ

の

よ

う
に
、

倫

理
と

は
、

人
間
が

居
る

べ

き

場
所
へ

の

自
覚
に

直

結
し

て

い

る

と

同
時
に

、

そ

の

よ

う
な

自
覚
の

中
に

は
、

自
然

そ
の

ま

ま
の

野
生

の

空

間
と

人

為
的
空

間
の

間
に

境
界
を

設
定
す
る

意

識
が

含
ま

れ

る
。

そ

う
で

あ
れ

ば
、

キ

リ
ス

ト

教

倫
理
と

は
、

「

神
的
領
域
と

人

間

的
領
域
の

間
に

線
を

引
く
こ

と

に

よ
っ

て
、

被
造

物
と

し

て

の

責
任
の

領
域
の

境

界
を
明
示

す
る
」

も

の

で

あ

り、

「

神
的
活
動
と

人

間
的
活

動
の

問
に

線
を

引
く
こ

と

に

よ
っ

て
、

被

造
物
と

し
て

の

責
任
の

境
界
を

明
確
に

す
る
こ

と
」

を

目
指
す

も
の

と

し

て

理

解
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

か

ら
、

キ
リ

ス

ト

教

神
学
の

課
題
が

次
第
に

浮
か

び
上
が

る
。

キ

リ

ス

ト

教
倫
理
学
者
の

ガ

ス

タ
フ

ソ

ン
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が

述
べ

る

よ

う
に

、

キ

リ
ス

ト

教
神
学
の

課
題
は

、

「

あ
る

人

の

神
学
的
確

信
と

、

究

極
的

実
在
と

人
間
の

生

命
の

特
性
に

関
す
る

原

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

酩

則
を

考
察
す
る
こ

と
」

に

よ
っ

て
、

「

生

命
科
学
と

生

命
工

学
に

対
す
る

彼
の

…

…

特

別
な

決
定
を

正

当
化
す

る

た

め

に

選
ば

れ

た

独

特
な

矯
」

に

つ

い

て

蓁
す

る
こ

と

で

あ
る

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

颱

　

本
稿
は

、

こ

う

し

た

「

境

界
」

の

問
題
を

提
起
し
た

最
近
の

出
来
事
に

つ

い

て

略
述
す

る
。

そ

し

て
、

「

境
界
」

の

問
題
こ

そ

キ

リ

ス

ト

教
倫
理
の

要

諦
で

あ
る

こ

と

を

確
認
し

、

新
し
い

キ

リ

ス

ト

教
倫
理

の

構
築
の

可
能

性
に

つ

い

て

論
じ

る
。

ニ

　
ク
ロ

ー

ン

羊
ド
リ

ー

に

よ
っ

て

揺
ら

ぐ
「

境
界
」

　
一

九
九
七

年
二

月
、

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド
の

ロ

ス

リ
ン

研
究
所
に

よ
っ

て

公

開
さ

れ

た

「

ク
ロ

ー
ン

羊
ド

リ

i
」

は
、

「

境
界
」

を

め

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　〔
10）

ぐ
る

議
論
を

改
め

て

触

発
さ

せ

た

最
近
の

出
来
事
で

あ
っ

た
。

ド
リ

ー

誕
生
の

主

役
で

あ
っ

た

イ

ア
ン

・

ウ

ィ

ル

マ

ッ

ト

の

断
言
に

よ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
（
11）
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

〔
12げ

る

と
、

ド

リ

ー

の

誕
生

は

「

私
た

ち

を

生

物
学
的
統

制
の

時
代
へ

導
い

た
」

も

の

で

あ

り
、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
「

ド

リ

ー

以

後
」

（
〉
臨汁
Φ

「

　
H》
O
口
鴫
）

と
い

う

時
代
に

お

い

て

は
、

生

物
体
に

対
す
る

遺
伝
子
工

学
的
コ

ン

ト
ロ

ー

ル

が

「

生

物
学
的
に

不
可
能
で

あ

る
と

い

う

表
現
は

も
う

す
べ

て

　
　

　
　
　

　バ
ー3）

の

意
味
を

失
っ

た
」

。

ク
ロ

ー
ン

羊
ド

リ

ー

の

誕
生
は

、

生

殖
に

お

け

る

性
の

意
味

、

細
胞
の

分

化
の

不
可
逆

的
プ

ロ

セ

ス

と

い

う

観

念
の

転
倒

、

遺

伝
子
と

生
物

体
の

ア

イ
デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

ー

の

関
係

、

ヒ

ト

ク
ロ

ー
ン

の

可

能
性
（

ク
ロ

ー
ン

羊
ド

リ

ー
は
、

人

間
と

同

様
に

哺
乳

類
で

あ
る
）

な

ど
、

今
ま
で

の

生

物
学
的
パ

ラ

ダ

イ
ム

を

大
き

く
転
換
さ

せ

る

出
来
事
で

あ
っ

た
。

言
い

換
え

れ

ば
、

ク
ロ

ー
ン

羊
ド

リ

ー
の

誕
生
は
、

今
ま

で

生

物
学
的
操

作
が

不
可
能
で

あ
る

と

看
做
さ

れ

て

き

た

領
域
に

足
を
踏
み

入
れ
、

可
能
性
と

不

可

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ヘ
　

　
　
へ

能

性
の

間
を

区
切
っ

て

い

た

境
界
を

揺
ら
い

だ

と
い

え

よ

う
。

そ

う
で

あ
れ

ば
、

「

ヒ

ト

ク
ロ

ー

ン
」

と
い

う

イ
メ

ー

ジ

そ

の

も

の

は
、

神
と

人
間
の

間
に

、

神
と

人

間
と

自
然
の

問
に

引
か

れ
て

い

る

と

思
わ

れ

る

「

境
界
」

を

揺
る
が

す

も
の

と

し

て

受
け

取
ら
れ
る

に

間
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「境界 1の脱構築 と倫理

違
い

な
い

。

ク

ロ

ー
ン

羊
ド

リ
ー

は
、

あ

た

か

も

戦

線
に

打
ち

上
げ
ら

れ

た

照
明

弾
の

よ

う
に

、

人

問
と

人
間

、

人
間
と

自
然

、

神
と

人

問
、

キ

リ

ス

ト

教
と

生

命
科

学
な

ど

が

隣
り
合
う

境
界
線
の

様
相
と

、

そ

の

境
界
線
を

挟
む

双
方
の

内
部
地
形
を

隅
々

ま
で

照
ら
し

出
し

た

の

で

あ
る

。

　

こ

う

し

た

「

境
界
」

の

揺
れ
は

、

一

八
二

八

年
、

フ

リ

ー

ド
リ
ッ

ヒ

・

ウ
ェ

ー

ラ

ー
（

田
巴
ユ

9
芝
α

巨

巴

が

シ

ア
ン

酸

ア
ン

モ

ニ

ウ

ム

を

作
る

実
験
で

尿
酸
の

合
成
に

成
功
し

た

と

き
、

す

で

に

予

告
さ

れ

た

と

も
い

え

る
。

す

な

わ

ち
、

尿
酸
と

い

う

有
機
物
が

無
機

物
か

ら

得
ら

れ

る

と

い

う

こ

と

が

判
明
さ

れ

る

に

伴
い

、

有
機

物
と

無
機
物
の

間
の

境
界

線
は

崩
れ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ
る

。

さ

ら

に
、

ド
リ

ー

を

誕
生
さ

せ

た

遺
伝
子
工

学
の

基
盤
と

も
な

る

分
子
生
物

学
（

日

包

鶉
£

贄
σ一
。一
。

讐）

は
、

生

命
現
象
を

原
子
と

分
子
の

よ

う

な
無
生

物
の

レ

ベ

ル

で

解
き

明
か

す

分

野
で

あ

り
、

こ

れ

に

よ
っ

て

生

物
と

無
生
物
を

区
切
る

境
界
線
は

も

は

や

打
ち

消
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

有
機
物
と

無
機
物
の

問
の

境
界
が

打
ち

消
さ

れ
る

こ

と

に

つ

づ

い

て
、

個
人
と

個
人
（

11

自
己

と

他
者
）

の

間
の

境
界
［

1ー
ヒ

ト

ク
ロ

ー
ン

と

個
人
の

正

体

性
の

問
題
］

、

人

間
と

自
然
の

間
の

境
界、

そ

し

て
、

人

間
と

機

械
の

間
の

境
界
が

相
次
い

で

問
わ

れ

る
こ

と

に

な

る
。

　

さ

て
、

こ

の

よ

う

な
境
界

線
の

無
化
は

、

す
べ

て

の

生
物
と

無
生
物
の

上

に

君
臨
す
る

「

万

物
の

霊
長
」

と

し

て

の

人
間
の

位
置
を

揺
る

が

す
と

い

う

意
味
で

、

極
め

て

人
間
学

的
な

含
意
を
も
つ

。

そ

れ

ば

か

り

か
、

こ

う
し

た

境
界

線
の

無
化
は

、

人
間
を

含
む

す
べ

て

の

生
き

物
の

位

置
を

定
め

た

と

思

わ
れ

た

神
の

「

創
造
の

秩
序
」

（

。

a
。

q
魯
け

δ
コ

邑

そ

の

も

の

を

動
揺
さ
せ

る

結
果
と

な

り
、

神

学
的
意
味
を

も
内

蔵
す

る

の

で

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
神
学
に

お

い

て

は
、

神
と

人

間
の

間
の

境
界
に

つ

い

て

の

議
論
は

、

「

神
を

演
じ

る
」

（

℃

ぎ・
驀
Ω
。
畠）

と

い

う

句
を
巾
心
に

し

て

行
わ
れ
る
が
、

「

神
を
演
じ

る
」

と

い

う

観
念
に

は
、

観
念

史
家
の

A
・

ラ

ヴ

ジ
ョ

イ

が

「

存
在
の

大
い

な
る

連
鎖
」

（
→

冨
O
話
舞

9
四

写
。

huu

Φ一

話）

と

命
名
し

た

「

自
然
の

梯
子
」

曾
帥

冨

⇒

讐
・

屋
¢）

と

い

う

実
在
観
が

背
景

149 （437）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

　

　
　

　

　
　
　
ハ
M）

と

し

て

慟
い

て

い

る
。

　

