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神
秘
体
験
と
記
述
に

対
す
る
一

考
察

　
　

　
G
・

バ

タ

イ
ユ

の

思
想
を

中
心
に

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

赤

羽
　
優
子

　
G
・

バ

タ

イ
ユ

に
お
け
る

内
的
体
験
は
、

端
的
に

は

神
秘
体

験
と
し

て

説

明
さ
れ

る
。

内
的
体
験
は

瞬

間
性
を

特
性
と

す

る

交
流

8
日
旨
ロ

ロ
甲

o

巴
o
口

の

体
験
で

あ
る

。

そ

の

体
験
は

瞬

間
を

特
性
と

す
る

ゆ

え
に

言

説
と
は

相
い

れ

な
い

性
質
を
持
つ

が、

バ

タ

イ
ユ

は

内
的
体
験
の

伝
達
と

表
現
の

両
立

を

模
索
し
続

け
た

。

そ
の

彼
が

晩
年
に

た

ど

り
着
い

た
記
述

が

文
学
で

あ
る
。

　
「

文

学
は

交
流

で

あ
る
」

（
卜
黛

ミ
融

ミ
ミ
鳶
鳴

こ
鴨

ミ
ミ”

¢

bd
鉾
p
目
ρ

国

島
け

δ
口
の

O
餌
＝

巨
寶
傷

」
O
 

刈

も’
ゆ）

と
い

う
言
葉
を

字

義
ど
お

り
「

文

学
門

交
流
」

と

受
け

取
る
こ

と
は

矛
盾
が

生
じ
る

。

こ

の

言
葉
は
体
験
と

言
説
を
め

ぐ
る

問
題
の

ひ
と
つ

の

結
論
と

し

て

読
ま
れ

る

の

が

妥
当
で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

「

文
学
は

交
流

で

あ
る

」

を

体
験
と

言

説
の

問
題
の

文

脈
で

読
む
と

、

以
下
の

よ

う
に

考
え
る

こ

と
が
で

き
る

。

　

