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ア

イ

リ

ス

･

マ

ー

ド
ッ

ク

と

｢

現
代
+

｢

ジ

ャ

ン

=

ポ

ー

ル

･

サ

ル

ト

ル

を
理

解
す

る

こ

と

ほ
､

現

代

の

何
か

重

要
な
こ

と

を

理

解
す
る

こ

と
で

あ

る
｡

哲

学
者
と
し

て
､

政

治

家
と

し
て

､

そ

し
て

小

説
家

と
し

て
､

サ

ル

ト

ル

は

深

く

現

代
的
で

あ

り
､

か

つ

そ

れ

を

自
覚
し

て

い

る
｡

彼
は

時
代
の

ス

タ

イ
ル

を

持
っ

て

い

る
｡

彼
の

広
範
な

活

動
を

眺

め
る

と
､

こ

の

ス

タ

イ

ル

が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

倫
理

思

想
､

形
而
上

思

想
､

政

治
思

想

の

伝
統
か

ら

自
然
に

生

成

し
て

き
た

も
の

で

あ

る

こ

と

が

明
ら

か

に

な

る
｡

=

…
･

彼
は
マ

ル

ク

ス

主
義

､

実
存
主

義
､

現

象
学
と
い

う
ヘ

ー

ゲ

ル

以

後
の

三

つ

の

思
想

運
動
の

道
筋
の

真
申
に

立
っ

て

い

る

思
想

家
で

あ

る
｡

+

ア

イ

リ

ス

･

マ

ー

ド

ッ

ク

は

そ

の

『

サ

ル

ト

ル

ー
ロ

マ

ン

テ

岡

本

清

正

ィ

γ

ク

な

合
理

主

義
者
』

(

一

九
五

三
)

を

こ

の

よ

う
に

書

き

出

し
て

い

る

が
､

サ

ル

ト

ル

を

最
初
の

著
作
の

対

象
と

し

て

選

び
､

サ

ル

ト

ル

の

現

代

性
と

そ

の

自

覚
を

鋭
く

指
摘
す
る

こ

う
し

た

こ

と

ば

は
､

ま
た

同

時
に

マ

ー

ド

ブ

タ

自
身
の

｢

現

代
+

へ

の

深
い

自
覚
的
な

関
心

を

も

明

瞭
に

示

し
て

い

る
｡

彼
女
は

サ

ル

ト

ル

論

を

出
し
た

翌
一

九
五

四

年
に

処
女

小

説
『

網
の

下
』

で

文

壇
に

登

場
し

､

相
前
後
し

て

処
女

作
を

発

表
し

た

ジ

ョ

ン

･

ウ

ェ

イ

ン

(

『

急
い

で

降
り

ろ
』

､

五

三
)

や

キ

ン

グ

ズ

レ

ー

･

エ

イ

ミ

ス

(

『

ラ

ッ

キ

ー

･

ジ

ム

』
､

五

四
)

等
と

と

も

に

戦
後
イ

ギ

リ

ス

小

説
の

新
し
い

世

代
の

誕

生

を

鮮
や

か

に

印

象
づ

け

た

が
､

そ

う
し

ヽ

ヽ

ヽ

た

世

代
の

中
で
マ

ー

ド

ッ

ク

の

時
代
意
識
は

際
立
っ

て

自
覚
的
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

周

知
の

と

お

り
､

彼
女

が

長
く
オ

ッ

ク

ス

ス

ォ

ー

ド

で

哲
学

を

講
じ

､

創
作
活

動
と

平
行
し
て

､

持
続
的
に

哲

3 ∂ク

ナ

ヰ

ゆ

㌦

与

し

ト

す

■

血
r
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.

｡

触
′

㌦

一

+

勿

学
的
著
述
活

動
を

続
け
て

き

た

こ

と

と

関

係
が

あ

る
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

は

オ

ァ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

の

サ

マ

ー

ブ
ィ

ル

･

コ

レ

ッ

ジ

で

古

典
学
を

専
攻

し
､

古

典
語

と

哲
学
と

古
代
史
を

学
ん

だ
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

の

こ

と

ば

に

よ

る

と
､

イ

ギ

リ

ス

で

哲
学
を

勉
強
す

る

に

ほ

オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

の

こ

の

コ

ー

ス

が
一

番
よ

い

の

だ

と

い

う
｡

こ

こ

で

は

プ

ラ

ト

ン

や

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

を

読
み

､

伝
統

的
な

哲
学
を

勉
強
し
た

｡

在
学

中
に

第
二

次

大

戦
と

な
り

､

卒
業

後
一

時
､

戦
時
文

官
と

し
て

大
蔵
省
に

勤
め

た

あ

と
､

国
連
救
済

復
興

機
関
に

入
っ

て
､

戦
争
直
後
ベ

ル

ギ

ー

と
オ

ー

ス

ト

リ

ア

で

矩
民

救
済
の

仕
事
に

あ

た
っ

た
｡

折
か

ら
､

ベ

ル

ギ

ー

や

フ

ラ

ン

ス

に

い

た

彼
女
の

友

人

た

ち

は

み

な

実

存
主

義
に

夢
中
に

な
っ

て

い

て
､

彼
女

も
そ

の

洗
礼
を

受
け

､

実

際
に

サ

ル

ト

ル

に

も

会
っ

た
｡

も

う
一

度
本
格
的
に

哲
学
を

や
っ

て

み

ょ

う
と

決
心

し
た

の

は

そ

の

頃
で

あ
っ

た
､

と
マ

ー

ド

ッ

ク

は

み

ず
か

ら

語
っ

て

い

る
｡

や

が

て

彼
女

は
､

奨
学

金
を

得
て

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

の

ニ

ュ

ー

ナ

ム

･

コ

レ

ア

ジ

で

あ

ら
た

め

て

哲
学
を

学
ん

だ
｡

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

大

学
哲
学
教
授
ダ
イ

ア

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

最
終
講
義
が

行
な

わ

れ

た

の

は
一

九

四

七

年
の

春
学
期
で

あ

っ

た

が
､

マ

ー

ド

ッ

ク

が

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

へ

行
っ

た

の

は

そ

の

前
後
で

あ
っ

た

は

ず
で

､

彼
女
が

そ

こ

で

接
し

た

の

ほ

ダ
イ

ア

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

独

特

の

思

想

と

言

語
分

析

哲
学
で

あ

る
｡

マ

ー

ド

γ

ク

の

最
初
の

小

説

『

網
の

下
』

の

網
の

イ

メ

ー

ジ

が

ダ
イ

ソ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

『

論
理

哲
学
論
考
』

六

二
二

四
一

に

由
来
す
る

も

の

で

あ

る

こ

と

は
､

い

ま

で

ほ

よ

く

知
ら
れ

て

い

る
｡

こ

う
し

て

マ

ー

ド

ッ

ク

ほ
､

こ

の

あ

と

オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド
､

セ

ン

ト
･

ア

ン

ズ
･

コ

レ

ッ

ジ

の

研

究
員
と

な
っ

て

道
徳
哲
学
を

講
ず
る

こ

と

に

な

る

の

だ

が
､

非
常
に

興
味
深
い

こ

と

に
､

そ

の

後
の

歩
み

を

見
る

と
､

マ

ー

ド

ア

ク

の

出
発
点
は

戦
後
彼
女
が

接

し

た

サ

ル

ト

ル
､

ゲ
ィ

γ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

､

言
語
分

析
哲
学

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と

い

う

極
め

て

現

代

的
な

哲

学
の

限

界
の

認

識
に

あ

り
､

そ

こ

か

ら

次
第
に

プ

ラ

ト

ン

に

接
近
し

て

ゆ

く

と
い

う
道

行
き

を

辿
っ

て

い

る
｡

い

ま
､

ほ

と

ん

ど

不

要
と

旦
一己
い

う
る

マ

ー

ド

ッ

ク

の

哲

学
的
経
歴
を

簡
単
に

記

し
て

み

た

の

も
､

こ

の

点

を
あ

ら

か

じ

め

は

っ

き

り

指
摘
し
て

お

き
た

か

っ

た

か

ら

で

あ

り
､

彼
女
の

｢

現

代
+

へ

の

独

特
の

か

か

わ

り

方
も

､

ま

さ

に

こ

の

一

見

逆
行
的
な

道
行
き
の

中
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

二

『

サ

ル

ト

ル

一
口

マ

ン

テ

ィ

ッ

ク

な

合
理

主

義
者
』

と
い

う

著
作
の

性
格
を

簡
単
に

規
定

す
る

こ

と

ほ

む

ず
か

し
い

｡

｢

事

物

説
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の

発
見
+

､

｢

自
由
め

迷

路
+

､

｢

言

語
の

痛
い
+

…
…

と
い

っ

た

章

題
だ

け

見
る

と
､

い

か

に

為

サ

ル

ト

ル

の

哲
学
の

研

究
の

よ

う

で

あ

㌔

当
然
『

存
在
と

無
』

そ

の

他
の

哲
学
的
著
作
の

分

析
も

あ

る
｡

し

か

し

最
も

多
く

分

析
さ

れ

て

い

る

の

は

む

し

ろ

小

説
(

『

嘔

吐
』

と

『

自
由
へ

の

道
』

)