す
な
わ

ち
、

「

神
を

演
じ

る
」

は
、

世
界
に

神
的
も

し

く
は

自
然

的
秩

序
が

存
在
し

、

し

か

も

そ
の

秩
序
は
、

す
べ

て

の

存

在
の

緻

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

へ
15）

密
な

位
階

構
造
か

ら

成
っ

て

い

る

と
い

う
深
い

信
念
を

背
景
に

し

て

成
立

す
る

。

こ

う
し

た

階
層
的
な

構
造
を

持
つ

宇

宙
的
秩
序
の

概

念
は
、

「

自
然
の

梯
子
」

と
い

う
宇

宙
観
・

自
然

観
に

ま

で

さ

か

の

ぼ

る
。

キ

リ

ス

ト

教

的
世
界

観
の

バ

ッ

ク

ボ

ー
ン

を

形
成
し

て

い

た

「

自
然
の

梯
子
」

と

い

う

実
在
観
念
は

、

ダ
ー

ウ
ィ

ン

の

進

化
論
に

よ
っ

て

決
定

的
に

打
撃
を

う

け

た

も
の

の
、

プ

ラ

ト
ン

と

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

そ

の

起
源
を

持
つ

世
界
観
で

あ
り

、

こ

れ
に

こ

そ
、

「

神
を

演
じ

る
」

が
い

ま

だ

に

有
効

性
を
も
つ

「

隠
れ

た

概
念

的

　

　
　

　

　
　（
16）

フ

レ

ー
ム

ワ

ー

ク
」

と

し
て

潜
ん

で
い

る
。

そ

し

て
、

「

自
然
の

梯
子
」

が

「

宇
宙
に

お

け

る

人

聞
の

地
位
」

を

定
め

る

存
在
論
に

関

わ
る

と

い

う
点
で
、

そ

れ

は

「

境

界
線
を

引
く

」

こ

と

と

し

て

の

倫
理
の

根
幹
で

あ
る

。

ラ

ヴ
ジ
ョ

イ

の

話
を

借
り

て

い

う

な
ら

、

「

人
間
は

世
界
内
で

ど

の

程
度
違
和
感
な

し

に

生
存
で

き

る

か
、

自
分
の

地
位
と

役
割
を
ど
う

考
え

る

か

を

決
定
す
る
」

こ

と

に

な

る

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　〔
17）

「

宗
教
的
お

よ

び

道

徳
的
意
味
」

へ

の

答
え

が
、

「

自
然
の

梯
子
」

に

含
ま

れ
て

い

る

と

い

う
こ

と

が
で

き
る

。

　

こ

の

よ

う

に

考
え
て

み

れ

ば
、

い

わ

ば
キ

リ

ス

ト

教

的
世
界
に

お
い

て

は
、

「

境
界
」

の

打
消
し

は

あ
る

種
の

恐

怖
感
を
も
た

ら

す

は

ず
で

あ

ろ

う
。

し

か

も
、

そ

の

恐
怖
感
と

は
、

「

問
違
っ

た

も

の

に

対
す

る

恐
れ

で

は

な

く、

果
た

し

て

何
が

間
違
っ

て

い

る
の

か

と
い

う

こ

と

す
ら

知
ら

な
い

と

い

う
、

確
実
性
を

失
っ

た

と

い

う
不

安
か

ら

感
じ

る

恐

怖
で

あ

る
」

。

そ

し

て
、

「

不
動
の

確
信
」

を

な

く
し

た

わ

た

し
た
ち

は
、

「

あ
る

種
の

無
道
徳
の

状
態
」

に

陥
っ

て

い

る
が

、

こ

れ

が

さ

ら

に

「

何
も
確
か

な

結
果
を
持
た

な
い

ま

ま
、

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　
（
18）

確

固
た

る

背
景
を

新
た

に

考
え
出
さ

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

と
い

う
こ

と

に

つ

い

て

恐

怖
」

を
も

た

ら

す

の

で

あ
る

。

　

ド

リ

ー

の

誕
生
が

提
起
す

る

問
題
が

ほ

か

な

ら
ぬ

「

境
界
」

の

問
題
で

あ

る

と
い

う
こ

と

は
、

ド
リ

ー
に

対
す

る

人

び
と
の

反
応
か

ら

も

推
察
で

き

る
。

ア

メ

リ

カ

の

生

命
倫
理

学
者
の

グ

レ

ゴ

ー

ル
・

ペ

ン

ス

が

指
摘
す
る

よ

う
に
、

ド

リ

ー
に

つ

い

て

の

関
心
は

直
ち

（438） ユ50
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〔
19）

に

批

判
と

し

て

寄
せ

ら

れ
、

し

か

も

ド
リ

ー
に

は

人
び
と

の

「

思
考
を

停
止
さ

せ

る

機

制
」

（
p

昏
。

螽
げ

房
8
署
Φ
H）

と

し

て

作
用

し

た

の

で

あ
る

。

そ
し
て

、

人
び

と

の

「

思
考
が

停
止
さ

れ

た
」

理
由
は

、

ド

リ
ー

の

誕
生
に

よ
っ

て

キ

リ

ス

ト

教
的
に

妥
当
性
を

保
っ

て

き

た

実
在
観
が

大
き

く

問
わ

れ

た

か

ら

で

あ
る

。

要
す

る

に
、

ド

リ

ー

の

誕
生
は

、

き

わ

め

て

キ

リ
ス

ト

教

的
「

機
制
」

と

し

て

受
け

止
め

ら
れ

た

の

で

あ
る

。

再
び
ペ

ン

ス

の

言
葉
を

引
用
し

て

み

よ

う
。

「

人
び
と

の
一

般

的
な

反

応
は

、

「

汝、

そ

れ

を

す
る
べ

か

ら

ず
」

需
ぎ
二

。り

冨
H一

Z
。

什）

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
。

大

衆
的
に

名
望
の

高
い

生

命
倫
理
学

者
た

ち

の

態

度
は

、

こ

の

論
争
が

如
何
に

私

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　
ヘ
　

　

ヘ

　
　

エ
　

　

ヘ

　
　

へ

た

ち

を

滑
り
や
す
い

坂

道
に

深
く

落
と

し

入
れ

た
の

か

を

如
実
に

示

し

た
。

神
学

者
た

ち

は
、

神
を

演
じ

る

（
霊
四

旨

お

O
。

創）

こ

と

に

つ

い

て

警
告
し

た
。

ほ

ぼ

二

〇

年
前
に

体
外

受
精

q
＜
司）

に

よ
っ

て

ル

イ

ス
・

ブ

ラ

ウ
ン

が

生
ま

れ

た
と

き

も
、

全
く

同
じ

こ

と

が

　

　
　
〔
遡

行
わ

れ

た
」

。

　

体
外
受

精
が

批

判
の

的
に

な
っ

た

理

由
は

、

人

問
の

誕
生
の

出
発
点
と

し

て

の

受

精
卵
の

形

成
の

場
所
を

女
性
の

体
の

「

内
」

か

ら

「

外
」

に

移
し

た

か

ら

で

あ

る
。

こ

う
し

た
「

内
」

か

ら
「

外
」

へ

の

人
為

的
な

移
動
は

、

神
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ

た

「

境
界
」

を
乱
す

行
為
で

あ
り

、

「

神
を

演
じ

る
」

行
為
と

し

て

非
難
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

ク
ロ

ー
ン

羊
の

誕
生
及

び
ヒ

ト

ク

ロ

ー
ン

の

誕
生

の

可
能
性
は

、

人
問
の

出
生

に

つ

い

て

の

キ

リ
ス

ト
教

的
考
え

方
を
大
き

く

揺
る

が

す
行

為
と

し

て
、

な
お

か

つ

「

神
を

演
じ

る
」

こ

と

に

当
た
る

。

ア

メ

リ

カ

の

ル

タ

ー

派

神
学
者
の

ギ
ル

バ

ー

ト
・

マ

イ
ラ

ン

ダ
ー

は
、

創

世
記
の

物
語
に

基
づ

い

て

有
性
生

殖
の

神
的

起

源
性
を

力
説
し

な

が

ら
、

「

創

世
記
一

章
の

創
造

物
語
は

、

神
が

入

類
を

男
と

女
と

に

分
け
て

創
造
し
、

神
の

恵

み

に

よ

る

出
産
を

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ロ
れね

通
し

て

人

間
の

生
を

維
持
し

て

い

か

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と

命
令
し

た
、

と

い

う

事
実
を

示
し

て
い

る
」

と

主

張
し
た

。

彼
は
、

四
世

紀
の

「

ニ

カ

イ

ア

信
条
」

の

用

語
を

借
り
て

、

人

間
は

「

作
ら
れ

る
」

も

の

で

は

な

く
、

「

生
ま

れ

る
」

も
の

で

あ

る

と

も

強
調
す

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
（
22）

神
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ
た

秩
序
を

乱
す
の

は
、

人

聞
の

「

驕
慢
」

（

巨
σ

岳）

で

あ
り

、

「

神
を

演
じ

る
」

に

当
た

る

行

為
で

あ
る

と

い
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〔
23）

う
。

実
は
、

こ

の

「

驕
慢
」

と
い

う

観
念
こ

そ
、

「

自
然
の

梯
子
」

に

逆
ら

う
行

為
に

対
し

て

付
け

ら

れ

た

罪
名
で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　

上

記
の

よ

う
な
一

連
の

報

告
は

、

ド

リ

ー

の

誕
生
が

人
間
に

は

渡
る

こ

と

が

許
さ

れ

て

い

な
い

境
界
へ

の

侵
入

と

し

て

受

け

入

れ

ら

れ
た

と

い

う
こ

と

の

証
左
で

あ

ろ

う
。

そ

し

て
、

こ

う
し

た

「

境
界
へ

の

侵
入
」

の

可
否
を
め

ぐ
っ

て

は
、

倫
理

的
議
論
が

沸
騰
す
る

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
ヘ

　
ヘ

　
ヘ
　
ヨ

　
へ

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　
ぬり

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

倫
理

的
議
論
は

、

「

つ

い

に

倫
理

的
憤
怒
を
呼
び
起
こ

し

た
」

の

で

あ

る
。

　