内
的
体
験
は

そ
の

本
質
か
ら
し

て

非
言
語
的
で

あ
り

、

そ
れ

は

言
説
を

拒
否
す
る

体
験
で

あ
る

た
め
、

そ

の

記
述
は

極
め
て

困
難
で

あ
る．、

バ

タ

イ

ユ

は

画

像
の

多
用
や
断
章
的
な

記
述
な

ど
の

試
み

に

よ

り
、

体
験
の

特

質
で

あ
る

瞬
間
性
を
持
っ

た

記
述

を

模
索
し

続

け
た

。

そ
れ

は

コ

般
的

な

伝
達
」

と
、

「

読

者
と

著
者
の

間
の

交
流
」

と

を

両
立
さ
せ

る

こ

と
を

日

指
し

た

試
み

で

も
あ
っ

た
。

記
述
そ

の

も
の

が
交
流
に

触
れ
る

好
機
と

な
る

よ

う
な

著
作
で

あ
る

。

バ

タ

イ

ユ

は

晩
年、

そ
の

可

能
性
を
文
学
に

見
出
し

た
。

　
だ
が

、

文
学
は
一

種
の

好
機
と
な

り

う
る

が、

字
義
通

り
交

流
そ
の

も

の

に

は

な

り
え

な
い

。

文
学
を

知
る

こ

と

で

内
的
体
験
を
理

解
で

き
る
、

と

考
え
る

こ

と
は

非
−

知

昌
o
ロー
芻
く
o
マ

の

側

面
か

ら

も
矛

盾
す
る

か

ら

だ
。

文
学
は

飽
く
ま
で

好
機
の
一

つ

で

あ
り、

文

学
に

つ

い

て

語
る

記
述

は

内
的
体
験
の

前

段
階
の

記
述
で

あ
る

。

　
バ

タ
イ
ユ

の

文
学
に
対
す
る

記
述
は
、

好
機
で

あ
る

文
学
作
品
か

ら

見

出
さ
れ
る

内
的
体
験
を、

客

観
的
に

解

説
す
る
、

と
い

う
構
造
に

な
っ

て

い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

言
語
で

語
ら

れ
て

い

る
以
上、

そ
れ
は

内

的
体
験

そ

の

も
の

を
表
現
し

得
た
記
述
と
い

う
こ

と

に
は

な
ら
な
い

が
、

内
的

体
験

の
一

歩
手
前
に
あ
る
好

機
と
し
て

文
学
を

語
る

こ

と

で
、

読
者
の

意
識
に

内
的
体
験
へ

の

道
し
る
べ

を
記
す
こ

と

が

で

き
る

。

そ
れ
は

好
機
に

触
れ

る

た

め

の

準
備
を

促
す
記
述
で

あ
る

。

　
『

文
学
と

悪
』

に

記
さ
れ
て

い

る

の

は

文
学
作
品
を

内
的

体
験
と

し
て

読
み

解
い

た

批
評
で

あ
る

。

読
者
が

実
際
に
内
的
体
験
に

触
れ
る

（
そ
の

好
機
を

得
る
）

の

は
バ

タ
イ
ユ

の

記
述
を

読
ん

だ

時
点
で

は

な

く、

文

学

に

触
れ
た
と

き
だ

。

「

文

学
は

交
流
で

あ
る
」

と

い

う
言
葉
は

、

文
学
は

そ

れ

を

好
機
と

見、

語
る
こ

と

で

内
的
体
験
の

「

一

般
的
な
伝
達
」

を
可

能
に

す
る

記
述
で

あ
る
、

と

読
む
こ

と
が

で

き
る
の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

　
内

的
体
験
の

記
述
と

し
て

の

条
件
は

第
一

に

そ
れ

が

内
的
体
験
と

な
ん

ら

か
の

形
で

呼
応

し
た

も
の

で

あ
る

こ

と
、

次
に

伝
達
の

役
割
を
備
え
て

い

る

こ

と
だ

。

が
、

バ

タ
イ
ユ

の

著
作
は

年
月
を
重

ね
る
ほ

ど

伝
達
の

要

素
を
色

濃
く
し

て

い

る

よ
う
に

思

え
る

。

こ

れ
は

彼
の

性
格
に

加
え、

こ

の

矛

盾
を
解

決
す
る

こ

と
の

困
難
さ
を
痛

感
し
て

い

っ

た
、

と
い

う
こ

と

の

表
れ
だ
ろ

う
。

そ
の

結
果、

バ

タ

イ

ユ

が

た
ど

り
着
い

た

の

が
、

芸

術

や

文
学
と
し
て

現
存
す
る
好
機
に

そ
っ

て、

内

的
体
験
に

つ

い

て

語
る
、

と

い

う
記
述
の

方

法
だ
っ

た
の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か

。
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彼
の

試
み

は

体
験
と

記
述
の

問
題
そ
の

も
の

を
浮
き
彫
り
に

し
、

そ
し

て

ひ

と
つ

の

指
針
を
示
し
て

い

る
。

そ
の

全
体
像
は

文
学
と

詩
を

終
着
点

と

し
て

み
る

こ

と

で

初
め

て

明
ら

か

に
な
る

。

本
稿
で

は

詩
の

考
察
ま
で

は

至
ら
な
か
っ

た

が
、

体
験
と

記
述
の

問
題
に
お
け
る
詩
の

在
り
方
を

明

ら
か
に

す
る

こ

と
で
、

内
的
体
験
の

考
察
に

記
述
の

側
面
か

ら
迫
る

こ

と

が
可
能
に
な
る

だ
ろ

う。

ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト

に

お

け
る

「

赦
し

」

論
の
展
開

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

本
間

美
穂

　
ハ

ン

ナ
・

ア

ー

レ

ン

ト
（
用

肖

国
昌

昌
pρ

げ

〉
「
 

昌
匹
广

一

 
O
 
1

刈
 ）

は
、

主

著

『

人

間
の

条
件
』

（
一

九
五

八

年）

第
五

章
三

十
三
節
「

不
可

逆
性
と

赦
し

の

力
」

に

お
い

て
、

「

赦
し
隔

霞
ゆq
貯
Φ

昌
Φ

の
ω

」

に

つ

い

て

論
じ

て

い

る
。

ア

ー

レ

ン

ト

の

「

赦
し

」

に

つ

い

て

論
じ
る

場
合、

『

人
間
の

条
件
』

を

参
照
す
る

こ

と
が
】

般

的
で

あ
る

。

し

か

し、

同
書
の

「

赦
し
」

論
に

対

し

て

こ

れ

ま
で

さ

ま
ざ
ま
な

批
判
が

な
さ
れ
て

き
た

よ

う
に

、

こ

の

箇
所

に

の

み

依
拠
す
る

の

で

は
、

ア

ー

レ

ン

ト
の

「

赦
し
」

論
の

意
義
を

十
分

に

理

解
す
る

こ

と
は

難

し
い

と

思
わ

れ

る
。

そ

こ

で、

本
発
表
で

は
、

『

人

間
の

条
件
』

以

降
の

ア

ー

レ

ン

ト
の

テ

ク
ス

ト
か
ら

「

赦
し

」

に

関

す
る

記
述

を
取
り
出

し
て

整
理
し、

「

裁
き
（
11

判

断）

甘
O
ゆ煢

ヨ
 
ロ

ニ

と

の

関
連
の

下

に

分
析

す
る

。

こ

れ
に

よ

り、

ア

ー

レ

ン

ト
の

提
示
す
る

「

赦
し

」

の

意
味
と

意
義
を
よ

り
明
ら
か
に

す
る

こ

と

を
試
み
る

。

　

