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ル の 倫 理 の た め に

パ

白

-
ル

の

倫
理
の

た
め

に

､一▲

一■､

音
声
と

映

像
を

結
び

つ

け

た

新
し
い

伝
達
手

段
の

急

速
な

発

達

と

普
及

は
､

こ

れ

ま
で

の

活

字
万

能
の

文

化
を

変
え

つ

つ

あ

る
｡

同

時
的
も

し

く
は

再
生

さ

れ

た

音

声
言
語
に

接
す
る

こ

と
が

多
く

な

る

に

つ

れ
て

､

私
た

ち
の

音
声
言
語
に

対

す
る

感
受
性
も
た

か

ま
っ

て

お

り
､

そ

れ

は

商
業

､

政

治
の

次

元
に

ま
で

利
用

さ

れ

て

い

る
｡

他

方
､

そ

れ

に

つ

れ

て
､

書
か

れ

た

も

の

は

必

然
的
に

､

そ

の

固
有
の

価
値
と

機
能
を

鮮
明
に

し
つ

つ

あ

る
｡

い

う
な

ら
ば

､

語
る

こ

と

と

書
く
こ

と

の

急

激
な

分

化
で

あ

る
｡

人
は

も

は

や

話

す
よ

う
に

書
く

必

要
は

な
い

の

で

は

な
い

か
､

話
し

言
葉

は

書
き

言

葉
か

ら

規
制
さ

れ

る

い

わ

れ

は

な

く

な
っ

た

の

で

は

な
い

か
､

と
い

う
よ

う
な

疑
問
を

発
す
る

こ

と

も

当

然

可

能
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
な

状

況
に

あ

っ

て
､

音
声
言
語

･

話
し

言

葉
の

あ

り

方
が

､

あ

ら

た

め
て

問
わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は

話

し

久

米

博

言
葉
の

言
語

学

的

分

析
で

は

な

く
､

人
に

語
る

態

度
の

問
題
で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

こ

と

ば

を

介
し

て

の

我

と

汝
の

関
係
で

あ

り
､

こ

と

ば

と

行
為

･

労
働
と

の

関
係
で

あ

る
｡

l

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

か

ら
の

接
近

明

治
期
に

｢

言

文
一

致
体
+

を

実
現
す

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

江

戸
戯
作
文

学
か

ら

近

代

文

学
へ

の

脱
皮
が

な

さ

れ

た

わ

け
で

あ

る

が
､

そ

こ

に

い

う

｢

言

文
一

致
+

と

は

必

ず
し

も

自
明
の

こ

と

で

は

な

く
､

内

実

は
一

様
で

な
い

｡

文

字
通

り

蝉

脱
し
て

､

内

容
を

一

新
し

た

の

か
｡

あ

る

い

は

衣

裳
を

と

り
か

え
た

に

す
ぎ

な
い

の

か
｡

少
な

く

と

も
､

単
に

雅
語
を

捨
て

て
､

俗

語
を
と

り

入

れ

た

に

と

ど

ま

ら

な
い

こ

と
は

た

し

か

で

あ

る
｡

一7

た

と

え

ば

文

学

史
に

ょ

れ

ば
､

山

田

美
妙
は

『

武
蔵
野
』

に

お

4 0
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い

て
､

イ

ギ

リ

ス

の

作
家
の

修

辞
を

模
し
っ

つ

｢

極
端
に

西

洋

臭

い

言

文
一

致
の

文

体
+

を

試
み

､

二

葉
亭
四

迷

は
､

｢

円

朝
の

人

情
噺
の

速
記
や

三

馬
の

小

説

な

ど

を

参
考
に

し

て
､

生

き
た

東

京

(

1
)