さ

て
、

「

生
物

学
的
統
制
の

時
代
」

に

お

い

て

問
わ

れ

る

の

は
、

当
然
な

が

ら

生

物
学
的

統
制
の

対
象
と

し

て

の

「

生
」

そ

の

も

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヘ

　

　

へ

で

あ

り、

「

生
」

を
め

ぐ

る

わ

た

し
た

ち

の

観
念
で

あ
ろ

う
。

ま

た
、

生

物

学
的

統
制
の

本
質
や

射
程
に

つ

い

て

の

議
論
は

、

現
代
社

会
に

お

い

て

多

様
に

分
岐
さ

れ
て

い

る

が
、

そ

う
し

た

議
論
に

よ

っ

て

露
呈
さ

れ

る

の

は
、

そ

の

議
論
の

中
心
軸
と

し

て

の

「

生
」

そ

の

も

の

で

あ
る

。

「

生

命
倫
理
」

含
C
偉

三
。
ω）

目
「

生

　
倫
理
」

は
、

「

生
」

を

め

ぐ
る

談
論
の

形
成
の

た

め

に

欠
か

せ

な
い

分
野
で

あ

る

が
、

こ

う

し

た

「

生
」

の

「

倫
理
」

と

し

て

の

「

生

命
倫
理
」

に

お

い

て

問
わ
れ

る

の

は
、

「

生
」

そ

の

も

の

で

あ

る
。

言
い

換
え

れ

ば
、

「

生

命

倫
理
」

は
、

単
な
る

医
療
現
場
に

お

け

る

医
者
の

職
業
倫
理
綱

領
と

し

て

の

範
囲
を

は

る
か

に

超
え

、

「

生
」

そ
の

も
の

に

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
25）

つ

い

て

の

問
い

を

改
め

て

投
げ
か

け

る

の

で

あ
る

。

生

命
科
学
は

「

生
」

と
い

う
現

象
に

対
す

る

新
し

い

視
角
を

要
求
す

る

と
い

う

点

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

〔
26）

で
、

応
用

倫
理
と
い

う
古

典
的
範
疇
を

持
っ

て

し

て

は

追
い

つ

け

な
い

と

い

わ

ね

ば

な
ら

な
い

。

　
ス

ラ

ヴ
ォ

イ
・

ジ

ジ
ェ

ク

が

「

ハ

イ
フ

ン

つ

き

倫
理

に

抗
し

て
」

と
い

う
論

文
の

中
で

指
摘
し

て

い

る

よ

う
に

、

今
日

浮
ヒ
し

て

い

る

「

生
−

倫
理
」

は
、

い

わ

ば

応
用
倫
理

と

し

て

の

「

ハ

イ
フ

ン

つ

き

倫
理
」

（

＝
》

喜
。

昌−
。

珪
。

包

に

よ
っ

て

は

対
応
し

切
れ
な

い

問
題

を

提
起
す
る

。

「

ハ

イ
フ

ン

つ

き

倫
理
」

と

は
、

「

技

術
　
倫
理
」

や
「

環
境
ー

倫
理
」

の

よ

う
に
、

「

我
々

の

日

常
的
生

の

た

め

の

実

践

的
指
針
と

し

て

す

で

に

確
立
さ

れ

て

い

る

古
い

規
則
を

固
守
」

し

な

が

ら
、

そ
の

「

古
い

規
則
」

を

新
し

い

現
象
に

適
用
し

、

新
し

い

現

象
に

対

応
す

る
こ

と

を

目
指
す
こ

と

で

あ
る

。

し

か

し
、

ジ

ジ
ェ

ク

に

よ

る
と

、

こ

う
し

た

「

暫
定
的
倫
理
」

は
、

生

命
工

学
が

（44｛〕〕　　152
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「境界」の脱構築と倫理

引
き

起
こ

す
問
題
の

本
質
を

見
逃
し

て

し

ま

う
問
題
を

露
呈

す
る

。

「

暫
定
的
倫
理

は
、

た

だ
い

ま

あ

ら
わ

れ

て

い

る

新
し

い

現
象
を

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
27）

徹
底
的
に

考
察
す
べ

き

だ

と
い

う
要
求
に

代
わ

る
こ

と

は

で

き

な
い
」

。

な

ぜ

な

ら
、

「

生

i
倫
理
」

は

「

生
」

を

対
象
に

す
る

倫
理
的

考
察
で

あ
ろ

う
が

、

今
度

問
題
と

な
っ

て

い

る

の

が

「

生
」

そ

の

も
の

で

あ
る

な

ら

ば
、

「

ハ

イ
フ

ン

つ

き

倫
理
」

と

し

て

の

「

生

−

倫
理
」

に

お

い

て

は
、

倫
理

そ

の

も
の

が

失
わ

れ
て

し

ま

う
の

で

あ
る

。

「

す
な
わ

ち
、

普
遍
的

倫
理

が

特
殊
な

主

題

の

中
で

弱
化
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

で

は

な

く
、

そ

れ
と

は

正

反
対
に

、

特
殊
な

科
学
的
進

歩
が

昔
か

ら
の

ヒ
ュ

ー
マ

ニ

ズ
ム

的
価
値
に

直
接
に

突
き
つ

　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　（
28）
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
（
29〕

け

ら

れ

る
、

と

い

う

こ

と

で

あ
る
」

。

ゆ

え

に

ジ

ジ
ェ

ク

は
、

「

否
定
的
な

も
の

に

留
ま

る

こ

と
」

の

必
要
性
を
強
調
す
る

。

　

ジ
ジ
ェ

ク

の

論
述
を
前

向
き

的
に

転
用
す
る
こ

と

が

で

き

る

な

ら

ば
、

彼
の

言
う
「

否

定
的
な

も

の

に

留
ま
る

こ

と
」

は
、

「

境
界
」

の

上
に

留
ま
る
こ

と

で

あ
り

、

そ

う
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

「

境
界
を

乗
り
越
え
る
」

可
能
性
を

求
め

る

弁
証

法
的
段
階
と

し

て

受
け

取

っ

て

も
よ
い

だ
ろ

う
。

と

い

う
の

は
、

伝
統

的
考
え

方
に

基
づ

い

て

「

否
定
的
な
も

の
」

を
一

蹴
す

る

の

で

は
な

く、

そ

れ

に

徹
底
的

に

「

留
ま
る
こ

と
」

は
、

「

否
定

的
な
も

の
」

が

置
か

れ

て

い

る

「

境

界
」

の

向
こ

う
に

わ

た

し

た

ち

を

導
き

う
る

可

能
性
を

持
っ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

三

　
脱
構
築
す
る

自
己

−
「

打
ち

砕
か
れ
た

自
己
」

f

　

ア

メ

リ
カ

の

バ

イ

オ
・

イ
ン

フ

ォ

マ

テ
ィ

ッ

ク

ス

（

凵

生
物
情
報
科
学
）

学
者
の

P
・

バ

ル

デ
ィ

は
、

「

体

外
受
精
」

、

「

ヒ

ト

の

ク

ロ

ー

ニ

ン

グ
」

、

そ

し

て
、

「

DNA

の

操

作
」

と

い

う

生

命
工

学
的
営
み

に

よ

っ

て
、

既

存
の

「

性
」

の

概
念
は

「

打
ち

砕
き

」

（
°。

冨
什

け

巴
コ
m）

を

受
け

た
。

こ

う
し

た

性

観
念
の

「

打
ち

砕
き
」

は
、

「

性
」

に

よ
っ

て

生
ま

れ

る

「

生
」

の

「

打
ち

砕
き
」

に

つ

な

が

る

の

は
い

う

ま

で

も

な
い

。

ク

ロ

ー
ニ

ン

グ
に

よ

る

人

聞
の

誕
生
（

1ー
ヒ

ト

ク
ロ

ー
ン

）

が

わ

た

し

た

ち

の

精
神
を

白
紙
状
態
に

し

153 （44］）
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た

の

は
、

ク
ロ

ー
ニ

ン

グ

が

「

自
己

中
心
的
な

世
界
観
」

に

基
づ

い

た

自
己
理

解
の

観
念
に

新
し
い

理

解
を
求
め

る

か

ら

で

あ
る

。

ク

ロ

ー
ニ

ン

グ
に

よ
っ

て

露
呈

さ

れ

る

の

は
、

「

自
己、

生
と

死
、

知
性

、

性
な

ど

に

関
す
る

私
た

ち

の

概
念
は

非
常
に

原

始
的
で

あ
り

、

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　

（
30）

そ

れ

が

人
類
の

歴
史
と
い

う
ス

ケ

ー
ル

で

深
刻
に

変
化
す
る

寸
前
に

あ

る
」

と

い

う

事
実
で

あ

る
。

こ

の

よ

う
に

、

生

命
工

学
の

試
み

に

よ
っ

て
、

従

来
の

人

間
の

自
己
意

識
に

「

打
ち

砕
き
」

が

行
わ

れ
、

人

間
の

自
己
は

「

打
ち

砕
か

れ

た

自
己
」

（

叶

菷
ω

壼

幕
奉
α

ω

Φ

5

に

な

る
。

　

自
己

に

つ

い

て

の

「

自
己

中
心
的
な

世
界
観
」

は
、

先
験

的
に

定
め

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

は

な

く
、

「

進

化
に

よ

る

偶

然
的
結
果
」

に

す

ぎ
な
い

。

「

数
百
万
年
の

進

化
を

通
し

て
、

我
々

の

脳
は

自
己
の

内
的

感
情
を
わ

た

し

た

ち

に

提
供
す

る

よ

う

に

備
え

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

感

情
は

、

わ
た

し

た

ち
一

人
一

人

が

正

確
な

境

界
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ

て

い

る

独
特
な

個
人
で

あ
る

、

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

わ

た

し

た

ち

は

個
々

の

人

が

特
定
の

感
情
と

思
想
を
持
っ

て

い

る

と

見
な

し
、

基
本

的
に

は

他
者
や

動
物

、

あ
る

い

は
、

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

の

よ

う
な

他
の

情
報

伝
達
シ

ス

テ
ム

と

は

異
な

る

と

考
え

る
。

ま

た

わ

た

し

た

ち

は
、

独
特
な

方
法
に

よ
っ

て

自
分
を

繁
殖
す

る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

ら

の

概
念
は

、

わ

た

し

た

ち

自
身
に

対
し

て
、

そ

し

て

わ

た

し

た

ち
が

機
能
す
る

方
法
に

と
っ

て

中
心

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
（
31）

的
な

も

の

で

あ
り

、

わ

た

し

た

ち

の

教
育
や
文

化
を

通

し

て

強
化
さ

れ

て

い

る
」

。

　