で

あ

り
､

サ

ル

ト

ル

が

小

説
の
■
中
で

人

間
を

ど
の

よ

う
に

描
い

て

い

る

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

た

と

え

ば

『

嘔

吐
』

を

分

析
し

て

マ

ー

ド

ッ

ク

は

次
の

よ

う
に

論
じ

て

い

る
｡

｢

ロ

カ

ン

タ

ン

の

問
題
は

通

常
の

人

間
の

問

題
で

は

な
い

｡

彼
は

癒
し

難
い

形

而
上

学
的

気
賀
の

持
ち

主
で

､

人

間

関
係
を

全

く

持
た

ず
に

生
き

て

い

る
｡

だ

が

し
か

し
､

サ

ル

ト

ル

が

こ

こ

で

提
示
し

ょ

う
と

実
際
に

意
図

し

て

い

る

の

は
､

人

間
的

状
況

一

般
の

イ

メ

ー

ジ

だ

と

思

う
｡

彼
が

疑
い

も

な

く

現
に

提
示

す
る

の

に

成

功
し

て

い

る

の

は

何
か

と

言
え

ば
､

そ

れ

は

彼
の

思

想
の

構
造
で

あ

る
｡

『

嘔
吐
』

ほ

サ

ル

ト

ル

の

哲
学
的

神

話
で

あ

る
｡

+『

自

由
へ

の

道
』

に

つ

い

て

も

マ

ー

ド

ッ

ク

ほ
､

サ

ル

ト

ル

が

ヽ

ヽ

｢

人

間

関
係
の

彼
方

を

見
て
+

い

て
､

｢

人

間
が

お

互

い

に

理

解

し

合
お

う
と

泥
ま
み

れ

の

努
力
を

し
て

挫
折
す
る

こ

と

に

あ

ま

り

価
値
を

置
い

て

い

な
い

よ

う
で

あ

る
+

と

指
摘
す
る

｡

そ

し
て

最

終

章
の

次
の

よ

う
な

結
論
的

な
こ

と
ば

を

読
め

ば
､

マ

ー

ド

ッ

ク

の

サ

ル

ト

ル

論
の

少
な

く

と

も
一

つ

の

中
心

的
な

問

題
が

は

っ

き

朋
っ

∂

り

す
る

だ

ろ

う
｡

｢

サ

ル

ト

ル

は
､

本

来
の

小

説
家

に

と
っ

て

ほ

致

命
的

な
こ

と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ

る

が
､

人

間

生

活

を

作
り

上

げ
て

い

る

も

の

に

我

慢
が

な

ら

な
い

｡

彼
は

､

一

方
で

現

代
生

活
の

細
部
に

生

き

生

き
と

し

た
､

し

ば

⊥
ば

い

さ

さ
か

病
的
な

ま

で

の

興

味
を

抱
い

て

お

り
､

も

う

一

方
で

､

そ

れ

を

分

析
し
､

知
性
を

満
足
さ

せ

る

図

式
や
パ

タ

ン

を

組
み

立
て

よ

う
と

す
る

情
熱
的

な

願
望
を

持
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら

二

つ

の

才
能
を

融
合
さ

せ
て

大
小

説
家
の

作
品

た

ら

し
め

得
る

特

徴
が

欠

け
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

人

間
お

よ

び

人

間

の

相
互

関
係
は

不

条
理
で

還

元

不

可

能
な
ユ

ニ

ー

ク

な

も

の

で

あ

る

と
い

う
こ

と
の

理

解
で

あ

る
｡

+

ヽ

ヽ

こ

れ

は
､

基
本

的
に

は
､

サ

ル

ト

ル

の

小

説
に

加
え

ら
れ

た

批

評
と

し

て

読
む
の

が

正

し
い

だ

ろ

う
｡

そ

し
て

こ

れ

に

反

論
す
る

こ

と

も

む

ず
か

し

く
ほ

な
い

｡

小

説

家
の

描

く

人

間
が

個
別

的
で

ユ

ニ

ー

ク

な

人

間
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

哲
学
者
の

考
え

る

人

問
と

い

う

も
の

は

何
ら

か

の

意
味
で

か

な

ら

ず
抽
象
化
さ

れ
､

一

般
化

さ

れ

た

人

間
で

あ
っ

て
､

マ

ー

ド

ッ

ク

の

メ

ン

タ

リ

テ

ィ

は

そ

れ

だ

け
小

説
家

的
で

あ

り
､

サ

ル

ト

ル

の

そ

れ

は

哲

学
者
的
な
の

だ
､

と
こ

の

こ

と

か
.
ら

結
論
す
る

こ

と

も

で

き
る

｡

.
あ

る

い

は

こ

う
し

■

■

･
沸

㌦

■一

し

ト

▲
㌣

■
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一

触

佃

一

J

+

噛】

た

考
え

方
は

､

そ

れ

自
体

極

め
て

ア

シ

グ

ロ

･

サ

ク

ソ

ン

的
な

考

え

方
に

す
ぎ

な
い

と

言
っ

て

も
よ

い
｡

さ

ら

に

言
え

ば
､

『

嘔
吐
』

が

サ
ル

ト

ル

の

哲
学
的
神
話
で

あ

る

と

い

う
の

が

正

し
い

と

し
て

､

人

間
的
状
況

一

般
を

神

話
的

な

構
図
に

よ

っ

て

表
現
し

た

も
の

を

本
来
の

小

説
と

認
め

る

か

香
か

は
､

単
に

好
み

の

問
題
に

す

ぎ

な

い
､

と

ひ

ら

き

直
る

こ

と

も

で

き

る

だ

ろ

う
｡

し

か

し
マ

ー

ド

ッ

ク

は

こ

の

と

き
､

最
も

代

表
的
な

現
代

人
で

あ

る

サ

ル

ト

ル

に

現

代
の

一

つ

の

徴
候

を

見
て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

一

見

単
な
る

小

説

批

評
の

よ

う
に

見
え

る

先

超
の

引

用
も

､

小

説

批
評
で

あ

る

と

同

時
に

､

実
は

や

は

り

現

代
思

想

そ

の

も
の

を

問

題
に

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

現

代

小

説
に

お

い

て

ほ
､

サ

ル

ト

ル

に

限
ら

ず
､

本
来
の

小

説
家
の

描
く

人

間

も

ま
た

個
別

的
で

ユ

ニ

ー

ク

な

人
間
で

は

な

く

な
っ

て

き

て

お

り
､

そ

れ

は

現

代
の

人

間
観
(

そ

の

一

つ

が

サ

ル

ト

ル

の

実

存
主

義
的
人

間

観
)

に

あ

る

種
の

重

大
な

欠

如
が

あ

る

こ

と

を

意
味
し
て

は

い

な
い

か

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

点

は
､

一

九

五

九

年
の

『

イ

エ

ー

ル

･

レ

ヴ
ュ

ー
』

(

第

四

九

巻
第
二

号
)

に

書
い

た

｢

崇

高
と

美

再

訪
+

や

そ

の

翌

年
『

エ

ン

カ

ウ

ン

タ

ー
』

一

月

号

に

寄
せ

た

｢

乾
煉
性
に

反
対

す
る
+

と
い

っ

た

論
文
で

さ

ら

に

尖
鋭
に

主

張

さ

れ

る
｡

三

｢

崇
高
と

美
再

訪
+

の

意
図
は

､

｢

一

つ

の

文

学
的

問

題
を

よ

り
一

般

的
な

政
治

的

道

徳
的

問
題
と

結
び

つ

け

て

み

る

こ

と

…
…

.