弁
を

そ

の

ま

ま
小

説
の

文

体

に

精
錬
+

す

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

『

浮
雲
』

を

書
い

た

の

で

あ

っ

た
｡

だ

が

そ

れ

は

文

章
を

口

語
体

に

し
､

口

語

体

文

章
を

完
成
し

ょ

う
と

す

る

動
き
で

あ
っ

て
､

文

章
を

話

し

言

葉
そ

の

ま

ま
に

置

き

換
え

る

こ

と
で

は

な
い

｡

晩
年

､

佐

藤
春
夫
は

｢

話

す
よ

う
に

書
く
こ

と
+

を

散

文
の

理

想

と

し

た

が
､

た

と

え

ば

人

体

を

そ

の

ま

ま

石

膏
の

型
に

と
っ

て

も
､

彫

塑

の

傑
作
と

は

な

ら
な
い

よ

う
に

､

話
し
こ

と
ば

が

そ

の

ま

ま

小

説

の

文

体
に

な

る

わ

け

で

は

な
い

､

文
体
は

話
し

言

葉
の

単
な

る

再

生
･

再

現
に

よ
っ

て

つ

く

り

だ

さ

せ

る

も
の

で

は

な
い

｡

と
い

う

こ

と
は

､

す
べ

て

芸

術
に

ほ

様

式
が

不

可

欠
で

あ

る
､

と
い

う
よ

ぅ
な
こ

と

を
い

い

た

い

の

で

は

な
い

｡

話

し

言

葉
と

書
き

言

葉
が

､

そ

の

ま

ま

相
互

に

置
換
可

能
で

あ

る

よ

う
な

迷
妄
を

指
摘
し

た

い

の

で

あ

る
｡

同

じ

俗
語

､

口

語
を

使
っ

て

も
､

音
声
に

よ

る

表

現

と
､

文

章
に

よ

る

表

現
と

は
､

そ

れ

ぞ

れ

別
の

法

則
に

支

配

さ

れ
､

異
な
っ

た

世

界
を

構
成

す
る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

語
の

厳

密

な

意
味
で

の

言

文
一

致
は

､

文

学

作
品
に

お

い

て

は

矛

盾
を

も

た

ら

す
こ

と

に

な

る
｡

ひ

る

が

え

っ

て
､

わ

が

国
の

現

代
文

学
に

お

け

る

小

説

美
学
の

停
滞
は

､

そ

の

一

因
を

誤
れ

る

言
文

姦
観
に

負
っ

て

い

細

る

と
は

い

え

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ

の

よ

う

な

言

と

文
の

素
朴
な

混

同
は

､

仮
名
づ

か

い

論

争
に

お

け

る
､

い

わ

ゆ
る

表
音
主

義
者
の

主

張
に

も

あ

ら

わ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

は

文

字
言

語
は

音

声
言

語
の

模
写
で

あ

る

か

ら
､

両

者
の

役

割
や

次

元
は

同
一

で

あ

り
､

し
た

が
っ

て

話
す

ま

ま
に

書
き

表
わ

さ

ね

ば

な

ら

な
い

､

と
い

う

単
純
な

誤
れ

る

主

張
で

あ

る
｡

そ

の

主

張
の

前
提
に

あ

る

の

は
､

ま

ず
音

声
言

語
が

あ

り
､

次
に

そ

れ

を

表

記
す
る

た

め
に

文
字
が

生

ま

れ

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る

が
､

そ

れ

こ

そ

ジ

ャ

ッ

ク
･

デ
リ

ダ

の

い

う

｢

起
汝
の

単
純

さ

の

神

(

2
)

話
+

に

冒
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

言

語
の

起

汝

と

文

字
の

起
海

と

は
､

単
純
な

前
後
関
係

で

は

な
い

｡

そ

こ

で

両
者
の

特

質
や

差
異
を

き
わ

だ

た

せ

る

た

め

に

は
､

言

と

文
､

音

声
言

語

と

文

字
言

語
を

対

立

す
る

も

の

と

し
て

扱
い

､

論
じ

る

こ

と

が

必

要
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は

そ

れ

を
バ

ロ

ー

ル

と
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

対

立

と

し
て

捉
え

て

み

る
｡

(

こ

の

両

語

は
一

義
的
に

和
訳

不

可

能
な
の

で
､

そ

の

ま

ま

用
い

る

こ

と
に

す
る

｡

)