と
こ

ろ

が
、

DNA

を

め

ぐ
る

生

命
工

学
的
研
究
が

進
め

ら

れ
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

今
ま

で

当
然
視
さ

れ

て

き

た

人

間
の

自
己
理

解

が

問
い

直
さ

れ

て

い

る
。

す

な

わ

ち
、

人

間
の

遺
伝
的
連

続
性
と

遺
伝

的
特
徴
を
運
ぶ

も
の

と
し

て

の

DNA

は
、

人

問
と

他
の

生

命

体
の

問
に

連
続
的
に

流
れ

る

遺

伝
情
報
で

あ

り
、

従
っ

て

人

間
は

自
然
の

「

中
心
点
」

で

は

な
く

、

無
数
の

生

命
体
と

の

つ

な

が

り

の

中
で

存
在
す

る

と

の

こ

と

が

強
力
に

示
さ

れ

て
い

る
。

人

間
の

自
己

と
い

う

観
念
は
、

「

他
の

無
数
の

自
己
」

と
の

連
携

性
の

中
に

あ

る

と
い

う
意
味
で

「

流
動
的
か

つ

連
続
的
実

在
（
山

三
飢

嘗
亀

゜

o
コ
け

苣

巳
蟇
o
コ
叶剛
冥）

で

あ
り

」

、

独
立

し
た

個
人
と

見
な

さ

れ

る

わ

た

し

た
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ち

の

自
己
と

は
、

こ

う
し

た

「

連
続

体
の

例
（
。。

讐
o】
色

に

ほ

か

な

ら
な
い
」

。

こ

れ
は

、

わ

た

し

た

ち

が

自
ら

の

こ

と

を

「

生
物

学
的

な

情
報

ー
プ
ロ

セ

ス

の

機
械
」

（
ぼ
。一
。
ゆq

冨
＝
三
。

塁
帥

ま
亭

蹼
。

龕
。゚

ω

言
鵬

巨
胃
ぼ

器）

と

し

て

認
識
す
る

こ

と

を

意

味
す

る
。

そ

れ
に

伴
っ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

ヘ

　

　