ハ

ー

ソ

ナ

リ

テ

ィ

大

ざ
っ

ば

に

言
え

ば
､

自
由
民

主

主

義
の

人

間
の

理

論
は

適

切
で

あ

る

か

と

い

う
問
い

と
､

最
も

偉
大
な

文

学
作
品
の

特
徴
は

何
か

と

い

う

問
い

と

を

結
び

つ

け
て

み

る

こ

と

…

…

も
っ

と

正

確

キ

ャ

ラ

タ

グ

1

に

言

う

な
ら

､

小

説
中
の

人

物
の

描
き

方
に

お

け

る

最
近
の

変

化

を

よ

り
一

般
的
な

意

識
の

変
化
の

徽

候
と

し

て

論
じ
て

み

る

こ

と
+

で

あ

っ

た
｡

｢

乾
燥
性
に

反

対

す
る
+

は

同

じ

問

題

を

も
っ

と
一

般
的
か

つ

論
争
的
に

論
じ
て

い

て
､

マ

ー

ド

ッ

ク

は
､

こ

れ

ら
の

論
文
で

は

サ

ル

ト

ル

論
の

場

合
よ

り

も
っ

と

は

っ

き

り

現

代

の

人

間
観
の

欠

陥

を

指
摘
し

て

い

る
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

に

よ

る

と
､

現
代

イ

ギ

リ

ス

哲

学
の

人

間

観

は

｢

唯
物

的

行
動
主

義
が

､

孤
独
な

意
志

と

し

て

の

劇
的
人

間

観
と

結
び

つ

い

た

と

こ

ろ
に

成
立

す
る
+

(

｢

乾
焼
性
に

反
対

す
る
+

)

｡

言

語
分

析
哲
学
の

概
念
分

析
は

日

常
言

語
に

お

い

て

存

在
す

る

(

公

的
概

念
)

を

前
提
と

し

て

い

る

が
､

公

的

概
念
は

公
然

と

外

に
■
現
わ

れ

た

行
動
に

基
づ

い

て

の

み

組

み

立
て

ら
れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら
､

精
神
の

内

的

行

為
(

(

内

面

生

活
)

)

は
､

何
ら

か

の

形

3 5 3
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で

外

的
行

動
と

し
て

現

わ

れ

な
い

か

ぎ

り

ほ
､

存
在
し

な
い

に

等
ヽ

し

く
､

｢

道

徳
的
に

言
え

ば
､

人

間
は

そ

の

観
察
可

能
な

行

為
で

ヽ

ヽ

あ

る
+

(

｢

崇
高
と

美
再
訪
+

)

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

こ

の

言

語

分

析
哲
学
の

行

動
主

義
が

ヒ

ュ

ー

ム

以

来
の

唯
物
的

世

界
観
に

修

正

を

加
え

､

そ

れ

が

カ

ン

ト

流
の

孤
独

な

意
志
と

し

て

の

人

間

観

と

結
び

つ

い

た

と

こ

ろ

に

成

立

す
る

の

が
､

現

代
イ

ギ

リ

ス

哲
学

の

人
間

観
だ

と
マ

ー

ド

ッ

ク

ほ

見
る

わ

け
で

あ

る
｡

彼
女

は

そ

の

一

つ

の

典
型

を
ス

チ

ュ

ア

ー

ト
･

ハ

ン

プ

シ

ャ

ー

の

『

思

考
と

行

動
』

に

見

出
し
て

い

る
｡

こ

の

見

方
に

よ

る

と
､

｢

人

間
は

､

最

も

普
通
の

法
廷

常
識
的
意
味
で

自
己

意
識
の

度
合
い

が

様
々

で

あ

り

得
る

と

い

う
こ

と

を

別
に

す
れ

ば
､

理

性
的
で

､

全

く

自
由
で

あ

る
｡

人

間
は

道

徳
的
に

言

え
ば

自
分
の

眺

め

る
一

切
の

も

の

の

独

裁
的
統

治
者
で

あ

り
､

自
己
の

行
動
の

全

責
任

を

持
つ

｡

人

間

を

超
越
す
る

い

か

な

る

も
の

も

存
在
し

な
い

｡

彼
の

道

徳
言

語
が

彼
の

実
践
の

指
針
で

あ

り
､

選

択
の

道

具
で

あ

り
､

好
み

の

指
標

で

あ

る
｡

彼
の

内
面
生

活
は

行

為
と

選
択
と

信
念
と

に

解
消
さ

れ

る
｡

信
念
の

存
在
は

外
に

現

わ

れ

て

は

じ
め

て

確
か

め

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

こ

で

い

う
信
念
も

外

的

行
為
を

指
す

｡

彼
の

道
徳
的
議
論
は

決

断
に

支
え

ら

れ

た

経

験
的

事
実
へ

の

言
及

で

あ

り
､

彼
の

必

要
と

す
る

道

徳
的
こ

と

ば

ほ

た

だ
一

つ
､

(

善
い
)

(

あ

る

い

は

(

正

し
い
)

)

と

い

う

決
断
を

表
現
す

る

こ

と

ば

だ

け

朗
n

J

で

あ

る
+

(

｢

乾
燥
性
に

反
対

す

る
+

)

｡

サ

ル

ト

ル

の

人

間
観
も

､

他
の

あ

ら

ゆ
る

相
違
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

本

質
的
に

は

同

じ

だ

と
マ

ー

ド

γ

ク

は

言

う
｡

｢

サ

ル

ト

ル

ほ
ヘ

ー

ゲ
ル

に

負
う
と

こ

ろ
が

多
い

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

こ

の

人

間
観
が

は

な

は

だ

し

く
カ

ン

ト

的
で

あ

る

の

は

お

も

し

ろ
い

｡

こ

こ

で

も

ま

た
､

個
人
は

孤

独
で

全
く

自
由

な

も
の

と

し
て

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

い

か

な
る

超
越
的

現

実
も

存
在
せ

ず
､

自
由
の

度
合

い

と
い

う
も
の

も

な
い

｡

一

方
に

盛

大
な

量
の

心

理

的

欲

望
と

社

会
的

習

慣
と

偏
見
と

が

あ

り
､

も

う
一

方
に

意
志
が

あ

る
｡

む
ろ

ん
､

魂
の

内
部
で

､

よ

り
ヘ

ー

ゲ

ル

的

性
椿
の

あ

る

劇
が

演
じ

ら

れ

は

す
る

｡

し
か

し
､

意
志
の

孤

立

は

依
然

と

し

て

残
っ

て

い

る
+

(

同

論
文
)

｡

一

九

五

九

年
に

は
､

マ

ー

ド

γ

ク

は

も

う
一

つ

｢

理

論
の

家
+

(

『

パ

ー

テ

ィ

ザ

ン

･

レ

ヴ
ュ

ー
』

冬
季
号
)

と
い

う

論
文

を

書

い

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

福
祉
国
家
の

実
現
に

よ

っ

て

そ

の

目

標
が

一

応
達
成
さ

れ

た

こ

の

時
点
で

､

英
国
の

社

会
主

義
運

動
が
エ

ネ

ル

ギ

ー

の

喪
失
に

苦
し

ん

で

い

る

こ
■
と

を

憂
え

､

そ

れ

を

理

論
の

貧
困
に

よ

る

も
の

と

し
て

､

左

派
が

理

論
を

提
出
す
べ

き

任

務
を

担
っ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た

も

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

魅
力
あ

■

■

紳

れ

一

し

ゎ

血
叩

..

ト
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他
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.

ノ

｡

俄

る

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

や

理

論
の

貧
困

は
､

単
に

左

派
の

怠
慢
に

よ

る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

を

も

た

ら

し

た

原

因
は

､

現

代
思

想
そ

の

も
の

に

根
ざ

す

も
の

だ

と
マ

ー

ド

ァ

ク

は

見
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

言

語
分

析
哲
学
お

よ

び

実
存
哲
学
の

行
動
主

義
的
人

間

観
に

よ
っ

て

(

内

面
生

活
)

と
い

う

も
の

が

軽
視
さ

れ
､

事
実
上

香
定
さ

れ

て
､

行

為
主

体

(

意
志
)

と

行

動
と

の

間
に

｢

概

念
の

中

間

領
域
+

が

欠

落
し
+

想

像
力
に

よ

る

認

識
あ

る

い

は

理

論
や

概

念
を

創
造

す

る

内
的
思

考
が

貧
困
化

し

た

た

め

だ

と

言
う
の

で

あ

る
｡

そ

の

結

果
､

現

代

社
会
は

政

満
的
道

徳
的
語
彙
を

喪

失
し

て
､

｢

わ

れ

わ

れ
の

政

治

的
道
徳
的

問
題
に

つ

い

て

の

思

考
に

深

刻
な

空

洞
が

生

じ
､

そ

れ

が

次

第
に

拡
が

り
つ

つ

あ

る
｡

こ

の

空

洞
に

現

在

社

会

全
体
が

不

安
を

お

ぼ

え

て

お

り
､

し
か

も

わ

れ

わ

れ

は

お

そ

ら

く

歴
史
上

は

じ

め
て

､

慰
め

と

指
導
原
理

と

し
て

の

宗
教
の

喪

失

を

痛
感
し

て

い

る

が

ゆ

え

に
､

こ

の

空

洞
が

い

っ

そ

う

大
き

な

苦

悩

と

な
っ

て

い

る
+

(

｢

理

論
の

家
+

)