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

か
｡

ユ
t

弓
e

は

第
一

に
､

文

字
に

よ

る

言

語

表
現

を

指
し

､

音

声
に

よ

る

言

語
表
現
で

あ

る
バ

ロ

ー

ル

に

対

立

す
る

｡

第
二

に

そ

れ

は
､

広
い

意
味
で

の

書
く
こ

と
､

書
く

行

為



( 4 7 ) バ ロ ーノレの 倫理 の た め に

､■血

ナ

｢

を

意
味
す
る

｡

第
三

に
､

書
き

方
､

書
く

行

為
を

実
現

す
る

仕

方
､

文

体
を

意
味
す
る

｡

第
四

に
､

書
か

れ

た

も
の

､

文

字
､

グ

ラ

フ

イ

ア

タ

な

表
現

を

指
す

｡

バ

ロ

ー

ル

p
P
→

○
-

e

も

ま
た

広
い

語

義
を

も
っ

て

い

る
｡

第
一

に
､

音
声
に

ょ

る

言

語
表
現
を

意
味
す

る
｡

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

言

語

(

3
)

学
に

よ

れ

ば
､

潜
在
的

な

言

語

体

系
で

あ

る

ラ

ン

グ

F
P

n

g

岳
を

現

実
化

す
る

､

個
々

の

言

語

行

為
が

バ

ロ

ー

ル

で

あ

る
｡

一

般
に

ヽ

ヽ

バ

ロ

ー

ル

は
､

人

間
が

話
す
こ

と
ば

､

文
に

対

立

す
る

言
､

話
す

能
力
を

意
味
す
る
｡

バ

ロ

ー

ル

は

具

体
的

な

人

間
の

話

す

行

為
と

結
び

つ

い

て

い

る

ゆ

え

に
､

抽

象
的
な

与

件
で

あ

る

言

語
､

言

語

体

系
と

異
な

り
､

哲
学

的
な

意
味
を

お

び

る

こ

と

が

で

き

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

(

こ

こ

で

は

前
二

者
と

区

別

す

る

意
味
で

､

こ

と

ば

を

そ

れ

に

相

当

す
る

語
と

し
て

用
い

る
｡

)

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

･

ギ
エ

ス

ド

ル

フ

は
､

｢

バ

ロ

ー

ル

ほ

表

現
に

お

い

て

露
わ

に

さ

れ

る

人

間

的

現

実
を

指

(

4
)

す
+

と

定

義
す
る

｡

す

な

わ

ち
バ

ロ

ー

ル

は

道

徳
的

､

形

而
上

学

的

な

範
噂
に

属
す

る
､

個
人
の

言
で

あ

る
｡

個
人

的
な

価
値
を

伝

え
､

特

殊
な

意
図

を

に

な
っ

た
､

人

間
の

こ

と

ば
､

そ

れ

が

バ

ロ

ー

ル

で

あ

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
バ

ロ

ー

ル

は

道

徳
的
な

色

あ

い

を

お

び

て

く
る

｡

西

欧
の

伝

統
に

お

い

て
､

音

声
言

語
と

し

て

の

バ

ロ

ー

ル

は
､

音
声
に

よ
っ

て

現

前
す
る

ロ

ゴ

ス

と

し

て
､

言

語

学
的

認

識
の

対

象
と

さ

れ

て

き
た

の

に

対

し
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

そ

の

バ

ロ

ー

ル

を

再

現

す
る

も

の
､

〝

バ

ロ

ー

ル

の

付

属
″

と
い

う
､

副
次

的
､

派

生

的
位
置
を

与

え

ら

れ

て

き
た

｡

ソ

シ

ュ

ー

ル

に

お

い

て

さ

え
､

(

5
)

｢

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

言

語
の

内

的
体

系
に

は

無

縁

で

あ

る
+

､

ヲ

ソ

グ

｢

言

語
体

系
と
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は
､

二

つ

の

異
な
っ

た

記

号
体

系
で

あ

り
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

唯
一

の

存
在
理

由
は

､

ラ

ン

グ

(

6
)