ま

ず
、

ア

ー

レ

ン

ト
に

お

け
る

「

裁
き

」

と

「

赦
し

」

の

差
異
と

関
係

に

つ

い

て

考
察
す
る

。

こ

こ

で

は
、

一

九
六

〇

年
頃
に

な
さ
れ

た
W
・

H
・

オ
ー

デ

ン

（

≦
巻
冨
コ

目

〉

＆
Φ

戸

ち
O
刈

−
刈
ら。）

と
の

議
論
と

、

「

ベ

ル

ト

ル

ト
・

ブ
レ

ヒ

ト
」

（

一

九
六

六

年
）

を
考
察
の

対
象
と

す
る

。

こ

こ

で

明
ら
か
に

な
る

こ

と
は
、

ア
ー

レ

ン

ト

に

と
っ

て
、

「

裁
き
」

と
は
、

行
為
を

対
象
と
し
、

同
じ

行
為
で

あ
れ

ば

行
為
者
が

誰
で

あ
っ

て
も
同
じ

よ

う
に

裁
く
と

い

う
意
味
で

「

平

等
」

な
も
の

で

あ
る
の

に

対
し、

「

赦

し
」

は
、

「

何
が
行
わ
れ
た
か
」

で

は

な
く、

「

誰
が

行
っ

た

の

か
」

が
重

要
と
な

る

も
の

で

あ
り

、

こ

の

意
味
で

「

不
平
等
」

な

も
の

だ
と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

ア

ー

レ

ン

ト

に

よ

れ
ば
、

「

裁
き
」

と
「

赦
し

」

は
同
じ
コ

イ

ン

の

裏
表
の

関
係
に
あ
り、

あ
ら
ゆ
る

「

裁
き
」

は

「

赦
し

」

へ

と
開
か

れ

て

い

る
。

す
な
わ
ち

、

「

裁
き

」

の

平
等
性
が

破
れ

、

行
わ

れ

た

と

こ

ろ

の

も
の

で

は

な

く
、

行
っ

た
人
が

問
題
と

な
る

地
点
に

お

い

て、

「

裁

き
」

は

「

赦
し

」

へ

と

移
行
す
る
の

で

あ
る

。

　
と

こ

ろ

で
、

ア

ー

レ

ン

ト

は
、

『

人
間
の

条
件
』

以

前
の

テ

ク

ス

ト

か

ら
一

貰
し
て

「

裁
き
」

と

両
立

可
能
な
「

赦
し
」

を

求
め

て

い

る
。

こ

の

背
景
に

あ
る

の

は
、

『

イ
ェ

ル

サ
レ

ム

の

ア

イ
ヒ

マ

ン
』

（

一

九
六
三
年）

な
ど

で

展
開
さ
れ
る

批
判、

す
な
わ

ち、
「

裁
く

私
は

誰
か

？
」 、

「

自
分

も

同
じ

状
況
で

は

同
じ

こ

と

を

し
た

か

も
し

れ

な
い
」

な
ど

と
自
己
反

省

し
、

「

皆
等
し
く

罪
を

負
う

」

も
の

と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

特
定
の

個

人
に

責
任
を

負
わ
せ

な
い

よ

う
に
す
る

傾
向
へ

の

批
判
で

あ
る

。

ア

ー

レ

ン

ト
は、

オ
ー

デ

ン

と
の

議
論
の

中
で
、

「

隣
人
愛
」

に

基
づ

く
赦
し
に

否
定
的
で

あ
る

。

そ
れ

は
、

こ

こ

で

の

「

隣
人

愛
」

を

「

人
間
の

罪
深
さ

や
、

罪
び
と
と
の

連

帯
を

前
提
」

す
る

も
の

と
理

解
し、

「

裁
く
私
は

誰

か

？
」

と
い

う
精
神
で

赦
す
こ

と

に
よ

っ

て

裁
く
力
が

損
な
わ
れ
て

し
ま

う
こ

と

を
問
題
視
し
て

い

た

か

ら
で

あ
る

。

　
で

は
、

ア

ー

レ

ン

ト
の

「

赦
し

」

は
、

ど

の

よ

う
な
愛
に
基
づ

く
も
の

だ

ろ
う
か

。

そ
れ

は
、

『

精
神
の

生

活』

（

一

九
七
八

年）

な
ど
の

テ

ク

ス

ト

に
お

い

て
、

ア
ー

レ

ン

ト
が
ア

ウ
グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

言
葉
と
し
て

繰

り
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