｡

こ

れ

は

『

網
の

下
』

の

一

人

称
の

主

人
公
ジ

ュ

イ

ク
･

ド

ナ

ヒ

ュ

ー

の

書
い

た

哲
学
風
の

対

話
『

沈
黙
さ

せ

る

も

の
』

の
一

節
を

想
い

起
こ

さ

せ

る
｡

独

特
の

沈
黙
の

哲
学
を

有
す

る

ア

ナ

ン

ダ

イ

ン

ほ

そ

こ

で

次
の

よ

う
に

言
っ

て

い

る
｡

｢

ぼ

く

の

言
っ

て

い

る

の

は
､

わ

れ

わ

れ

が

そ

れ

を

経

験
し
て

い

る

と
き

の

真
の

決

断
の

こ

と

だ
｡

そ

し
て

こ

の

こ

と

で

は

理

論
と

一

般
化
か

ら

離
れ

る

こ

と

は

真
実
に

近
づ

く
こ

と

だ
｡

あ

ら

ゆ
る

理

論
化
は

逃
走
だ

｡

わ

れ

わ

れ

は

状
況

そ

の

も

の

の

支
配
に

身
を

委
ね

ね

ば

な
ら

な
い

｡

そ

し
て

こ

の

状
況

と
い

う

も
の

は
､

こ

と

ば
で

は

表

現
で

き
な
い

個
別

的
な

も
の

だ
｡

実

際
そ

れ

は
､

い

わ

ば

網
の

下

を

這
う
よ

う

に

い

く

ら
わ

れ

わ

れ

が

努
力

し
て

み

た

と

こ

ろ

で
､

つ

い

に

十

分

到
達
し

ぇ

な
い

も
の

だ
｡

+

(

状
況
)

は

も
っ

と
一

般
的
に

は

(

現

実
)

と

置
き
か

え

て

よ

い

で

あ

ろ

う
が

､

こ

の

考
え

方
の

背
後
に

あ

る

の

が

『

論
理

哲
学

論
考
』

の

ゲ
ィ

ッ

ト

ゲ
ン

シ

ュ

タ

イ

ン

の

思

想
で

あ

る

の

は

明
ら

か

で

あ

る
｡

そ

し
て

マ

ー

ド

ッ

ク

は

こ

の

考
え

方
の

意

味
深
さ

を

十

分

承
知
し

た

上
で

､

な
お

か

つ

(

こ

と

ば
)

と

(

理

論
)

の

必

要
を

説
く
の

で

あ

る
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

の

見
て

い

る

問
題
は

も

は

や

明

白
で

あ

ろ

う
｡

一

方
に

お

い

て
､

現

代
は

現
に

政

治
的

道
徳
的
現

実
を

前
に

し

て
､

そ

れ

を

理

解
す
る

手
が

か

り

を

失
っ

て

い

る

と
い

う

事
実
が

あ

る
｡

こ

れ

は
､

(

現

実
)

と
い

う
も
の

を

哲
学
が

い

か

に

基
礎
づ

け

る

に

し
て

も
､

と
も

か

く
わ

れ

わ

れ

は

白

己

を

超

え

た

も

の

-

(

超
越
的
現

実
(

他

者
)

)

1
に

直

面
し

て

い

る

こ

と

を

示

す

以

外
の

何
も
の

で

も
な
い

｡

と
こ

ろ
が

｢

わ

れ

わ

れ

は

も

は

や

人

間
を

超
越
し

た

諸
々

の

価
値

､

諸

現
実
を

背
景
に

し

て

人

間
を

見

湖
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る

と
い

う
こ

と

を

し

な
い

｡

わ

れ

わ

れ

の

描
い

て

い

る

人

間

像
は

､

簡
単
に

と

ら

え

ら

れ

る

経
験
的
世

界
に

と

り

か

こ

ま
れ

た

勇
敢
で

裸
の

意
志
と

し

て

の

人

間
で

あ

る
｡

真
理

と

い

う

厳
し
い

理

念
の

か

わ

り

に
､

わ

れ

わ

れ

は

誠
実
と
い

う
く

み

し

や

す
い

理

念
を

置

き

か

え

て

し

ま
っ

た
+

(

｢

乾
燥
性
に

反

対

す
る
+

)

｡

こ

う
し

た

状
況

は

文

学
に

正

確
に

反

映

さ

れ

て

い

る
｡

｢

二

十

ク
‖
7

ス

タ

ラ

イ
ソ

世

紀
小

説
は

､

通

例
､

水

晶
的
で

あ

る

か

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

で

あ

る

か

の

い

ず
れ

か

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

そ

れ

は

十

九

世

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

紀
的
意

味
で

の

(

人

物
た

ち
)

を

含
ま

な
い

､

人

間
の

条
件
を

オ

ブ
ジ
ェ

ク

ト

描
い

た

寓
話
風
の

小
さ

な

物

で

あ

る

か
､

さ

も

な

け

れ

ば
ド

オ

ブ

ジ
ェ

ク

ト

キ
ュ

メ

ン

タ

リ

ー

風
の

無

定

形
の

大

き

な

物

で

あ

る
+

(

同

論
文
)

｡

こ

の

二

種
の

う

ち
で

は

(

水

晶
的

小

説
)

の

方

が

す

ぐ

れ

て

い

て
､

純
文

学
の

作
家
が

書
こ

う
と

し

て

い

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を
マ

ー

ド

ッ

ク

は

認

め
て

い

る

が
､

そ

の

典
型
が

サ

ル

ト

ル

の

『

嘔

吐
』

で

あ

る

こ

と

は

明

ら
か

で
､

彼
女

が

こ

の

論
文
で

反

対

し
て

い

る

当
の

も

の

こ

そ
､

そ

の

(

水

晶
性
)

に

ほ

か

な

ら

な

い
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

に

よ

る

と
､

そ

れ

は

象

徴

主

義
の

(

乾

燥

性

(

小
さ

さ
､

明

噺
さ

､

自
立

性
)

)

の

理

想

を

想
い

起
こ

さ

せ

る

が
､

象
徴
主

義
(

衰
退
し
た

ロ

マ

ン

主
義
)

が

理

想

と

し

た

純
粋

で
､

清

潔
で

､

自
立

的
な

(

象
徴
)

は
､

ロ

マ

ン

主

義
的

人

間

観

に

よ
っ

て

情
緒
と

欲

望
の

混

濁
し
た

部
分
を

切

り

捨
て

て

考

え

ら

甜
っ

J

れ

た

(

孤

独

な

人

間
)

の

類
比

物
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

象
徴

主

義
の

理

想
が

そ

の

本
来
の

家
で

あ

る

詩
か

ら

他
の

領
域
へ

侵
入

し

た

こ

と
が

散
文
の

衰
退

を

も

た

ら

す
一

因
と

な
っ

た

と
マ

ー

ド

ッ

ク

は

見
る

｡

つ

ま

り
､

そ

の

結
果

､

小

説
は

水

晶
的

-
現

実

の

不

条
理
な

偶
然
性
か

ら

透
明

な

形
式
(

神
話
的

構
図
)

の

必

然

性
へ

の

飛

躍

-
と

な
っ

て

現

実
か

ら

遊
離
す

る

か
､

さ

も

な

け

れ

ば
､

散
文
に

現

実

と
の

接
触
を
回

復
し

ょ

う
と

し
て

｢

詩
は

言

オ

ブ
ジ
ェ

ク

ト

語
に

よ

る

疑
似
‖

物

の

創
造
で

あ

り
､

散
文
は

説

明
と

解
説

の

た

め
の

も
の

で

あ

る
+

と
い

う

主

張
(

サ

ル

ト

ル

の

言
語

論
)

ヽ

ヽ

ヽ

が

行
な

わ

れ
､

散
文
の

｢

想

像
的
機
能
+

が

無
視
さ

れ

て
､

か

え

っ

て

小

説

を

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

テ

ィ

ッ

タ

小

説
へ

と

堕
落
さ

せ

る
｡

そ

れ

は

文

体

を

持
た

ず
､

も

は

や

小

説
(

｢

書
か

れ

た

も
の
+

)