を

再

現

す
る

こ

と
で

あ

る
+

と

さ

れ

て

い

る
｡

だ

が

そ

の

ソ

シ

ュ

ー

ル

自
身

､

書
か

れ

た

語
と

話
さ

れ

る

語
と

は

簡
単
に

分
離

で

き

る

も
の

で

な

く
､

書
か

れ

た

語
は

話

さ

れ

る

語
の

像
で

あ

り
､

形

象
化
で

あ

っ

て
､

両

者
は

密
接
に

入
り

ま

じ

り
､

逆
に

､

書
か

れ

た

語
の

ほ

う
が

主

役
を

演

じ
る

よ

う
に

な

る

こ

と

を

認

め

な
い

わ

け

に

は

い

か

な
か

っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

従

来
の

言

語
学
が

専
ら
バ

ロ

ー

ル

を

対

象
と

し

た

学
問
で

あ

っ

た

の

に

対

し
､

デ
リ

ダ

は
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

科

学

と

し
て

の

グ

ラ
マ

ト
ロ

ジ

ー

を

提
唱

す
る

｡

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

こ

れ

ま
で

､

バ

ロ

ー

ル
.

を

記
す

副

次

的
､

道

具
的
機
能
を

も
つ

も

の
､

言
語
の

た

め

の

技
術
と

み

な

さ

れ
､

そ

こ

で
､

技
術
の

意
味

や

起
源
を

探
る

こ

と
と

､

エ

ク

リ

チ

ュ

ー

ル

の

意
味
や

起
漁
を

求

O
U

め

る

こ

と
が

混

同
さ

れ

て

き

た
｡

し
か

し

技
術
の

概
念
だ

け
に

よ

卯
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っ

て

は
､

け
っ

し
て

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

概

念
は

あ

き

ら
か

に

な

ら

な
い

｡

そ

れ

ど
こ

ろ

か
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

起

渡
を

問
う
こ

と

は
､

と

り

も
な

お

さ

ず
言

語
の

起
源
を

問
う
こ

と

な
の

で

あ

る
｡

｢

こ

の

よ

う
に
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

概
念
ほ

言

語
の

概

念
を

超

(

7
)

え
､

そ

れ

を

含
む

｡

+

デ
リ

ダ

に

と
っ

て
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

問
題
点
は

､

ア

ル

ケ

ー

〈

原
)

の

価
値
を

検
討
す
る

こ

と
､

絶
対
の

出
発
点
を

求

め

る

(

8
)