へ

て
、

否
定
的
な

言
い

方
を

す

る

な

ら

ば
、

「

自
己
と

他
者

、

自
己
と

世
界

、

内

面
と

外
面
の

境
界
（
げ
。

養
号
包

は

あ
い

ま
い

に

な

り

始

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
ハ
おり

め
、

究

極
的
に

は

完
全
に

消
え

て

し

ま

う
の

で

あ
ろ

う
」

。

　
バ

ル

デ
ィ

は
、

西
欧
の

科
学
史
を

「

漸
進

的
な

脱

中
心

化
の

歴
史
」

（
僧

ぼ

巨
。

Q
。
h

胃
。

嬢
 

隆
く
 

紆
。

¢

昌

曾
轟）

と

し
て

把
握
し

、

そ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
33）

れ

を

「

自
己

中
心

的
な

世
界

観
か

ら

次
第
に

離
れ

て

き
た

運

動
」

と

み

な

し

て

い

る
。

こ

う
し

た

「

脱
中
心
化
」

は
、

天

動
説
や
進
化

論
を
へ

て
、

昨
今
の

生
命

科
学
に

お

い

て

も

う
｝

つ

の

頂

点
を
迎
え

て

い

る
。

「

脱

中
心

化
は

生

物
学
に

お

い

て

も

核
心
的
な

役
割
を

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　　
あソ

担
っ

て
い

る
。

な

ぜ

な

ら
、

生

物
学
は

わ
れ
わ

れ

が

何
に

よ
っ

て

作
ら

れ

て

い

る

の

か

と
い

う
こ

と

と

か

か

わ

る

か

ら

で

あ

る
」

。

生

物
学
に

よ

る

人

問
の

「

脱

中
心

化
」

の

プ
ロ

セ

ス

は
、

人

間
も

他
の

物

質
と

同
様
な
物

質
で

作
ら

れ

て

い

る

し
、

DNA

を

他
の

動
物

や

植
物
と

共
有
し

て

い

る

と

い

う

事
実
に

よ
っ

て
、

さ

ら

に
、

す
べ

て

の

生

命
体
は

共
通
の

祖
先
か

ら

進
化
し

て

き

た

し
、

DNA

と

い

う
共
通
の

物
質
に

よ
っ

て

構

成
さ

れ

て
い

る

と

い

う

事
実
に

よ
っ

て

さ

ら

に

加
速

化
さ

れ

て

い

る
。

バ

ル

デ
ィ

が

診
断
す

る

よ

う

に
、

遺
伝
子
工

学
的
研
究
に

お

い

て

「

脱
中
心

化
の

最
後
の

波
が
い

ま

到
来
し
て

い

る
。

こ

れ
が

、

…

…

我
々

の

進
化
過

程
の

中
で

持

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
35）

っ

て

い

た

最
後
の

幻

想
を

究
極
的
に

打
ち

砕
く
こ

と

に

な

る
」

。

　
バ

ル

デ
ィ

は
、

ヒ

ト

ク

ロ

ー
ン

に

よ
っ

て

惹
起
さ

れ

る

戸
惑
い

や

不
安
の

本
質
を

、

こ

う
し

た
一

連
の

科
学
史
に

お

け

る

「

脱
中
心

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　（
36）

化
の

プ

ロ

セ

ス
」

が

も

た

ら

し

た

戸
惑
い

や

不
安
と

同
じ

文
脈
の

中
で

把
握
す
る

。

す

な

わ

ち
、

ク
ロ

ー
ン

に

よ
っ

て

自
分
の

自
己
同

一

性
が

脅
か

さ

れ

る
と

い

う

不
安
感
は

、

地
球
が

宇

宙
の

中
心
で

は

な
い

と
い

う
コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的
「

脱
中
心

化
」

の

延

長
線
上
で

現

れ

た
も
の

で

あ
る

。

と

こ

ろ

が
、

科

学
技
術
の

歴
史
が

「

結
局
の

と
こ

ろ

よ

り
合
理
的
で
、

よ

り
有
益
な
解
決
に

帰
着
す

る
」

と

い

う

155 （443）
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〔
37）

も
の

で

あ
れ

ば
、

「

遅
か

れ

早
か

れ
、

ヒ

ト

ク
ロ

ー
ン

が

必

ず
現
れ

る

可
能
性
は

極
め

て

高
い
」

と
、

バ

ル

デ
ィ

は

予
測
す
る

。

も
ち

ろ

ん
、

バ

ル

デ
ィ

も

指

摘
す

る

よ

う
に

、

ヒ

ト
ク
ロ

ー
ン

が

引
き

起
こ

し

う

る

問
題

i
技
術
的
問
題

、

法
的
問
題
、

倫
理

的
問
題
な

ど

ー
は

山
積
し

て

い

る

し
、

「

医
学
的
応
用
」

と
い

う

面
か

ら

み

れ
ば

、

ヒ

ト

ク
ロ

ー

ン

よ

り

は

ES

幹
細
胞
研
究
や

遺

伝
子
改
造

の

方
が
よ

り

緊
急
に

議
論
さ

れ

る
べ

き

問
題
か

も
知
れ

な
い

。

し

か

し
、

ヒ

ト

ク
ロ

ー

ン

に

よ

っ

て

も
た

ら

さ

れ

得
る

自
己
理
解
の

変

化
に

つ

い

て

の

論

究
の

重
要

性
は

、

上
記
の

よ

う

な

実
用

的
考
慮
に

よ

っ

て

減
ぜ

ら

れ

る

も

の

で

は

な
い

。

　
上

記
し

た

よ

う
に

、

ヒ

ト

ク
ロ

ー
ニ

ン

グ
に

直
面
し

た

人
び
と

が

感
じ

た

の

は
、

結
局
「

人
聞
の

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ノ

，

ー
や

境
界
へ

の

挑
戦
が

も

た

ら
す

不
安
や

反
感
」

で

あ
る

。

こ

れ

は
、

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

や
ダ
ー

ウ
ィ

ン

に

よ

る

科
学
上
の

発
見
が

招
い

た

動
揺
と

同

様
で

あ
る
が

、

人

問
の

外
部
条

件
に

触
れ
る
に

止

ま

ら

ず
、

人

間
の

内
面
的

本
質
そ

の

も

の

を

動
揺
さ
せ

る
と

い

う
意
味
で

、

最
も

過

激
な

意
識
の

変
化
を
要

求
し

て

い

る

と
い

え
る

。

四

　
自
己
の

脱
構
築
と

倫
理
の

可
能
性
に

つ

い

て

　
バ

ル

デ
ィ

の

持
論
に

は

さ

ら

に

綿
密
に

検
討
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と
こ

ろ

が

多
い

が
、

彼
の

所
説
の

中
で
、

入

間
の

自
己
に

対
す

る

新
し
い

観
念
が

新
し

い

倫
理
を

構
築
す

る

た

め

の
　
「

存

在
論
的
」

根
拠
に

な

る

と
い

う
と

こ

ろ

は

直
ち

に

認
め

て

も
よ
い

と

思
わ

れ

る
。

な

ぜ

な

ら

ば
、

「

わ

た

し

た

ち

が

誰
な

の

か

と
い

う
こ

と

が

わ

か

ら

な

い

ま

ま
、

わ

た

し

た

ち

が

誰
か

と

い

う
こ

と

を

倫
理

の

た

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
〔
38〕

め

の

絶
対
的
基
礎
に

す

る

の

は

無
理

だ
か

ら
で

あ
る
」

。

と

い

う

の

は
、

「

人

間
と

非
人

間
（
ぎ
ロ

嘗
日

穹）
、

人
間
と

動

物
、

男
と

女
、

生
と

死
、

ゲ
ノ

ム

親

和
性

奮
・

三
ヨ
。

。

訂
魯
 

。゚

。・）

な

ど
、

す
べ

て

の

概
念
の

定
義
と

境
界
（
げ
。

巨
9
「

奮）

が

次
第
に

ぼ

や

け

て

行
っ

て

流

動
的
に

な
っ

て

い

る
」

こ

と

に

よ

っ

て
、

倫
理

的
主

体
が

誰
か

が

改
め

て

問
わ

れ

る

か

ら

で

あ
る

。

す
べ

て

が

流
動
的
に

な
っ

て

い

（444 ， 156
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る

現
代
社
会
に

お

い

て
、

バ

ル

デ
ィ

が

提
案
す

る

倫
理

は

「

功
利
主
義
的

倫
理
」

（

鼠
軒

監
睾
。

受
。
ω）

で

あ
る

。

彼
は
、

最
大
多
数
の

最
大
幸

福
を

日

指
す

功
利
主

義
的
考
え

方
は
、

行
為
の

判
断
基

準
が

結
果
の

有
用
性
で

あ

り
、

そ

れ

は

「

最
適

化
」

（

OO

け一
鑓一
N
帥
叶剛
O
コ）

を
求
め

る

と
い

う
意
味
で

数

学
的
で

も
あ
る

と
い

う
。

す
べ

て

の

境
界
が

揺
れ

て

い

る

不
確
実
な

環

境
の

中
で

、

最
適
の

決
定
と

は

期

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
39）

待
値
の

最
大
化
す

る

と

こ

ろ

で

求
め

ら

れ

る
べ

き

で

あ
る

。

　
バ

ル

デ
ィ

が

唱
え

る

功
利
主

義
的
倫
理

の

妥

当
性
へ

の

判

断
を

留
保
し

て

み
て

も
、

彼

の
言

う
「

脱
中
心
化
」

は
、

バ

ネ
ン

ベ

ル

ク

の

「

脱
中
心

性
」

臼
嵩
窪
叶

鼻
豊

と

「

世
界

解
放

性
」

（
詞
〜「
Φ一
酢

O

艶
 一
ρ一
μ

Φ一
什）

と

い

う

概
念
と

同

様
に

、

他

者
へ

の

開
放

性
と

自
己
超

越
の

た

め

の
一

つ

の

モ

チ

ー

フ

に

な
る
と

い

う

点
に

お

い

て
、

極
め

て

宗

教
的
・

倫
理

的
意

味
を

有
す
る

概
念
で

あ

ろ

う
。

DNA

研
究
に

よ

っ

て
、

人
間
は

他
の

生

命
体
と

遺
伝
子
を

ほ

と

ん

ど

共
有
す
る

存
在
で

あ

り、

人

間
の

自
己

中
心
的
自
己

認
識
は

、

長
い

進
化
の

歴

史
が

つ

く
り

あ
げ
た

結
果
に

過
ぎ
な
い

と
い

う

事
実
が

明
ら

か

に

な
る

。

そ

う
で

あ
れ

ば
、

ヒ

ト
ク

ロ

ー
ン

が

も

た

ら

す
新
し
い

人

間

理

解
と

は
、

近

代
的
人

間
と

し

て

の

絶
対
主
体
的
存

在
と
い

う
人
間
理

解
を

も

克
服
し

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

そ

れ

は
、

自
分
の

中
心
が

他
の

存
在
と

の

連

続
性
の

な

か

に

あ
る

と
い

う
、

す

な

わ

ち
、

自
分
の

中
心

は

自
分
の

外
に

あ

る

と
い

う
こ

と

を

自
覚
す

る

人
間
の

誕

生

を
意

味
す
る

。

　

し

か

し
、

逆
説
的
な
こ

と

に
、

こ

う
し

た

脱
中
心
的
人

聞
の

誕
生
は

、

人

間
の

す
べ

て

の

あ
り

方
が
DNA

に

よ
っ

て

決

定
さ

れ
る

と

見
な

す

「

遺
伝
子

神

話
」

（

轄
ゴ
¢

白

隆
銘
ω

ヨ
V

、

「

DNA

本

質

主

義
」

θ
Z
＞

 
m
ω

9
瓢

聾
ω

日）

お

よ

び

「

DNA

決

定
論
」

θ
z
＞

　
　

　

（
40）

α
 冖
Φ

毒
慧゚
・

ヨ）

の

さ

ら

な

る

非

神
話
化
に

よ
っ

て

可
能
で

あ
る

。

DNA

の

構

成
に

よ
っ

て

人
間
の

行
動
様
態
が

決
め

ら

れ

る

と

い

う

考
え
方
こ

そ
、

「

古
代
ギ
リ

シ

ャ

以

来
の

西

洋
の

思
考
の

特
徴
で

あ
っ

た
ロ

ゴ

ス

中
心
主

義
（
ぎ

卷
。

9
三

誓）

を

改
め

て

も

ち
だ

す

も

（
41）の

」

に

過
ぎ
な
い

だ

ろ

う
。

こ

れ

は
、

多

様
性
を

持
つ

有
機

体
と

人

間
の

身

体
を

共
通
の

DNA

の

塩
基
の

規
則
的
羅
列
と

い

う

構
造
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的

因
子

1
そ

れ

ゆ

え
に

こ

そ
、

DNA

は
、

生

命
体
の

「

青

写
真
」

や
、

生

命
体
の

読
解
を

提
供
す
る

「

文
法
」

と

し

て

イ
メ

ー

ジ

化
さ

れ

る

　
　
に

よ
っ

て

説
明
し

き

ろ

う
と

す
る

、

あ
る

種
の

還
元
主
義
に

他
な

ら

な
い

。

　
「

DNA

中

心
主

義
」

が

旧

来
の

「

血
の

神

話
」

の

現

代
版
で

あ

る

と

い

う

事
実

を
思
い

起
こ

せ

ば
、

DNA

の

共

有
に

よ
っ

て

「

打
ち

砕
か

れ

た

自
己
」

が

有
す

倫
理
的
意

味
は

よ

り

明
確
に

な

る
。

「

血
の

神
話
」

と

は
、

人
間
の

特
徴
と

し

て

の

遺
伝
的
特
質
を

世
代
か

ら

世
代
に

つ

な

ぐ
の

は

「

血
」

に

よ

る

も
の

で

あ

り
、

ゆ

え

に

遺
伝
と

は
、

血
の

遺

伝
を

意

味
す
る

と

い

う

観
念
に

基
づ

い

た

も

の

で

あ

る
。

さ

て
、

こ

う
し

た

「

血

の

神
話
」

は
、

「

存
在
の

大
い

な
る

連
鎖
」

を

維
持
す

る

原

理

と

し

て

の

「

連

続
性
の

原
理
」

を

そ

の

基

本
原
理
と

す

る

と

い

う

点
に

お

い

て
、

例
の

「

存
在
の

大
い

な

る

連
鎖
」

の

亜
流
と

し
て

の

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

で

あ

る
。

な
ぜ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　（
42）

な
ら

、

「

血
の

神
話
」

に

お

い

て

は
、

「

血
こ

そ

連
鎖
に

お

け

る

本
質
的
鎖
」

に

当
た

る

か

ら

で

あ

る
。

そ

し

て
、

「

血
の

神
話
」

が

排

他
的
な

政
治

的
・

宗
教

的
イ

デ

オ
ロ

ギ
ー
に

転
換
さ

れ

易
い

と
い

う
こ

と

を

考
え

て

み

れ

ば
、

「

血
の

神
話
」

を

打
ち

砕
く
も
の

と

し

て

の

「

打
ち

砕
か

れ

た

自
己
」

と

い

う
人

間
理

解
の

倫
理

的
意
義
は

な
お

明
確
に

な

る
。

脱
巾
心
化
さ

れ

た

「

打
ち

砕
か

れ

た

自
己
」

と
い

う

観
念
は

、

閉
鎖
的

・

自
己

中
心

的
な

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

ー

を

脱
ぎ

捨
て

、

他
の

生
命
体
と

の

共
存
を

可

能
に

す
る

自
己

超
越

へ

の

道
を

用
意
し
て

く

れ

る

の

で

あ
る

。

　

生

命
科
学
が

現

代
社
会
に

生
き

る

わ
た

し

た

ち

に

投
げ
か

け
る

問
い

は
、

果
た

し

て

わ

た

し

た
ち

が

「

他
の

存
在
と

の

連

続
性
」

の

中
で

自

分
の

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

ー

を

見
出
す
用
意
が

あ
る

か

と
い

う

問
い

で

あ

る

と

い

う
点
に

お

い

て
、

極
め

て

宗
教
的
か

つ

倫
理

的
意
義
を

有
す

る

と

い

え

る
。

昨
今
の

生

命
科
学
の

研
究
成
果
は

、

自
分
の

こ

と

を

他
の

存
在
と

の

生
物
学
的
連
続
性
の

中
で

把
握
す

る

こ

と

を

自
覚
さ

せ

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

宗
教
的

・

倫
理

的
徳
目
と

し

て

の

自
己

超
越
と

い

う
観
念
に

新
た

な

基

盤
を

与
え

た

と

い

え

よ

う
。
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傍
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用

者
に

よ
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。

（
2
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ジ

ャ

ッ
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ノ
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光
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偶
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）°

（
5）

幻
。

蠧
匡

09

肖
β

3
霞矧

§
篤

諱
ミ

O
§

§
臼

§

ミ
韓
§
栽

§
O
§

ミ
q

律
ミ
§
§
（
奢
 
・゚

§一
邑
Φ

こ
。

ぎ

窗
。

図

軍

霧
」
り

 
ω）

も
P

　

　
ω

O
−

ω

卜。．

（
6）
　
新
約
聖
書
学
者
の

報
告
に

よ
る

と
、

新

約
聖

書
の

四

つ

の

福
音
書
の

中
で

記
さ

れ
て

い

る

イ
エ

ス

物
語
の

お

よ

そ

五

分
の
一

が
、

イ
エ

ス

の

病
気
治

　

　
し

の

物
語
で

あ
る

。

こ

れ
は、

人
び
と

が

イ
エ

ス

の

行
為
の

中
で

「

神
が

治
癒
し
て

い

る

の

を

見
た
」

こ

と

を
意

味
す

る
。

ζ
o

暮
o
コ

→°

内
亀
ω

Φ

ざ

　

　