で

あ

る

こ

と

を

や

め
る

｡

現

代
小

説
に

お

け
る

こ

の

｢

形

式
に

つ

い

て

の

困

難
+

は

ま
さ

に
､

政

治
･

道
徳
の

領
域
で

現

実
を

と

ら

え

る

す
べ

を

失
っ

て

い

る

現

代

社

会
の

デ
ィ

レ

ン

マ

と

正

確
に

照

応

し
て

い

る

の

だ
､

と
い

う
の

が

マ

ー

ド

ア

ク

の

指
摘
で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

｢

最
も

偉
大
な

文

学

作

品
の

特
徴
は

何

か
+

と

い

†

し

顔

仰

一

k

-

紳
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+

一

恥

う
｢

崇

高
と

美
再

訪
+

の

問
い

ほ
､

実
は

す
で

に

『

サ

ル

ト

ル
』

に

お

い

て

答
え

ら
れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち

｢

人

間
お

よ

び

人

間
の

相
互

関
係
は

不

条
理
で

還

元
不

可

能
な
ユ

ニ

ー

ク

な

も

の

で

あ

る

と
い

う
こ

と
の

理

解
+

､

言
い

か

え

れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

は
一

人
一

人
が

不

条
理
で

還

元

不

可

能
な

､

し

た

が

っ

て

白
分

自
身
に

と

っ

て

す

ら

不

透
明
な

も

の

で

あ

り
､

し
か

も

そ

う
い

う
全
く

別

個
の

エ

ク

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

で
ユ

ニ

ー

ク

な

他

人
が

存
在
す
る

と
い

う
こ

と
の

理

解
に

ほ

か

な
ら

な
い

｡

さ

ら
に

言
う

な

ら
､

｢

最
も

偉
大

な

小

説
家

を

見
分

け
る

特

徴
は

､

そ

わ

他

者

意
識
の

貿
に

あ

る
+

(

｢

崇
高
と

美
再

訪
+

)

｡

そ

し
て

､

作
家
が

自
分
の

作

品

世

界
に

白
分
と

は

全
く

異
っ

た

人

物
(

他

人
)

を

住
ま

わ

せ

る

こ

と

を

許

容
す
る

他

者
意
識
の

質
と

は
､

｢

理

性
で

は

な

く
､

寛
容
で

す

ら

な

く
､

愛
で

あ

る
+

(

同

論
文
)

｡

マ

ー

ド

ッ

ク

が

こ

う
し

た

人

間
観
を

彼
女
の

道
徳
哲
学
の

中
で

ど

の

よ

う
に

位
置
づ

け
て

い

る

か

を

明

ら
か

に

す
る

に

は
､

少
な

く
と

も

彼
女
が

｢

崇
高
と

美
再
訪
+

で

要
約
し
て

み

せ

た

カ

ン

ト

の

道
徳
哲
学
と
ヘ

ー

ゲ
ル

の

そ

れ

を

背
景
に

置
く

必

要
が

あ

る
｡

彼
女
に

よ

る

と

｢

カ

ン

ト

の

道
徳
哲
学
を

支
え

て

い

る

の

は

徳
‖

ヽ

自
由
‖

理

性
と

い

う

等
式
で

あ

る
｡

徳
は

何
か

を

認

識
す
る

こ

と

で

は

な

い
｡

そ

れ

は

む
し

ろ

理

性
的
秩
序
を

課

す

能
力
で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

他

人
を

､

個
別

的
で

エ

ク

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

な

現

象
的

人

間
と

し
て

で

は

な

く
､

同

等
に

普
遍
的
理

性
を

持
っ

た

人

間
と

し
て

尊
敬

す
る

｡

も
っ

と

も
､

わ

れ

わ

れ

は

物

質
的
対

象
を

認

識

す

る

と

同

じ
ょ

う
に

は

自
分

自
身
あ

る

い

は

他

人
に

お

い

て

理

性

を

認

識
で

き

な
い

と
い

う
こ

と

は

あ

る

(

そ

し
て

こ

れ

は

カ

ン

ト

の

不

可

知
論
で

あ

る
)

｡

わ

れ

わ

れ

は

純
粋
に

理

性
的
で

は

な

い

か

ら

自
分

自
身
に

と
っ

て

も

透
明
で

は

な
い

｡

+

し

か

し

カ

ン

ト

に

と
っ

て

情
緒
と

欲
望

は

倫
理

と

は

無

関
係
で

あ

り
､

｢

わ

れ

わ

れ

は

情
緒
と

欲

望
の

混

沌
と

し

た

曖
昧
な

領
域
か

ら

選

択

と

行
為

の

疑
問
の

余
地

な

き

明

断
へ

と

向

う
｡

+

こ

れ

が

現

代
の

ロ

マ

ン

主

義
的

な

行

動
主

義
的

人

間
観
の

漁
流
で

あ

る
｡

一

方
､

現

実
を

歴
史
的
心

理

的

概
念
の

領
域
(

理

性
的

自
己

意

識
)

の

拡
大
と

見
た
ヘ

ー

ゲ
ル

に

と
っ

て

は
､

理

性
は

｢

知
の

円

環
を

閉
じ
る

力
を

持
っ

た

も
の
+

で

あ

り
､

現

実

を

完
全
に

知
り

つ

く

す
こ

と

が

可

能
で

あ

る

■
｡

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

の

宇
宙
に

は

唯
一

の

存
在
者

､

す
な

わ

ち
､

自
己
の

外

側
に

い

か

な

る

も
の

を

も

許
さ

ず
､

他

者
と
み

え

る
一

切
の

も

の

を

認

識
し

ょ

う
と

苦
闘
す
る

全

体
し

か

存
在
し

な
い

｡

+

カ

ン

ト

に

と

っ

て

徳
は

認

識
の

問
題
で

は

な

か
っ

た

が
､

ヘ

ー

ゲ
ル

は

｢

進
歩
が

自
己

意
識
の

増
大
を

尺

度
に

測
ら

れ

る

と

い

う

意
味
で

認

識
の

観
点
か

ら

徳
を

考
え

た
｡

う7
C

∂
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徳
は

ま

た

必

然
の

過
籍
の

認
識
と
い

う

意

味
で

自
由
で

も

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち

自
己

認
識
と
し

て

の

自
由
で

あ

る
｡

+

そ

こ

で
､

カ

ン

ト

の

道
徳
哲
学
の

根

本
が

｢

徳
=

自
由
=

理

性
的
秩
序
+

と

い

う

等
式
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

そ

れ

は

｢

徳
‖

自

由
‖

自

己

認

識
+

と
い

う

等
式
で

あ

る
｡

以
上

の

こ

と

を

背
景
と

し
て

マ

ー

ド

ッ

ク

自
身
の

道
徳
哲
学
の

構
造
を

考
え

れ

ば
､

そ

れ

ほ

だ

い

た

い

次
の

よ

う
に

な

る

で

あ

ろ

ゝ

ブ
0

カ

ン

ト

は

理

性
を

超
え

た

も

の

を

認
め

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

し

か

し

彼
の

道
徳
哲
学
は

情
緒
と

欲

望
の

混

沌
と

し
た

領
域
を

切

り

捨
て

る

こ

と
に

よ

っ

て

成
立

し
､

そ

こ

で

は
､

人

間
は

全

く
理

性
的
で

透
明
に

な
り

､

理

性
は

何
一

つ

自
己
の

理

解
を

超
え

た

も

の

を

見

出
す
こ

と

な

く
､

そ

の

透
明

な

世

界
に

君

臨
す
る

｡

し

た

が

っ

て
､

こ

こ

で

は

認
識

は

問

題
に

な

ら
な
い

｡

そ

し

て

理

性
は

道
徳
意
志
で

あ

る

か

ら
､

人

間
は

全

く

自
由
で

あ

る
｡

ま

た
､

カ

ン

ト

は

他

人
を

排
除
し

な
い

が
､

彼
の

尊
敬

す
る

他
人

は
エ

ク

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

な

個
人

と

し
て

の

他

人
で

は

な

く
､

同
等
に

普

遍
的

理

性
を

持
っ

た

人

間
と

し
て

の

他
人
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

い

わ

ば

普
遍
的
理

性
を

中

心

点

と

す
る

コ

ン

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

(

同

心

円

的
)

な

同

質
の

他

人
で

あ

り
､

事
実
上

他
者

は

存
在
し

な
い

｡

し

か

し
､

現

実
の

現

象
的
な

人

間
は

情
緒
と

欲

望
の

混

沌
か

ら

逃
れ

湖

る

こ

と
は

あ

り

え

ず
､

し

た

が

っ

て

全

く
理

性
的
で

ほ

な
い

と

す

れ

ば
､

実

践
理

性
は

不

透
明

な

世

界
に

立

た

さ

れ

て

い

る

こ

と
に

な
り

､

も

は

や

人

間
は

全

く

自
由
で

は

な
い

｡

言
い

か

え

れ

ば
､

理

性
は

自

己

を

超
え

た

も

の

(

他

者
)