こ

と

に

よ
っ

て

で

て

く
る

も

の

で

あ

る
｡

だ

ふ

ら

問
題
は
バ

ロ

ー

ル

と
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

位
置
を

逆
転
す
る

こ

と

で

は

な
い

｡

両

者
の

区

別

を

超
え

た

原

点
へ

の

志

向
が

､

デ

リ

ダ

の

グ

ラ

マ

ト
ロ

ジ

ー

の

根
底
に

あ

る
｡

デ
リ

ダ

を

含
む

､

建

議

『

テ
ル

･

ケ

ル
』

に

拠
る

文

学

者
た

ち

は
､

単
な

る
バ

ロ

ー

ル

の

再
現

で

ほ

な
い

､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

独

自
の

価

値
と

機
能
を

重

視
し

､

主

張
す
る

こ

と
か

ら
､

か

れ

ら
の

理

論
と

実

践
を

は

じ

め

る
｡

小

説

を

書
く
こ

と

は
､

書

く
こ

と

の

探
究
の

過

程

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

書
く
こ

と

の

原

点
､

つ

ま
り

文

の

本

質
的
な

虚
構
性

､

非
個

人

性
か

ら

出
発
す
る

こ

と
で

あ

る
｡

こ

う

し
た

『

テ
ル

･

ケ

ル
』

同

人
た

ち

の

尖
鋭
な

問
題
提

起
に

促
さ

れ

て
､

本

論
で

は

あ

ら
た

め

て
バ

ロ

ー

ル

を
､

言
を

問
題
に

し
た

い
｡

そ

れ

は

単
に

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

と

区

別

さ

れ
､

対

比

さ

れ

る

も
の

と

し

て

の

パ

｡

-

ル

で

は

な

く
､

人

間
的
現

実
せ

管
玉

㈹

ヽ

ヽ

ヽ

し
､

表

出
す
る

こ

と

ば

と

し
て

の

バ

ロ

ー

ル

で

あ

る
｡

ロ

ラ

ン

･

バ

ル

ト

風
に

い

え

ば
､

バ

ロ

ー

ル

の

原

点
を

探
究

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

抽

象
的
で

非
個
人

的
な
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

と

異
な

り
､

バ

ロ

ー

ル

は

す

ぐ
れ

て

個
人

的
で

あ

り
､

具
体

的

で

ぁ

る
｡

個
人

の

行

為
と

し
て

の

バ

ロ

ー

ル

は
､

必

然
的
に

倫
理

的

性
格
を

お

び

る
｡

マ

ス

･

メ

デ
ィ

ア

に

よ

っ

て

こ

と

ば
が

氾

濫

す
る

現
代
に

あ
っ

て

こ

そ
､

バ

ロ

ー

ル

の

人

蒋
性

､

倫
理

性
は

求
め

ら

れ
､

回

復
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

2

バ

ロ

ー

ル

の

原

点

こ

こ

で
､

ル

イ

:
フ

グ
ェ

ル

の

考
察
に

し

た

が

っ

て
､

バ

ロ

ー

ル

の

根
源
に

遡
っ

て

み

た

い
｡

ラ

ヴ
ェ

ル

は
一

九
四

七

年
に

発
表

(

9
)

し
た

『

バ

ロ

ー

ル

と
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル
』

と

屈
す
る

著
書
に

お

い

て
､

バ

ロ

ー

ル

と
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

本

質
に

関
す

る

思

索
を

結

晶
さ

せ

て

い

る
｡

も

と

よ

り
､

デ
リ

ダ

ら
の

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

関
す
る
一

連
の

著
作
が

出
て

い

る

今
日

の

限
か

ら

す

れ

ば
､

四

半

世

紀
前
の

ラ

ヴ
ェ

ル

の

分

析
は

鎖
さ

に

欠

け
る

憾
み

を

禁
じ

え

な

い
｡

そ

の

か

わ

り
､

古
典
的
と
も
い

え

る

よ

う

な
､

オ

ー

ソ

ド

ッ

.

ク

ス

な

観
点
か

ら
の

思

索
が

そ

こ

に

展
開

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡



( 4 9 ) バ ロ
ー

ル の 倫理 の た め に

i

く

ラ

ヴ
ェ

ル

の

哲
学
は

存
在
の

哲
学
で

あ

る
｡

主

著
『

永
遠
の

現

在
の

弁
証

法
』

を

中
心
に

､

時
間
と

永
遠

､

人

間
存
在
と

存
在
者

の

主

題
が

一

貫
し
て

追
求
さ

れ

て

い

る
｡

人

間
は

自
己

の

存
在
の

深
み

に

お

い

て
､

存
在
者
の

本

性
を

発

見

す
る

の

で

あ

る
｡

ロ

ゴ

ス

と
こ

と

ば

は

じ

め

に

ラ

ヴ
ェ

ル

は
､

こ

と

ば

(

バ

ロ

ー

ル
)

へ

の

項
辞
と

畏

敬
を
い

い

あ

ら
わ

す
｡

｢

こ

と

ば

は

人

間
の

あ

ら

ゆ
る

行

為
の

う
ち

で
､

も
っ

と

も

完

全
で

､

も
っ

と

も

純
粋
で

あ

る
｡

そ

れ

は

い

つ

で

も

可

能
な

､

い

(

1 0
)