寒
ミ

§
偽

轟

詰

蹴

q
隷

蓋
無
ミ

ミ
量

（
ODO

竃
勺
H
Φ

ω

ω圃
一

 

刈

ω）．
OP

竃
−

切

o 。’

（

7）
　
日．
¢
匹

℃

簿
奠
ρ

OO

鉢

S
ぎ

罫
映

ミ、
しつ

隷
ミ

瀁

（
岡
O
詳
「

O
ω
ω

「
口

巨曲
o。
ゴ
O
「

P
トこ

OOO

）
MOO

°
H
し 。

軽

−

記
切゜

（

8
）
　
旨

O
の

Φ
O
ロ

竃゚

冒
OO

昌
島
Φ

げ曽
、．

コ
ε・
ヨ
ぴqOO

騨

冒
く

ヨ
Φ

諺
O

江

≦
亳呷

国
自

日
m
爵

＞
O

江

≦
け

質

餌

づ
瓢

O
箒
δ
江
鎚

づ

国
け

ぼ
O
ω

＝

O
ミ
芻

O
黛

ミ
爲

誘

く
O
尸

臨

　

　
（
ω

O
同

ぎ
働q

」
 
 

ゆ

γ

冒

戸

 

Ψ
刈

 ゚

O
粘゜

｝

O
ω

 
ロ
7

→°
Gc
国
Φ

覧
 

図層
園

爵
眺

O
蟲
§
島
丶

黥
沁へ
蹄
譜

炉

§
丶

勢
（
」

o
写
昌
。。

＝
oO

開

ぎ゚
。

¢

三
く
Φ

誘
＃
冤

勺
『

 

ψ

ρ

一
 
G。

とー
℃

写

　

　
QQO

笛

IQ
彊

嬢

QG．

（
9
）

富
ヨ
Φ

ω

客

9
罸
ぎ
晃．
→

訂
。

δ
αq
｝

6
。

三
δ
⇒
け
。゚

→

鶉
げ

琴
δ

鎗

穹
α

葺

巴
≒

ひ
・凶
 

コ

8
吹

♂
冖

ε
冨
」

国

］ 

詈
∋
の

β

≧

雪
く

霙
冩
い

λ
 

e壗

　

　
O
鳶

ミ
o

ミ丶

蓐
ミ
鼠

ミ．

搴
鳴

ミ
磚
焼

ら

ミ

諫

愚
象
賦

竃
謁

ミ

き
ミ
ら

ミ

肉

蕁
讐
物

（
閤
田
賦

白

切゚

国
Φ

a
筥
p

塁
℃
康
σ一
δ
置
昌
 

Oo

ヨ
℃
四
⇒

ざ
H8

°。）
噌

や

お．

（
10
）
　
ド

リ
ー

の

誕
生
お

よ
び

遺
伝
子
工

学
的
試
み

を
め

ぐ
る

神
学
的
論
争
に

つ

い

て

は
、

金
承

哲
『

神
と

遺
伝
子
　
　
遺
伝
子
工

学
時
代
に

お

け
る

キ

リ

　

　
ス

ト

教
』

（
教
文
館、

二

〇
〇
九

年）

を
参
照
す
る

こ

と
。

こ

の

書

物
は

、

ヒ

ト
ク

ロ

ー

ン

に

つ

い

て

の

多

様
な

神
学
的
議
論
を、

「

神
を

演
じ
る
」

を

　

　
キ
ー

ワ

ー

ド
に

し

て

分
析
し
、

「

ド

リ
ー
以
後
」

の

時
代
に

お

け
る
キ

リ
ス

ト
教
神
学
の

自
己
理

解
に

つ

い

て

考
察
し

た
。

具
体
的
に

い

え

ば
、

遺
伝

　

　
子
工

学

的
試
み

に

対
し
て

、

「

神
を

演
じ

て

は
な
ら
な

い
」

（
ζ
叫
コ

o

轟
江
コ
oP

←

o

覧
凶

｝ ・

Oo
ユ）

と

警

告
す
る

ポ
ー

ル

・

ラ

ム

ジ

ー

（
勺
固

巳

殉
国

学

　

　
ω

 
賓）

と

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会、

「

神
を

演
じ

る

の

か
」

（
勺

す

詈
嵩

αqOo

亀）

と
、

や
や

開
放
的
態
度
を

と

る

テ

ッ

ド
・

ピ

ー
タ

ー

ス

（
日
 
儀

勺
Φ

富
「

ω
V

の

　

　
神
学
的
立
場、

そ

し

て
、

「

神
の

死
の

神
学
」

の

立
場
か

ら

「

神
を
演
じ
よ

う
」

（

い

珥．
的

艮

塁
Oo

巳

と

唱
え
る

ジ
ョ

セ

ブ
・

フ

レ

ッ

チ

ャ

ー

Go
°。
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（447）159

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

　

　

9
コ
Φ

什

9
 

こ

の

主

張
を
整
理

し

た

上
で、

未
来
の

た

め
の

展
望
を

考
究
し
た
の

で

あ
る

。

（
11

）

　

貯
コ

≦、
自

皀
霽
P
昌
匹

内
皀

臣

OPBO

σ

O
拝
．．

日
7
Φ

2
Φ

≦

しu
δ
叶

Φ
07pgo

ゆq
団 ．、

貯
昌

乏
罠
昌

葺膕

鬥
皀

跨
O
餌

ヨ
勹
σ
 

＝

ゆ

コ
匹

O
巳

貯
ρ．
ロ
畠
晦

ρ

目

壽
鴨

砺

象
ミ

ミ

　

　
O
越
ミ
ご

ミ

b
ミ
◎

鴨

裁
職

、

ミ
ト
ね
鴨

ミ

山
帖

ミ

莞
ミ
職

α
o

ミ
こ 
（
聞
簿

肖
p
び

ω
什

麺
臣

巴
貳

O
マ
o
環

×》
卜。

OOO

γ

マ
ト。

2°

（
12）
　
諺
津

奠

Uo
一
ξ

と

い

う

表

現
は
、

過

去
の

ロ

ス

リ
ン

研

究
所
の

ホ

ー
ム

ペ

ー
ジ
か

ら

引
用
し
た

。

一

時、

ロ

ス

リ
ン

研
究
所
の

ホ

ー

ム

ペ

ー
ジ
に

　

　
は
、

ド
リ
ー

以
外
に

ク
ロ

ー

ン

動
物
の

生
産
を

試
み

た

他
の

研
究
所
の

活
動
を

紹
介
す

る

項
目
が

あ
り
、

そ

の

タ

イ

ト

ル

は

「

ド
リ
i

以
後
の

プ
ロ

グ

　

　
レ

ス
」

（

℃
「

O
αq

話
の
ω

〉
∪
（

》
ヰ

夐

uO

ξ
ご

で

あ
っ

た
。

「

ド
リ

ー

以
後
」

（

〉
津

費

UO

ξ）

を
わ

ざ
わ

ざ

〉
∪

と

い

う

略
字
に

表
記
し
た
の

は
、

「

主

　

　
の

年
に

」

を

意
味
す
る

＞
U
（
〉
コ瞬
6
　
⇔
o

∋凶
三）

を

意
図
的
に
パ

ラ

フ

レ

ー
ズ

し
た
に

間
違
い

な

い
。

ゴ
冖

6
ミ
名
名
≦．
ヨ
笛

三
コ

キ

翕
け．
≦・
ω

＼

三

巨
睡
Φ

更

　

　
容
ω

＝

嵩

甑

三

軒
ゴ
什

白一
（
二

〇
〇
七
年
一

二

月
二

五
日）

（
13
）
　
ご
冨

芝
自

臼
二
け

 
→
7
Φ

一

ヨ
℃
o
「【
箇

鑒
ooh

じd
 

眇
鵬

Uo
＝

鴇

冨
昌

鬢
＝

日
耳−

囚
色

曄
O
曽

ヨ
O
σ
Φ

＝

鋤
コ
ニ

Oo
団

ゴ

→
漏
飢
αq
ρ

§’

職
梦

ウ

9

（

14
）
　
ア

ー

サ
ー
・

O
・

ラ

ヴ
ジ

ョ

イ

（

内
藤
健
二

訳）

「

存
在
の

大
い

な
る

連
鎖」

晶
文

社、

一

九
七

五
年

。

こ

の

こ

と

は
、

生
命
科
学
を
め

ぐ
る

議
論

　

　
が
主
に

キ
リ
ス

ト

教
の

影
響
を
受
け

て

い

る

社
会
に

お

い

て

行
わ
れ
る

と
の

こ

と

に

よ

っ

て

も

裏
付
け

ら

れ
る

。

「

神
を

演
じ
る
」

は
、

「

神
」

と

い

う

　

　
言

葉
が

含
ま
れ
て

い

る

と

い

う

事
実
か

ら

推
察
で

き

る

よ
う
に
、

い

わ

ゆ

る

キ

リ

ス

ト
教
圏
に

お

い

て

の

み

理
解
で

き
る

概
念
で

あ
ろ

う
。

仏
教

学
者

　

　
の

ラ

フ

レ

ー
が
述
べ

る

よ

う
に
、

た

と

え

ば

仏
教
徒
は、

科
学
的
行
為
の

許
容

可
能
性
に

つ

い

て

論
じ

る
と

き、

「

有

神
論
的
宗
教
と

は

異
な

る

観
点

　

　
を
持
つ
」

。

そ

れ

ゆ

え
、

ヒ

ト

ク

ロ

ー

ン

の

問
題
に

つ

い

て
も、

そ

れ
を
危
険

視
す
る

態

度
が

日
立

ち
は

し

な
い

。

少
な

く
と
も、

仏
教
徒
に

と

っ

て

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
　モ　
　　モ
　
　ヘ
　
　　へ

　

　
は、

ク

ロ

ー
ン

技

術
に

よ

っ

て

「

『

神
を
演
じ
る

』

危
険
性
が

生
じ
る

と

い

う
認

識
は

さ

れ
て

い

な

い
」

。

O
Φ

珍
Φ

ζ
討

訂
色

菊
op

筈
Φ
け゜

巴゚
増
、

繍

巳−

　

位

巨
ω
什

8
Ω

8
冒
励q．、

Ω
窪
昌

竃
oO

 