に

と

り

か

こ

ま
れ

て

い

る

わ

け
で

あ

り
､

こ

こ

で

は
､

理

性
が

自

由
を

獲
得
す
る

た

め

に

は
､

何
よ

り

も

ま

ず
他

者
の

認

識
が

問
題
と

な
っ

て

く
る

｡

さ

ら

に
､

マ

ー

ド

ッ

ク

に

と
っ

て

は
､

エ

ク

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

な

他

人
の

存
在

は
､

自
己

内

部
の

他

者
に

も

ま

し

て
､

い

っ

そ

う

深
い

閻
と

し
て

理

性
の

前
に

立

ち
ふ

さ

が

る
｡

し

た

が

っ

て
､

マ

ー

ド

ッ

ク

が

カ

ン

ト

と
ヘ

ー

ゲ

ル

の

道
徳
哲
学
の

構
造

を

示

す

等
式
を

立
て

た

流

儀
に

な

ら
え

ば
､

マ

ー

ド

ッ

ク

の

そ

れ

は
､

自
己
の

内

部
と

外
部

の

他

者
を

含
め

て
､

｢

徳
‖

自
由
‖

他

者
認

識
+

と
い

う
こ

と

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

ヘ

ー

ゲ

ル

の

哲
学
は

他

者
の

存
在
を

許
さ

な
い

と

こ

ろ
に

成
立

す
る

｡

一

切

は

究

極
的
に

ほ

理

性
的

自
己

意
識
の

中
に

と

り
こ

ま

れ
､

知
の

円

環
ほ

閉
じ

ら
れ

る
｡

し
か

し
マ

ー

ド

ッ

ク

に

と
っ

て

は
､

他

者
は

つ

い

に

完
全
に

と

ら

え

ら

れ

る

こ

と
ほ

な

く
､

知
の

円

環
は

永
遠
に

閉
じ
ら

れ

ず
､

認

識
の

地

平

は

無

限
に

後
退
し

て

ゆ

く
｡

こ

れ

ほ
､

他

者
(

超
越
的
現

実
)

の

認

識
の

度
合
い

に

応

†

←

.
■

血
叩

γ

一

l

ト

ヰ
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リ
ノ(

､
血

町

イ

｡

鳴

じ

て

自
由
を

獲

得
す
る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

こ

こ

に

は

｢

自
由
の

度
合
い
+

と
い

う
も
の

が

存

在
す
る

こ

と

に

な

る
｡

同
時
に

こ

こ

に

は

進

歩
の

観
念
と

完
全
の

理

念
が

確
保
さ

れ

る
｡

超
越
的

現

実
が

不

条
理

で

不

透
明

な

間
だ

と

す
れ

ば
､

そ

れ

を

認
識
す
る

の

に

重

要
に

な
っ

て

く
る

の

は

想

像
力
で

あ

る
｡

想

像

活
動
は

わ

れ

わ

れ

が

何
か

を

理

解
し

ょ

う
と

す

る

と

き
､

日

常
最

も

多
く

行

な
っ

て

い

る

活
動
で

も
あ

る
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

が
一

九

六

六

年
六

月

号
の

『

エ

ン

カ

ウ

ン

タ

ー
』

で

ス

チ

ュ

ア

ー

ト
･

ハ

ン

プ

シ

ャ

ー

の

『

個
人
の

自
由
』

を

批

評
し

た

と

き

(

｢

実
践

理

性

の

闇
+

)

､

そ

の

批

判
の

中

心
は

､

ハ

ン

プ

シ

ャ

ー

が

想

像
力
を

軽

ん

じ
た

こ

と

に

あ

っ

た
｡

想

像
力
は

つ

ね

に

｢

幻

想

(

悪
し

き

想

像
力
)

+

に

堕
す

危
険
性
を

ほ

ら

ん

で

お

り
､

実
際

､

わ

れ

わ

れ

は

あ

ら

ゆ
る

種
類
の

幻

想
に

と

ら

わ

れ

て

い

て
､

現

実
(

他

者
)

を

認

識
す
る

こ

と

(

自
由
)

が

困

難
に

な

る

が
､

し
か

し

現

実
を

認
識
す
る

こ

と

を

可
能
に

す
る

の

も

ま

た

ほ

か

な

ら
ぬ

想

像

力
で

あ

る
｡

作
家
が

そ

の

想

像
力
に

ょ

っ

て

そ

の

作
品

世
界
に

作
者
自

身
と

ほ

全
く

別

個
の

人

物
(

他
人
)

を
､

し
か

も

多
数

､

生

き

生

き
と

描
き

得
て

い

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

他

人

を

理

解
し

得
て

い

る

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

そ

の

意
味
で

､

最
も

す

ぐ
れ

た

作
家

は

最
も

自

由
(

徳
)

で

あ

る
｡

｢

芸

術

家

は
､

実

際
､

菩
な
る

人

の

類
比

物
で

あ

り
､

特
別

な

意

味
で

善
な
る

人
､

つ

ま

り
､

自
己

を

む

な

し

く

し
､

自
己
を

通
し

て

他

者
を

存
在
さ

せ

し

め

る

愛
の

ヽ

ヽ

ヽ

人
で

あ

る
+

(

｢

崇
高
と

美
再
訪
+

)

｡

か

く

し
て

､

マ

ー

ド

ッ

ク

に

と
っ

て
､

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

は

最
も

自
由
で

あ

り
､

最
大
の

愛
の

人
だ

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

想
像
活
動
も

愛
も

(

内

面
生

活
)

に

属

す

る

が
､

(

認

識
)

を

徳
と

考
え

る
マ

ー

ド

ッ

ク

の

人

間
観
に

お

い

て

(

内

面
生

活
)

は

復
権
し

､

根
拠
づ

け
ら
れ

る
｡

一

九
六

四

年
の

『

イ
エ

ー

ル

.

レ

ヴ
ュ

ー
』

(

第

五

三

巻
第
三

号
)

に

書
い

た

長
論

文

｢

完

全

の

理

念
+

で
､

マ

ー

ド

ブ

タ

は

愛
を

道
徳
哲

学
の

中
心

だ

と

し
て

行
動

主

義
哲

学
を

批

判
し

､

行
動
主

義
哲
学
が

強
調

す
る

(

選

択
)

は

す
で

に

(

認

識
)

の

地

平
に

ょ

っ

て

限

界
づ

け

ら
れ

て

お

り
､

認

ア

テ

ソ

シ

ョ

ソ

識
へ

の

最
も

重

要
な

努
力
で

あ

る

(

注

意
)

(

忍

耐

強
い

愛
の

行
使
)

に

ょ

っ

て

認
識
が

十

分

行

な

わ

れ

て

い

る

と

き
に

は
､

す

で

に

選
択
は

終
っ

て

い

て
､

も

は

や

｢

意
志
は

決
断
で

は

な

く
て

服
従
+

(

(

注

意
)

と
と

も

に

シ

モ

ー

ヌ
･

ヴ
ュ

ー

ユ

の

言

葉
)

と

し
て

感
じ

ら

れ

る

と

主

張
し

て

い

る
｡

一

九

七

〇

年
に

マ

ー

ド

ア

ク

は
､

こ

の

｢

完
全
の

理

念
+

と
レ

ズ

リ

ー
･

ス

テ

イ

ー

グ
ン

講

9

義
｢

他
の

諸

概

念
に

対

す
る

善
の

至

高
性
+

と

も

う
ー

篇
｢

(

神
)

朗
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と

〈

善
)

に

つ

い

て
+

と

い

う

論
文

を
一

冊
に

ま

と

め

て
､

『

善

の

古

書
同

性
』

を

出
し

た
｡

彼
女
が

愛
を

中

心

と

す

る

(

善
の

哲

学
)

へ

向

う

道
筋
ほ

､

以

上
の

こ

と

か

ら

も

よ

く

納
得
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

マ

ー

ド

ク

タ

の

小

説
は

『

網
の

下
』

以

来
『

黒

衣
の

王

子
』

(

七

三
)

ま
で

十
五

偏
に

の

ぼ

る
｡

彼
女
の

一

貫
し
た

テ

ー

マ

は

愛
で

ぁ

り
､

愛
を

め

ぐ
る

様
々

な

人

間
関
係
で

あ

っ

た

と

言
っ

て

よ

い
｡

そ

の

な
か

で
､

マ

ー

ド

ッ

ク

の

と

ら

え

て

い

る

現
代
の

人

間
的
状

況
､

あ

る

い

は

｢

現

代
+

と
い

う

時
代
そ

の

も
の

を

最
も

端
的
に

示

し
て

い

る

の

は
､

第
十

作
の

『

天

使
た

ち

の

時

代
』

(

六

六
)

