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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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返
し

「

引
用
」

す
る
言

葉
、

す
な
わ

ち
「

愛
す
る
と

い

う
こ

と
は、

あ
な

た

が

存
在

す
る

こ

と

を

欲

す
る
こ

と
で

あ
る

〉
日
o…

＜
o

δ

暮
ω

δ
」

と

い

う
一

節
に

手
が

か
り
が
あ
る

。

こ

の

愛
は
、

他
者
の

存
在
を

肯
定
す
る

こ

と

を
意
味
し、

他
者
と

私
を
結
び

つ

け
る

も
の

と

さ
れ
る

。

ア

ー

レ

ン

ト
の

「

赦
し

」

は
、

こ

の

よ

う
な
愛
に

基
づ

く
も
の

で

あ
る

。

ま
た

、

こ

こ

に

は
、

ア

ー

レ

ン

ト
の

「

連
帯
」

観
が
示
さ
れ
て

い

る

と

言
え
よ

う
。

メ

ル

ロ
腿

ポ
ン

テ

ィ

と
祈
り

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

松
田

健
三

郎

　
メ

ル

ロ
田

ポ

ン

テ

ィ

は
フ

ッ

サ
ー

ル

の

成
し

遂
げ
た

成
果
の
一

つ

し

て
、

ア

ウ
グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

に

そ
の

典
型
を
み
る

よ

う
な

、

自
己
へ

の

帰
還
が
そ

れ
自
体
の

惹
き
起
こ

す
逆
方
向
の

運
動
に

よ

っ

て

引
き

裂
か

れ
る

こ

と
、

す
な
わ
ち
「

自
己
へ

の

帰
還
」

と
「

自
己
か
ら
の

離
脱
」

の

同
一

性
の

発

見
を
あ
げ
る

。

し
か
し

、

フ

ッ

サ
ー

ル

は
、

同
じ
く、

ア

ウ

グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

を
そ
こ

に

み
て

い

る

で

あ
ろ

う

宗
教
的
回
心
を
こ

え
た

意
味

　
　
人

類

そ
の

も
の

に

課
せ

ら
れ
て

い

る

最
も
大
き
な
実
存
の

変
化
　
　

を

現
象
学

的
態

度
と

そ
れ
に

所
属
し
て

い

る

判
断
中

止
に
付

与
す
る

。

メ

ル

ロ
目

ポ

ン

テ

ィ

の

立

問
に

即
し
て

い

え
ば
、

「

自
己

へ

の

帰
還
」

と

「

自
己
へ

の

離
脱
」

と
い

う
逆

方
向
の

運
動
の

同
一

性
に

そ
の

意

味
は

付
与
さ

れ
る

。

で

は、

こ

の

逆

方
向
の

運
動
と
し

て

理

解
さ
れ
る
も
の

は

何
か

。

フ

ッ

サ

ー

ル

の

こ

と
ば
に

託
し
て
、

メ

ル

ロ

凵

ポ

ン

テ

ィ

の

い

う
と
こ

ろ

で

は、

「

反

省
す
る

こ

と

は
、

反
省
さ
れ

て

い

な

い

も
の

を

露
わ
に

す
る

こ

と

で

あ
る
」

と
い

う
こ

と
に

な
る

。

い

わ
ゆ

る

反
省

　
　
世

界
へ

の

自
然
的
な

関
わ

り
を
も
一

つ

の

態
度
と
し

て
、

い

い

か
え
れ
ば、

諸

作
用
の
一

団
と

し
て

論
ず
る

そ
れ
と
は

異
な

り
、

フ

ッ

サ

ー

ル

の

反

省
は

あ
ら
ゆ

る

物
の

包

括
的
な

取
り
上

げ
直
し

を

試
み

な
が

ら

同
時
に
「

あ
ら
ゆ

る

定
立
の

手

前
に

あ
る

よ

う
な

総
合
」

に

眼
を

向
け
る

。

そ
こ

は
、

我
々

の

も
っ

と

も

自

然
な
生
活
で

あ

り
、

存
在
論
的
に

は

即
自
的
な
も
の

の

境
域
と
は

違
っ

た
、

そ

れ

ゆ

え

構
成
の

秩
序
か
ら
い

っ

て

も
即
自
的
な
も
の

か

ら

は

導
き

出
さ
れ

な
い

よ

う
な

境
域
を
志

向
す
る

Il

自
然
的
態
度
で

あ
る
。

し

か

し
、

こ

の

自

然
的

態
度
は

、

そ
れ
が

自
然
主
義
的
定
立

に
な
る

場
合
に

し

か
］

つ

の

態

度
に

な

る

こ

と
は
な
い

、

と
い

う。

い

か
な
る

明
晰
判
明
の

用

語
に

も

翻
訳
さ
れ
な
い

根
源
的
臆

見
の

場
だ

か
ら
だ

。

臆

見
の

明
−

暗

の

中
で

、

世

界
を

包
み

隠
す
こ

と

に
よ
っ

て

こ

そ

な
さ
れ

る

世

界
の

開

示
1
　
し

た
が
っ

て
、

超
越

論
的
態

度
も
、

ま
た、

な
お
依
然
と
し

て

自

然
的
と
い

う
こ

と
に

な
る

。

他
な
ら
ぬ

そ
の

両
者
の

は

ざ
ま
を
こ

そ
前
進

す
べ

く
試
み

な

け
れ

ば
な
ら
な
い

、

と
い

わ

れ
る
所
以
で

あ
る

。

逆
方
向

の

運

動
、

「

自
己
へ

の

帰
還
」

と

「

自
己
か
ら
の

離
脱
」

の

同
一

性
と

は
、

か
か
る

謂
い

な
の

で

あ
る

。

　

翻
っ

て
、

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

自
己
へ

の

帰
還
に

つ

い

て

い

え
ば
、

そ

れ
は

『

告
自
』

の

「

オ

ス

テ

ィ

ア

の

直
視
」

に

み

る

よ

う
に
、

「

88

§
⊆

8
「

α

ゲ
・

oomq

冨
畝
o
口
Φ

（
一

へ

の

希
求）
／

日
o

象
8
・

蠧
官
O
鋤

（
白

己
の

分
裂
）

」

の

図
式
に

貫
か

れ

て

い

る
。

ま
た

、

『

三

位
一

体
論
』

第
八

巻
に

つ

い

て
、

「

真、

善
、

義、

愛
な
ど
の

根
本
語
を

め
ぐ
る

ア

ウ
グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

直
視

失
敗
を
次
々

と
描
い

て

み
せ

る
壮
大
な
絵
巻

物
に

た
と

え
ら
れ

よ
う
」

と
い

わ
れ

る
が、

そ
の

直
視
失
敗
に

暴
露
さ

れ
る

、

心
と

身
体
の

分
裂
こ

そ
が

、

「

ロ

ゴ

ス

は

サ
ク
ル

ス

（
肉）

に

な
っ

た
」

（
ヨ

ハ

ネ
ー
・

14
）

を
契

機
と

し
て、

全
体

的
人

間
の

成
立
へ

と
逆
転
し、

機

能

し
は
じ

め

る

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

よ

う
に

み
て

く
る

と

き
、

ア

ウ
グ
ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

自
己
へ

の

帰
還
は
、

メ

ル

ロ
囗

ポ
ン

テ

ィ

の

い

う
自
然
的
態
度
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