Φ

巴゚
響

搴
鴨

聖
§
匙

鳶

Ω
§
ミ
偽

b
等
ミ
鴨

尊
ミ

黯
ミ
暁

§
（
ゆ
 

蒔
巴

塁
［

醒
尻

じuOo

ぽ
Pb

。

8elb

℃

』
♂
山
゜。

合

　

幻
 

コー
No

踏
 

£

ご

 

P
切
ご
ミ
謙

警
腔

』
物

ミ
鳶

津
強

略

ミ
融

鑓
鴇

辱

O
袋

毳
味

尋
丶

ミ
o

ミ
、

b
帖

竃
誌
帆

耐

〔
国
一

g
毛

嘆
＞

8
匹
Φ

日
討

℃
⊆

巨
ジ
財
Φ
「

ρ

NO

置）

な

ど

を

　

参
照

。

（
15
）
　
ヌ「
…
冨
日

O
器
ざ
．
6
冨
≦
ゴ

閃

Qo

兜、
OT

働
α

三
〇

∫

需
＝

誓
¢

亀
‘

肉
掴
6

冤

無

息
ミ
ミ

ミ

》

愚丶
帆

ミ
肉
ミ帖
毳

〈
o
ピ

し。

（
〉

螽
号
彗同
o
一冒
諾
皿

。゚

し
O
 

。。

）叩
℃°

認
O°

（
16
）

　
国
匹

ヨ
⊆

巳
国

三
ρ
、、

QQ
叶

＆圃
Φ

ω

言

昏
Φ

Φ

×

竺
p

蠧
江
o

昌

o

＝
器

臣
巴
昌

甄
o

艮

三

8一
Φ

け

霞
o
ω口
（

量
O
肪
コ

塁
［

ぎ
αq］

Ooq

簿
ρ−、

寒
Q

冒
ミ

ミ
ミ

旦

　

さ
ミ
q

ミ
鳴

ミ
ミ

、
ミ
丶

塗
愚
ぎ・

置
（
お
c。

O）
“

P8

ω゜

（
17
）

　
ア
ー

サ

ー
・

O
・

ラ

ヴ

ジ

ョ

イ、

前
掲
書、

一

〇
四

貞。

（
18
）
　
園
o
昌
p

匡

∪
鬟
o

蒔
冒

こ

b一
Φ

出

巴
ω

o
ロ
Φ

諺
ロ
ぴq
°ワ

甘

Oo

ヰ
N
郎

の

覧
色

2．．
b
暗

黙
蹄

Z
憎

゜ 。

°。

（
乞
疆）．

（
19）
　
O
「

紹
o

煢
国゚

勺
 

旨
ρ

しロ

ミ
ミ

〉
ギ
巴

吃

ミ
も

ミ

ミ
黠

（
幻
o
≦

葺
坦
コ

俸
い

葺
帯
訪
¢

置

剛
ロ

江
『

冨
「

P
岡

零幽

bO8
）曹
℃°
 

評

O
国

£
o

峺

国゚

勺

窪
09

二

So
¢

　

転
貸

ミ

ミ

走
黛

ミ
庚

蕊

O
貯

ミ
謎
恥

（
肉
o
名

∋
麟

コ

陣
H

≒
こ
 

帛
置

℃
¢

ぴ

冨
巨
コ
ぴq

し
80
。）旧

O

」°

160（艇 8，
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1境 界」の 脱構築 と倫理

（

20
）
　
O
冨
  qo

峺

蜀

℃
 
コ
o
ρ

ごd
ミ
竃

≧
題

零

し口

ご

ミ
ミ
6
¢

も
』
¶°

傍
点
は

引
用

者
に

よ

る
。

（

21
）
　
O
諱

冨
耳

ζ
巴
町
コ
匹
Φ

さ
、、

b口
Φ

αq
Φ

匪
⇒

αQ

節

p
α

Ω
o
眩
コ

唆

O
話
ぴqo

二・

勹

80
 導

巴゚
層

ミ
毳
壽

ミ
k5

、

丶
隷

尋
、

§
鳴

肉
蕁

駐

蔑

Q
§
ミ
晦

越嵐
譱

§
助

　

　
（
閑
o

毛

諺
鋤

p

卿

＝
巳
呂
 

冠
｝

、

昌
房
プ
Φ

量
ト

8
°。）
．

P

さ゚

（
22
）
　
空
∩

ゴ

費
匹

目
Φ
タ

δ
コ

鉱

戸
・・

→
『
Φ

OO
ロ

貯
ω

ご
50

＜
Φ

『

Ω
〇

三
コ
ひq・、

O
δ
昌
⇒

竃
oO

零
O
α
4

き
鴨

聖鳩
羹
壽

Q
§
き
偽

b
鑒
ミ
鴨

も゚
一
ま゚

傍
点
は

引
用
者

　

　
に

よ

る
。

（
23
）

　
ア

ー
サ

ー
・

0
・

ラ

ヴ

ジ
ョ

イ
（
鈴
木
信
雄
他
訳）

『

観
念
の

歴

史
』

名
古
屋
大

学
出
版
会、

二

〇
〇
三

年
、

五

八

頁
。

（
24
）

　
日

巴

勺

2
Φ

『

ω闇
．．

Ω
〇

三
目
  q

ω
プ

oo

匹

〉

→
プ
Φ

巳
o
帥q圃
o

巴

幻

＄
o

口

8、．
ヵ
o

蠧
置

O
巳
Φ・
→

霞
澪
目

巴゚
−

聖
譱

§

Ω
§
ミ
鱒

沁
鴨

帚
智

駐

謁
鳴

熄

§
鴇
動

　

　（

亳
Φ

舛

巨
磊
冖

o
「

ぎ

ぎ
囚
コ
o
区

勺
同

Φ

賃

お
竃）

も゚
一

ト。°

傍
点
は
引
用

者
に

よ

る
。

（
25
）

　
「

生
」

を
め

ぐ
る

重

要
な
議

論
と

し
て

は、

「

生
」

へ

の

政

治
的

統
制
を

持
っ

て

権
力
の

要
と

し

て

把
握
し

た

ミ

シ

ェ

ー

ル
・

フ

ー

コ

ー
（
フ

自

魯
巴

　

　
司
09P

巳
¢

の

「

生

i
政
治
」

（
瓢

80
年
8
ω）

が

あ

り、

こ

れ

は
、

「

生
−

倫
理
」

と

関
連
し

て

考
察
す
る

必

要
が

あ
る
。

ま

た、

イ
タ

リ

ア
の

政

　

　
治
哲
学

者
の

ジ
ョ

ル

ジ

ョ

・

ア

ガ

ン

ベ

ン

（
O
δ
薦
δ

諺
ぴq
四

日
σ
Φ

昌）

は、

フ

ー
コ

ー

の

テ

ー
ぜ

を

受
け

継
ぎ
な
が

ら

も、

生

政
治
が、

フ

ー

コ

ー
が

　

　
主
張
し

た
よ

う
に

近
代
に

は

じ

め

て

現
れ

た
現

象
で

は

な

く、

生
に

関
す
る

存

在
論
的
規
定
を
暴
露
し
て

く

れ
る

も
の

と

し

て

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

以
降

　

　
存
続
し

て

い

る

と

主
張
す
る

。

ア

ガ

ン

ベ

ン

は、

「

殺
害
が

処
罰
さ

れ
な
い
、

犠
牲
が

禁
止

さ
れ

て

い

る
」

と

い

う
二

つ

の

特
徴
を

持
っ

て

い

る

古
代

　

　
ロ

ー
マ

の

「

ホ

モ

・

サ
ケ

ル
」

（
11
聖
な
る

人

間
げ
o

日
o

ω

鳶
霙）

と
い

う

概
念
を
分

析
す
る

こ

と

に

よ

っ

て、

政
治
権

力
は

も

と

よ

り
生
を

剥
き
出

　

　
す
機
制
と

し
て

生
ま

れ
て

き
た

と

唱
え

る
。

ジ
ョ

ル

ジ
ョ

・

ア

ガ
ン

ベ

ン

（
高

桑
和
巳

訳
V

『

ホ

モ

・

サ
ケ

ル

　
　
主

権
権
力
と

剥
き

出
し

の

生」

以

　

　
文
社、

二

〇

〇
三

年
、

一

〇
三

頁
以

下
。

ア

ガ
ン

ベ

ン

の

分

析
に

よ

る

と
、

近

代
国
家
に

お

い

て

こ

う
し
た

生

政
治
的
試
み

は、

「

生
に

関
す
る

決
定

　

　
が

死
に

関
す
る

決
定
に

な

り
」

、

「

そ

こ

に

は
主

権
者
は

法
律
家
と

だ

け
で

は
な
く、

医
師

、

科

学
者、

専
門
家

、

司
祭
と

も

に

共
生
す

る

よ

う
に

な
っ

　

　
て

い

る
−

と

指
摘
す
る
。

そ
う
し

た

結
果、

「

生

物
学
…

科
学
の

原

則
が

政
治
的
次
元

に

理

解
不

可
能
な

し

か

た
で

侵
入
し
て

い

る
」

。

そ

の

代
表
的
例

　

　
と

し

て

は
「

『

生
き
ら

れ
る

に

値
に

し
た
い

生
」

を

抹
消
す
る

国
民

社
会
主

義
の

優
生

学
や、

死
の

判
断
基

準
の

規
範
的
な

定
義
に

関
す
る

今
日
の

議

　

　
論
」

を

あ
げ
て

い

る
。

上

掲

書、

一

七

〇
頁

。

「

生
ま

れ
る

に

値
に

し

な
い

生
」

と

は
、

「

主

権
権
力
に

よ
っ

て

基

礎
と

さ

れ

る

ホ

モ
・

サ

ケ

ル

の

殺
害

　

　
可
能
で

犠
牲
化
不

可
能
な

生
が

極
端
に

変
容
し

た
も
の
」

で

あ
り、

そ

れ

故、

不
治

病
を
患
っ

て

い

る

患

者
へ

「

人
道
的
」

理
由
で

行
わ

れ

た

安
楽
死

　

　
措
置
は

「

生
政
治

的
文
脈
に

お

い

て

は

じ
め

て

説
明
が
つ

く
」

と
、

ア

ガ

ン

ベ

ン

は

力
説
し
て

い

る。

さ

ら
に

ア

ガ

ン

ベ

ン

は
、

今
日
の

脳
死
の

基
準

　