つ

で

も

蘇
え

る

奇

蹟
で

あ

る
｡

+

こ

と
ば

は

見
え

ず
､

触
れ

え

ず
､

か

ら

だ

を

も

た

ぬ

非

物

質
の

よ

う
で

あ

る

が
､

わ

れ

わ

れ

の

身
体

的
行

動
に

よ
っ

て

の

み

存

在

す

る
｡

こ

と

ば

は

原
始
人
の

信
仰
の

対

象
で

あ
っ

た
｡

人
の

身

体

か

ら

発
せ

ら
れ

な

が

ら
､

そ

れ

は

霊

力
を

も

つ

と

考
え

ら
れ

た
｡

こ

と
ば

は

息
で

あ

る

が
､

語

源
の

示

す
よ

う
に

､

息

琶
戸

田
e

は

霊

e

眉
】

き

で

あ

る
｡

原
初
の

思

考
に

お

い

て
､

息
･

霊
･

こ

と

ば

は

ひ

と
つ

の

不

可

分
の

も
の

で

あ

つ

た
｡

｢

息
､

そ

れ

は

胸
に

生

気

を

与
え

､

肺
か

ら

吸
い

あ

げ
る

い

の

ち

そ

の

も
の

で

あ

る
｡

…

‥

こ

と

ば

は

空

気
に

形
を

与

え
､

そ

れ

を

霊

化
す

る
｡

こ

と
ば

は

わ

れ

わ

れ

の

い

の

ち
の

､

生

あ

た

た

か

い

息
で

も
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

の

思

考
の

精

妙

な

か

ら

だ

を

つ

く

(

n
)

る
｡

+息
と
こ

と

ば

と

ほ
､

い

の

ち
の

二

つ

の

徹
し
で

あ

る
｡

息
を

失

う
も

の

は
､

こ

と

ば

を

失

う
｡

｢

こ

の

息
と

い

う
語
ほ

ど
に

す
ば

ら

し
い

も

の

は

な
い

｡

そ

れ

(

1 2
)

は

霊
そ

の

も

の
､

つ

ま

り

神
の

息
を

意

味
す
る

｡

+

息
‖

霊

と

こ

と

ば
の

関
係
は

､

聖
霊

と

神
の

言

(

ロ

ゴ

ス

)

の

関
係
の

類
比

で

あ

る
｡

ラ

ヴ
ェ

ル

は

正

統

的
な
キ

リ

ス

ト

教
神

学

に

の

っ

と
っ

て
､

ロ

ゴ

ス

と
こ

と

ば

を

解

釈

す
る
｡

い

う

ま
で

も

な

く

そ

れ

は

ヨ

ハ

ネ

福
音
書
冒

頭
に

示

さ

れ

る

神
学
で

あ

る
｡

こ

と

ば

こ

と

は

こ

と

ば

｢

初
め
に

言
が

あ
っ

た
｡

言
は

神
と

と

も

に

あ
っ

た
｡

言
ほ

神

こ

と

は

で

あ
っ

た
｡

こ

の

言
は

初
め
に

神
と

と

も

に

あ
っ

た
｡

す
べ

て

の

も
の

は
､

こ

れ

に

よ
っ

て

で

き
た

｡

で

き

た

も

の

の

う

ち
､

一

つ

と

し
て

こ

れ

に

よ

ら

な
い

も
の

は

な
か

っ

た
｡

+

(

ヨ

ハ

ネ

に

よ

る

福
音
書

一

･

一

-
三
)

こ

と

ば

言
は

神
を

啓

示

す
る

｡

そ

れ

ま
で

神
ほ

隠
さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

と

同

じ

く
､

思

想
は

隠
れ

た

存
在
で

あ

っ

た

が
､

こ

と

ば
に

よ

っ

て

あ

か

る

み

に

だ

さ

れ

る
｡

神
は

天

と

地

の

創

造

者
で

あ

る
｡

こ

と

ば

こ

と

ば

一

⊥

｢

す
べ

て

の

も
の

が

言
に

よ
っ

て

で

き
た
+

と

い

う
の

は
､

言
が

如
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こ

と

ば

神
で

あ

る

と

し
て

､

そ

の

永
遠
性
を

い

っ

た

の

ち
に

､

言
の

神

性

ヽ

ヽ

を

わ

ざ
に

よ
っ

て

証

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

ラ

ヴ
ェ

ル

ほ

そ

れ

を

こ

う
解

す

る
｡

｢

神
は

天

と
地

の

創
造

者
で

あ

り
､

そ

の

霊

的
な

創
造
の

中
で

､

鏡
を

み

る

よ

う
に

､

み

ず
か

ら

を

熟
視
し

て

い

る
｡

そ

こ

で

そ

の

こ

と

ば

(

1 3
)