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

は

ま
た

マ

ー

ド

ッ

ク

の

最
も

あ

ら
わ

に

哲
学

的

な

小

説
で

も

あ

る
｡

空

襲
で

教
会
堂
ほ

爆
破

さ

れ
､

わ

ず
か

に
､

崩
れ

か

け

た

ク

リ

ス

ト

フ

ァ

ー
･

レ

ン

の

尖
塔
と

牧
師
館
だ

け
が

残
っ

て

い

る

ロ

ン

ド

ン

の

あ

る

教

会
に

新
し

く

赴
任
し

て

き

た

牧
師
キ

ャ

レ

ル

･

フ

ィ

ッ

シ

ャ

ー

は
､

そ

の

奇

行
に

よ
っ

て

狂
気

を

曝
さ

れ
､

信
仰
を

失
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か

と

と

り

ざ

た

さ

れ

て

い

る
｡

深

く

暗

い

霧
に

閉
ざ
さ

れ

た

牧
師
館
に

ほ
､

ほ

か

に

彼
の

娘
､

､

､

ユ

ア

リ

エ

ル

と

姪
の

エ

リ

ザ
べ

ス
､

ジ

ャ

マ

イ

カ

系
の

黒
人
の

女

中
パ

テ

ィ
､

仰9
J

前
任
者
の

と

き
か

ら

門

番
と

し

て

牧
師
館
に

い

る

ロ

シ

ア

人

移
民

の

父

子
ユ

ー

ジ

ン

･

ぺ

シ

ュ

コ

フ

と

問
題
児
の

レ

オ

が

い

る
｡

キ

ャ

レ

ル

の

弟
マ

ー

カ

ス

や

そ

の

友

人
ノ

ー

ラ
･

シ

ャ

ド

γ

ク

ス

=

ブ

ラ

ウ

ン

､

教
区

委
員
会
か

ら

ア

ン

シ

ア

･

バ

ー

ロ

ウ

が

キ

ャ

レ

ル

と

接
触
を

求

め
る

が
､

閤
の

奥
に

び

き
こ

も
っ

て

黒
い

僧
衣
に

身
を

包
ん

だ

こ

の

牧
師
は

､

外

界
と

一

切

交

渉
を

絶
っ

て

い

る
｡

し
か

し
こ

の

少

数
の

人

間
た

ち
の

問
に

も

い

ろ
い

ろ

複
雑
な

人

間

関
係
が

あ

る
｡

キ

ャ

レ

ル

は

妻
の

生

前
か

ら
パ

テ

ィ

と

情
交
が

あ

り
､

そ

れ

を

知
っ

て

い

る
､
､

､

ユ

ア

リ
エ

ル

は
パ

テ

ィ

を

憎
ん

で

お

り
､

パ

テ

ィ

払
‥
､

､

ユ

ア

リ

エ

ル

に

敵
意
を

持
っ

て

い

る
｡

パ

テ

ィ

は

や

が

て
､

三

位
一

体
を

象
徴
す
る

三

人
の

天

使
を

描
い

た

聖
画

を

大

切
に

し

て

い

る
ユ

ー

ジ

ン

を

愛
す
る

よ

う
に

な

り
､

エ

ー

ジ

ン

も
パ

テ

ィ

に

愛
情
を

寄
せ

る

が
､

､

､

､

ユ

ア

リ
エ

ル

も

ま
た
エ

ー

ジ

ン

に

心

を

惹
か

れ

る
｡

ユ

ー

ジ

ン

自

身
も

過

去
の

深
い

精
神
的

傷
を

負
っ

て

お

り
､

父
と

子
の

難
し
い

関
係
も
あ

る
｡

牧

師
館
の

奥
ま
っ

た
一

室
に

病
弱
の

美
少
女
エ

リ

ザ
べ

ス

が

い

る

こ

と

を
レ

オ

は

知
ら

な
い

が
､

あ

る

日
､

､

､

エ

ア

リ
エ

ル

は

レ

オ

に

エ

リ

ザ
ベ

ス

の

姿
を

か

い

ま

見
さ

せ

よ

う

と

し
て

壁
の

裂
け
目

か

ら
の

ぞ

く
｡

彼
女
が

そ

こ

に

見
た

の

は

キ

ャ

レ

ル

と

エ

リ

ザ
べ

.

耕

γ

ふ

＼

-

ゆ
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血
叩

寸

せ

ノ

｡

屯

ス

の

か

ら

ま
っ

た

姿
で

あ

る
｡

さ

ら
に

他
の

一

件
で

エ

ー

ジ

ン

と

の

問
を

ミ
ュ

ア

リ
エ

ル

に

邪
魔
さ

れ

た

パ

テ

ィ

は
､

そ

の

憎
悪
に

ま
か

せ

て
､

キ

ャ

レ

ル

が

か

つ

て

エ

リ

ザ

ベ

ス

は

姪
で

は

な

く
て

､

死

ん

だ

(

そ

れ

も

自
殺
で

あ
っ

た

こ

と

が

わ

か

る
)

末
の

弟
ジ

ュ

リ

ア

ン

の

妻
と

の

間
に

生

ま

れ

た

自
分
の

娘
で

あ

る

と

語
っ

た

こ

と

を
､

ミ

ュ

ア

リ

エ

ル

に

ぶ

ち

ま

け
る

｡

キ

ャ

レ

ル

は

睡
眠
薬
を

飲
ん

で

自
殺
す
る

が
､

ち
ょ

う
ど

の

ぞ

き
の

事
件
の

と

き
に

､

よ

う
や

く
牧

師
館
に

入
る

こ

と

が

で

き

た

マ

ー

カ

ス

に

キ

ャ

レ

ル

は

神
の

死
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

語
る

｡

｢

も

し

も

善
が

存
在
す
る

な

ら
､

そ

れ

は
一

な
る

も
の

で

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

多
な
る

も
の

は

邪
教
だ

と

言
う
の

で

は

な
い

｡

そ

れ

ほ

悪
､

と

い

う
か

こ

れ

ま
で

悪
と

呼
ば

れ

て

き

た

が
､

い

ま

や

名

称
が

な

く
な
っ

た

も

の

の

勝

利
な
の

だ
｡

…

…
が

､

神
の

消

失
は

､

単
に

､

そ

の

結
果

そ

こ

に

人

間
の

理

性
が

自
由
に

入

り

こ

め

る

真
空
が

生

じ
た

と
い

っ

た

も
の

で

は

な
い

｡

神
の

死

は

天
使

た

ち

を

解

き

放
っ

た

の

だ
｡

彼
ら
は

恐

ろ
し
い

｡

…

…

権
天

使
も

い

れ

ば

能
天

使
も
い

る
｡

天
使
た

ち

は

神
の

想

念
な
の

だ
｡

い

ま

や

神
は

そ

の

諾
々

の

想
念
へ

と

分

解
し
て

し

ま
っ

た
｡

そ

れ

ら

ほ
､

そ

の

本

質
も

多
様

性
も

力
も

､

わ

れ

わ

れ

の

思

惟
で

は

と

ら

え

ら

れ

な
い

｡

■
神
は

､

少

な

く
と

も
､

わ

れ

わ

れ

が

善
と

考
え

る

何
も

の

か

の

名

称

だ
っ

た
｡

だ

が

い

ま

や

そ

の

名

称

す

ら

失
わ

れ
､

精

神
の

世

界
ほ

飛

散
し

去
っ

た
｡

も

は

や

多
数
の

精
霊
の

磁
性
を

阻

む
も

の

は

何
も

な
い

｡

+

｢

お

れ

は

何
度

､

説
教
壇
か

ら
､

神
は

存
在
し

な
い

と

公

言
し

た

い

誘
惑
に

か

ら

れ

た

か
､

お

前
に

は

わ

か

る

ま
い

｡

そ

う
は

っ

き
り

口

に

出
し

て

言

え

ば
､

そ

れ

ほ

ど

宗
教

的
な
こ

と

ば

は

ほ

か

に

考
え

ら

れ

な
い
+

と

言
う
キ

ャ

レ

ル

に
､

マ

ー

カ

ス

が

｢

そ

ん

ヽ

ヽ

ヽ

な
こ

と

は

必

ず
し

も

新
し

く

は

な
い

-
-
-
+

と

言
い

か

け
る

と
､

キ

ャ

レ

ル

は

さ

ら

に

｢

そ

う
だ

と

も
｡

い

ろ

ん

な

人
が

何

度
も
そ

の

こ

と
ば

を

ロ

に

し
て

き

た
｡

し
か

し
､

そ

の

こ

と

ば

を

信
じ
た

も
の

は

誰
も
い

な
い

の

だ
｡

お

そ

ら

く
ニ

ー

チ
ェ

が

ほ

ん

の
一

時

期
信
じ
た

だ

ろ

う
｡

た

だ
､

彼
の

芸
術
家
と

し

て

の

エ

ゴ

イ

ズ

ム

が

す

ぐ
に

真
実
を

曖
昧
に

し

て

し

ま
っ

た
｡

そ

れ

を

信
じ
っ

づ

け

る

こ

と
が

で

き
な

か

っ

た

の

だ
｡

お

そ

ら

く

気
が

狂
っ

た

の

も

そ

の

た

め
だ

｡

そ

の

真
実
そ

の

も

の

の

た

め
で

は

な

く
､

そ

れ

を

心

の

中
に

抱
き
つ

づ

け
そ

こ

な
っ

た

た

め
だ
+

と

答
え

て

い

る
｡

神
の

死
に

よ

る

｢

天

使
た

ち
の

時
代
+

と
い

う
比

喩
は

､

マ

ー

ド

ッ

ク

の

と

ら

え

て

い

る

現

代
の

人

間
的
状
況
の

基

本

的
構
図
を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

神
の

死
と
い

う

問
題
自
体
は

､

キ

ャ

レ

ル

が

答
え

て

い

る

よ

う
に

新
し

く
は

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

を

神
が

存

脱
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在
し
な

け
れ

ば
一

切
が

許
さ

れ

て

い

る

と

い

う
形
で

と

ら
え

､

空

位
と

な
っ

た

神
の

座
に

個
人

と
し

て

の

人

間
を

据
え

て
､

そ

の

人

間

を

自
己
の

一

切
の

行
動
に

全

責
任
を

も
つ

､

全

く

自
由
で

孤

独

な

意
志

(

理

性
)