　
を
め

ぐ
る

議
論
の

背
景
に

お

い

て

も
生

政
治
の

働
き
か

け
を

読
み

取
る

。

上

掲
書、

一

八

九

−
一

九
二

頁
。

す
な
わ

ち、

ア

ガ

ン

ベ

ン

に

と
っ

て

批
判

　

　
さ
れ

る

の

は
、

「

生

き
る
に

値
す
る

生
」

と

そ
う
で

は

な

い

生
の

「

境
界
を

設

定
す
る
」

こ

と

に

含
ま
れ

て

い

る

政
治
権
力
的
メ

カ
ニ

ズ

ム

で

あ

る
。

（
26）
　

冒
ヨ
o
ω

罰

O
甑

罷
話
器闡
．

ジ
白
Φ

訂
℃
ゴ

o
『

叫

コ

自

〉
羃

巴
o
ひq
《 −．

両
ミ

疉
ミ

愚
ミ
討

旦

駒
ご
ミ

ミ
皀
く
o
鬥

。。

「

o
≦
ω

o
ロ

o
α

三
〇
コ

名
¢

霞
¢

コ

→
げ
o

日
霧
幻

佐
o
ゴ

a°−
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（
Qり団
ヨ

8
即

Qり

警
瑟
訂
『

ζ
霧
ζ一
に
餌

P

ち
霧）
”
℃°

嵩
 

 ゜

（
27）
　
QD

冨
く

aN

旨
Φ

FO

霾
浅

ミ
蹄
誉
Q

ミ

bご
ミ
蹄
硫

（

ぎ
包
Φ

量
ρ

・。

OO

心）
鴇
℃

」
卜。

ω゜

（
28
）
　
蕁

ミ
こ

や
H

騁鹽

（
29
）
　
こ

こ

で

ジ
ジ
ェ

ク

は
、

人

間
へ

の

遺
伝
工

学
的
操
作
を

批

判
し
た
ハ

ー

バ

ー
マ

ス

の

見

解
を

紹
介
す
る

。

ハ

ー
バ

ー

マ

ス

に

よ

る
と、

人
間
の

遺
伝

　

　
子

的
遺
産
に

介
入

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

自
然
に

対
す
る

人

間
の

支

配
は

人
間
自
身
へ

の

支
配
に

逆
転
さ

れ

る

と

同
時
に、

そ

れ
に

よ
っ

て

人
間
の

倫

　

　
理

的
臼
己
理

解
が

乱
さ

れ
る

。

ま
た

、

人
間
は
、

教
養
（
じd

ま
巨
 
）

に

よ

っ

て

人

間
の

自
然
的
素
質
を
形

成
・

教
育
す

る

闘
争
に

よ

っ

て

道

徳
的
正

　

　
体
性
を

発
達
し

て

き

た

が
、

遺

伝
子
的
介
入
に

よ
る

人
問
の

形

成
と

い

う

行
為
は
、

こ

う
し

た

教
養
の

意
義
を

無
意

味
な
も
の

に

転
落
さ

せ

る

の

で

は

　

　
な
い

か
、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

Oh

言
目

働q
 

ロ

＝
田
ぴ
Φ

「

目
四

ρ

b
繪

黯
ぎ
ミ
卵

翫

翁

遶

靆
9・

ら

ミ軌
昏

譜

§

≧
績

ミ
メ

ト

ミ

§
ミ

享

暗

§

魁
摯

ミ
鳩

、

き
鴨

ミ
、

§

　

　
肉

鑓
§
簿
、

Q冂

島
⊆

貯
四

ヨ
PNOO

一．

こ

う
し

た

批

判
は

、

ド

イ
ツ

の

P
・

ス

ロ

ー

タ
ー
ダ
イ
ク

（
矧

簿

奠
Qり

δ
け

Φ
H

蝕

涛）

の

テ

ー

ゼ

を

思
い

起
こ

す
。

ス

　

　
ロ

ー

タ

ー
ダ
イ
ク

は
、

従
来
の

人
文
主

義
に

よ

る

人

間
の

教
育
は
失
敗
し
た

と

判
断
し、

今
後
は

遺
伝
壬

工

学
に

よ

る

人
間
の

飼
育
が

必

要
で

あ
る

と

　

　
唱
え

た
の

で

あ
る

。

℃

簿
の
「

oり

δ

欝

乱
二

厂

沁

巉
ミ
鳩帖

謡
鳶

軌

§

罫
壽

設
詳
憙
轟

忘鹽

ミ
鳶

卜
蕊

§
o

誤
蓐
ミ
蕁

§

襲

導
ミ

蠡
鴨

駐

しロ

ミ

璽

爵

壽
壇

譜
鳶

　

　

き
餌

ミ

§
蹄

ミ
議
〔

甲
穹
謀
G
算

ω

昏
「

冨
ヨ
℃−

ら
8）
°

仲
正

昌
樹
訳

判

人
間
園
」

の

規
則

　
　
ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

「

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ
ム

書
簡
」

に

対

　

　
す
る

返
耄

塁

御
茶
の

水

書
房、

二

〇
〇
〇

年
。

（
30
）
　

霊
Φ

霙
 

じU
巴

鼻

き
驚

 

ぎ
譜
罎
蹴

留
懸

き
鴨

肉
謡
駄

ミ

蕁
ミ

ミ
、

肉

竃
ミ
味

暁

§

角
財
Φ
］
≦
一

日

中
Φ
。゚

°。

』
OOH

）

も
6’

（
31
）
　
き

ミ゚

二
）

』°

（
32
）

　

§
軋゜

も
℃

」
−

 【

傍

点
は

引
用
者
に

よ
る

。

（
33
）
　
蕁

ミ
‘

弓

」
O°

（
34
）
　
き

ミ
こ

O°

ゴ

（
35
）
　
き

ミ゚

（
36）
　
替

ミ
‘

冒゚

錏齟

（
37）
　
き

ミ
」

冒゜
一

ホ

（
38）
　
き

ミ
‘

眉

P

冨
 

山
ω

N

（
39）
　
帖
腎

ミ゚
、
℃°

＝
卜。°

興
味
深
い

こ

と

に
、

「

新
し

い

倫
理
」

と

し

て

の

「、
状
況

倫
理
」

（
°。凶
ε
碧
6
コ

簿
三
〇

°。）

の

主
唱
者
で

あ
る

ジ
ョ

セ

ブ
・

フ

レ

ッ

チ

　

　
ャ

ー

も、

功
利
主

義
的

倫
理

を

唱
え
る

と

い

う

こ

と

で

あ

る。

ヒ

ト

ク
ロ

ー

ン

に

つ

い

て

の

フ

レ

ッ

チ
ャ

ー

の

見
解
に

つ

い

て

は
、

金
承
哲

、

前
掲

　

書、

一

九
六

頁
以
下
を
参
照

。
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（
40）
　

Uo89

矯

Z
Φ

涛
ヨ
＼

畧゚

QQ

瑟
p
旨

尸

ヨ
創
Φ

ρ

搴
鳴

b

§
さ
設篤
心

ミ 

寒
偽

O
鴨

謡
鳴

黛
゜・

織

ら

ミ
ミ

ミ
、

⇒
o
壽

（

髫゚

山．

勺

冨
Φ

目
帥

pp

昌

駄

Oo

ヨ
℃
ゆ
コ

ざ

　
　

お
 

9
署’
盟
−

 

9
　
テ

ッ

ド
・

ピ

ー

タ
ー

ス

は、

「

DNA

決
定

論
」

を
「

傀
儡
決

定
論
」

（

薯
薯
¢
什

匹
 

9
ゴ

巨
巳
ω

巨）

と

「

プ
ロ

メ

テ

ウ

ス

決

定

　
　

論
」

（

買
o

ヨ
o

臣
Φ

皿
ω

島

2
奠
ヨ一
巴
ω

ヨ）

に

分
け
て

説
明
す
る
。

前
者
は、

DNA

が

人

間
の

す

べ

て

を
決
め

る

神
聖
な

も
の

と
考
え、

DNA

に

介
入

　
　

す
る
こ

と

に

反
対
し
、

後
者
は

DNA

に

積
極
的
に

介
入
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

人
間

性
の

増
進
を

図
ろ

う
と

す
る

態
度．
で

あ
る

。

両
者
は、

DNA

へ

　
　

の

介
入
を
め

ぐ
っ

て

は

対
立

す
る

が
、

DNA

に

人

間
理
解
の

す
べ

て

が

含
ま

れ
て

い

る

と

み

な

す

点
に

お

い

て

は、

共
通
で

あ．
る

。

同
Φ
儀

勹

卑

興
ρ

　
　
、〜
＆、
曹
嘘

〔

ざ
駄
〜

O
箋
ミ
帯

b
僑

鷺

§
ミ
謡

蹄
ミ
勘

誠

駄

ぎ
ミ

§
謡

罫
ミ
o

ミ

（
ア
の

芝

欄
o
「

『

揖
ロ

ロ

い
o
づ

亀
o
葺

力
o

暮一
Φ
血

颯
¢

仏
8
刈

ぎ

O

』
刈

『

　
金
承

哲
、

前

　
　

掲
書、

一

七
四

頁
以

下
。

（

41
）

　
ζ
箇

蒔
O°

→
律

≦
9

、−

さ
搴
（
ご
昆
＜
Φ

毎凶
畠
ohO

ぼ
op

幅
o

℃
N

靄
G。堕

這
○。

°。
）．

浅
野
敏
夫

訳
『

ノ

ッ

ツ

コ

O
富
」

法

政
大

学
出
版
局

、

一

九

九
六

年、

　
　

二

九
〇
頁

。

（

42
）
　
〉
口

今
¢

霧

ζ
瑟
o
一

R鴇
．．
O
Φ
口
¢

甑
o
凶
三
〇
吋

ヨ
国

鉱
o
昌

霧
℃

寶
け

o
宀

昏
¢

O
「

o

畧

O
ず

巴
口

o
宀

じ」
¢

ぎ
oq

ご

ミ
Q

§
ぎ
誠
神゚

§
O
°。

（
卜。

89
堕
℃

』
9
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「境界」の 脱構築 と倫理

（45⊥）