創
造
を

翻
訳

す
る

言
が

必

要
と

な

る
｡

+

創
世

紀
が

記

す

よ

う
に

､

世

界
を

存
在
へ

呼
び

か

け
た

の

は

神

こ

と

ば

の

こ

と

ば

で

あ

り
､

言
は

そ

れ

自
身

､

創
造

者
で

あ

る
｡

こ

と

ば

｢

世

界
の

創
造

と

同

時
に

､

神
の

言
は

外

面

的
な

作
用

と

な
っ

(

1 4
)

て

あ

ら

わ

れ

た
｡

+

と

カ

ル

ダ
ァ

ン

は

解

釈

す
る

｡

神
の

こ

と

ば

と

し
て

の

ロ

ゴ

ス

は
､

ラ

テ

ン

語
で

く
e

→

♂
日

日
､

フ

ラ

ン

ス

語

で

ふ

つ

う
ー

e

く
e

→

訂

と

訳
さ

れ

る

が
､

カ

ル

ダ
ァ

ン

は

そ

れ

を

ー

P

勺
P

3
-

e

と

訳

し
て

い

る

の

は

示

唆
的
で

あ

る
｡

そ

れ

に

よ

っ

て
､

神
の

こ

と

ば
の

､

人

間
の

こ

と

ば

へ

の

働
き
か

け
､

両

者
の

具
体

的
な

関

係
を

明
示

し
ょ

ぅ
と

し

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

働
き

か

け

は
､

ラ

ヴ
ェ

ル

に

ょ

れ

ば
､

聖
霊
の

カ
に

よ

る
｡

こ

と

ば

｢

言

は

す
べ

て

の

人

間
に

み

ず
か

ら

を

伝
達
す
る

力
と

し
て

､

聖
霊

そ

れ

白
身
で

あ

る
｡

神
学

者
に

よ

れ

ば
､

神
は

材

叫
ね
れ
叫

ぅ

ち
に

二

重
に

働
く

｡

す

な
.

萄

卦
｡

+

こ

と

ば

言
と
こ

と

ば
の

関

係
は

､

ラ

ヴ
ェ

ル

に

よ

れ

ば

き
わ

め

て

明

陵

で

あ

る
｡

こ

と

は

(

1 6
)

｢

人

間
の

こ

と
ば

は
､

神
の

言
を

模
倣
し
て

い

る
｡

+

こ

と

ば

ヨ

ハ

ネ

福
音

書
は

言
の

受
肉

を

述
べ

る
｡

ラ

ヴ
ェ

ル

に

よ

れ

ば
､

こ

と

ば

言
が

肉
と

な
っ

た

の

は
､

神
の

こ

と

ば

を

わ

れ

わ

れ

に

伝
え

る

こ

と
が

で

き

る

た

め

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

い

か

な
る

こ

と

ば

も

啓

示
に

似
た

も

の

と

な

り
､

そ

こ

に

お

い

て

禅

的
な

も
の

と

人

間
的

な
も

の

が

交

錯
す
る

｡

｢

か

く
て

こ

と

ば

は
､

人

間
的

な

も

の

と

神

的
な

も

の

と

が

交

叉

す

る

点
で

あ

る
｡

こ

と

ば
の

役
割
は

ま
さ

に

各
瞬
間
に

こ

の

交

(

1 7
)