と

み

な

す
サ

ル

ト

ル

や

言

語
分

析
哲
学
の

人

間

観
が

こ

こ

で

香
足

さ

れ

て

い

る

の

は
､

も

は

や

明

白
で

あ

ろ

う
｡

作
中
で

最
も

堅

固
な

常
識
を

も
っ

た

ノ

ー

ラ

は
､

キ

ャ

レ

ル

の

い

う

｢

天

使
た

ち
+

を

｢

無
責
任
な

心

理

的

諸

力
+

と

解
し

て

い

る
｡

キ

ャ

レ

ル

も

｢

わ

れ

わ

れ

は

偶
然
の

創
造

物
で

､

わ

れ

わ

れ

に

は

理

解
で

き

な
い

諸
々

の

力
に

あ

や

つ

ら

れ

て

い

る
+

と

語
っ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

｢

天
使
た

ち
の

時
代
+

と

は
､

神
と

い

う

一

な
る

強

力
な

磁

極
に

よ

っ

て

そ

の

磁

場
に

繋
ぎ

と
め

ら
れ

て

い

た

諸
々

の

心

理

的
な

力
が

､

そ

の

磁

極
を

失
っ

て

四

散
し

､

そ

れ

ぞ

れ

勝

手
に

独

自
の

磁

性
を

主
張
し

は

じ

め

た

時
代
で

､

人

間
の

精
神
は

内

部
に

幾
重
に

も

渦
ま

く

混

沌
と

し

た

磁
気
嵐
(

認

識
の

闇
)

の

中
で

､

自
己
の

方

位
を

見

定
め

る

こ

と
が

困

難
に

な

り
､

ま

し
て

や
､

外

部
の

磁

極
を

失
っ

て

自
閉
す
る

こ

の

個
々

人
の

精

神
が

他

者
を

正

し

く

認

識
す
る

こ
′

と

は

い

よ

い

よ

困

難
に

な
っ

た

時
代
で

あ

る
｡

マ

ー

ド

ッ

ク

の

哲
学
に

お

い

て

他

者

認
識
が

重

大

と
さ

れ

る

の

も

そ

の

た

め

で

あ

り
､

彼
女
の

小

説
に

お

い

て
､

多
く

､

各
章
を

特
定
の

人

物
に

ふ

り

当
て

て
､

全

体
と

し

て

複
数
の

視
点

的

処

理

減

の

方

法
が

と

ら
れ

る

の

も
､

自
己
お

よ

び

人

物
相
互
の

認

識
の

度

合
い

と

ず
れ

と

を

示
す

た

め
の

方

法
だ

と

言
っ

て

よ

い
｡

そ

し
て

､

彼
女
の

プ

ロ

ッ

ト

に

お

い

て
､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

流
の

ア

ナ

グ

ノ

リ

シ

ス

(

認
識

･

発
見
)

が

つ

ね

に

現
わ

れ

て

く

る

の

も
こ

の

た

め

な
の

だ
｡

ま
た

一

方
､

彼
女
の

小

説
で

く
り

返
し

複
兼
で

グ
ロ

テ

ス

ク

な

人

間

関

係
が

描
か

れ
､

さ

な
が

ら
パ

ッ

ク

の

媚
薬
に

腐
ら
さ

れ

る

｢

夏
の

夜
の

夢
+

の

様
相

を

帯
び

て

く
る

の

も
､

ま

さ

に

こ

の

人

間
た

ち
が

｢

天

使
た

ち
の

時
代
+

の

人

間
模
様
を

生

き
て

い

る

か

ら

な
の

だ

が
､

そ

の

中
で

最
も

大
き

な

力
を

も
っ

た

天

使
､

最
も

大
き

な
心

理

的
な

力
は

､

神
の

如
き

強
大
な

他

者
､

大
き

な
必

然

性
(

秩
序
と

意
味
)

に

よ
っ

て

支

配
さ

れ

た

い

と
い

う

欲

求
で

あ

る
｡

こ

う
し

て

『

網
の

下
』

の

ヒ

ュ

ー
ゴ

ー
､

『

魅
惑

着

か

ら

の

逃
走
』

(

五

五
)

の
､

､

､

ア

シ

ャ

･

フ

ォ

ッ

ク

ス

以

来
マ

ー

ド

ッ

ク

の

小

説
に

は

く
り

返

し

魅
惑

者
が

登

場
し

て

く

る
｡

キ

ャ

レ

ル

も

そ

の
一

人
で

､

彼
に

対

し
て

マ

ー

カ

ス

､

ミ
ュ

ア

リ

エ

ル
､

パ

テ

ィ

が

抱
い

て

い

る

｢

恐

れ
+

の

感
情
の

一

部
に

は
､

キ

ャ

レ

ル

を

い

わ

ば

疑
似
=

神

と

し
て

見
て

い

る

感

情
が

あ

る
｡

キ

ャ

レ

ル

の

一

連
の

破

戒

的

行

為
､

こ

と

に

そ

の

近

親
相

姦
は

､

り

】

r

血
叩

γ

貞

一

-

ゆ
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一

恥

｢

凛
神
の

可
能
性
+

へ

の

逆
説
的
希
い

を
こ

め

た

彼
の

最
も

宗
教

的
な

行
為
で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

実

際
に

は
､

そ

れ

は

清
神
の

不

可

能
(

神
の

死
)

の

悪
魔
的
証
明
に

は

か

な
ら

な
い

｡

し
か

し
､

当

然
信
仰
も

な

く
､

素
人

哲

学
者
で

『

神
な

き

時
代
の

道

徳
』

と
い

う

本
を

書
き

か

け
て

い

る

マ

ー

カ

ス

ま
で

が
､

自
分
の

兄
に

は

神

を

信
じ

て

い

て

も

ら
い

た

い

と
い

う

願
望
が

あ

る
｡

現

代
の

人

間

は

神
の

死
を

ロ

に

し

な
が

ら
､

実
際
に

は

キ

リ

ス

ト

教

的
な

道
徳

の

名

残
り

の

中
で

､

あ

る

い

は

ノ

ー

ラ

の

こ

と

ば

で

言

え

ば
､

｢

神
々

の

た

そ

が

れ
+

の

中
で

生

き

て

い

る
｡

現

代
を

真
に

生

き

る

た

め
に

は
､

神
の

死
と

天
使
た

ち
の

時
代
の

恐

ろ
し

さ

と

を

認

識
し

､

疑
似
=

神
の

疑
似

性
を

見

す
え

る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

､
､

､

エ

ア

リ

エ

ル

が
､

ま

だ

助
か

る

か

も

し
れ

な
い

キ

ャ

レ

ル

を

そ

の

ま

ま

死

な
せ

る

こ

と
の

意
味
に

は
､

こ

の

こ

と

が

含
ま

れ

て

い

る

か

も

し

れ

な
い

｡

そ

し

て

は

じ

め
て

彼
女
は

父
を

一

人
の

人

間
と
し

て

見
て

､

愛
情
を

感
じ

る

の

で

あ

る
｡

キ

ャ

レ

ル

が

自
殺

し
て

牧

師
館
の

住
人

た

ち
が

散
り

散
り

に

去
っ

て

行

く
と

き
､

よ

う

や

く

長
い

霧
の

季
節
が

終
っ

て

陽
の

差

し

は

じ
め

た

中
で

､

た

だ
一

つ

崩
れ

か

け
て

残
っ

て

い

た

レ

ン

の

尖
塔
の

解

体

作
業
が

は

じ

ま
っ

て

い

る
｡

(

一

橋
大

学

講
師
)