叉
が

成

就
し
て

い

る

こ

と

を

証

言

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

+

こ

と

は

結
局

､

人

間
の

こ

と

ば
は

神
の

言
の

永
遠
性
に

銀
波
を

も

ち
､

そ

こ

か

ら

発
し

て

く
る

の

で

あ

る
｡

次
の

こ

と
ば

に
､

ラ

ヴ
ェ

ル

の

バ

ロ

ー

ル

論
が

要
約
さ

れ

て

い

る

と

み

る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

こ

と

は

｢

神
は

わ

れ

わ

れ

に

語
る

｡

そ

れ

を

わ

れ

わ

れ

は

言

と

呼
ぶ

｡

こ

と

は

ヽ

ヽ

ま
た

人

間
が

神
の

言

を

書
き

写

す
と

き
､

そ

れ

は

聖

書
出
訂

星
口

3

幹
i

n
t

e

と

な
る

｡

し
か

し
こ

と

ば

も
､

書
い

た

も

の

も
､

神

聖

■

さ

を

汚
し

､

そ

れ

ぞ

れ

が

己

れ

の

神
的

な

起

漁

を

忘
れ

る

と

き
､

(

1 8
)

常
に

腐
敗
す
る

｡

+

4 ヱ2



( 5 1 ) バ ロ ー ル の 倫理 の た 捌 こ

､-

宗
教
学
的
に

い

う
な

ら
､

ど

ん

な

原
始
宗
教
に

お

い

て

も
､

言

語
は

存
在
論
的
に

考
え

ら
れ

､

大

宗
教
は

い

ず
れ

も
､

神
的
な
こ

と

ば

の

教

義
を

､

現

実
の

制

度
の

中
に

置
い

て

い

る
｡

た

と

え

ば

デ
ミ

サ
ル

ゴ

ス

古

代
エ

ジ

プ

ト

で

は
､

造
化

神
が

事

物
･

存
在
の

名
を

発
し
て

､

こ

と

だ

ま

世

界
を

創
造

し

た

と

い

う
｡

い

わ

ゆ
る

言
霊

信
仰
は

一

般
に

み

ら

れ

る

現

象
で

あ

る
｡

し

か

し

キ

リ

ス

ト

教
の

教
義

､

な
か

ん

ず
く

ヨ

ハ

ネ

神

学
の

独

自

性
は

､

単
な
る

こ

と

ば

の

存
在
論
で

な

く

し

こ

と

ば

こ

と

-王

て
､

言

を

神
の

本

質
と

し

た

と
こ

ろ
に

あ

る
｡

言
か

ら

発
し
た

人

間
の

こ

と
ば

は
､

逆
に

そ

れ

を

通

し
て

､

禅

的
な

も

の

に

近
づ

き
､

世

界
の

創
造
に

触
れ

る

こ

と
が

で

き

る

わ

け

で

あ

る
｡

こ

と
ば

を

人

間
的
な

も

の

と

神
的

な

も
の
し
+

の

接
点

と

し

て

捉

え

る

と

こ

ろ

に
､

ラ

ヴ
ェ

ル

の

言

語

観
の
■
核
心

が

あ

る
｡

こ

と

ば

と

声

こ

と

ば

は

声
で

あ

る
｡

こ

と

ば

を

運
ぶ

声
な

し
に

､

こ

と

ば

は

無
に

び

と

し
い

｡

声
は

分

節
化

し

た

音
で

あ

る

が
､

単
な

る

音

声

で

は

な

く
､

｢

純

粋

音
+

で

あ

る
､

と
ラ

ヴ
ェ

ル

は

い

う
｡

｢

昔

は

沈
黙
の

破
れ

で

あ

る
｡

そ

れ

は

無
か

ら
生

ま

れ

る
｡

そ

れ

ほ

は

じ

め
の

ほ

じ

め

で

あ

り
､

出
来
事
の

告
知
で

あ

る
｡

光
あ

れ
､

と

創
造

者
は

い

わ

れ
､

そ

し
て

光
は

空

間
を

み

た

し
､

存
在

す
る

も
の

す
べ

て

を

わ

れ

わ

れ

に

示
し

た
｡

し
か

し

創
造
の

業
を

成

就
す
る

の

は

こ

と

ば
で

あ

る
｡

な
ぜ

な

ら
こ

と

ば

自
体
は

空

間

に

属
さ

ず
､

生

き

た

知
恵
と

し

て

永
遠
か

ら

時

間
の

中
に

お

り

て

き
て

､

分
裂
し

た

り

統
合

し
た

り

し
て

い

る

他
の

知
恵
に

存

在
す

る

よ

う

呼
び

か

け
､

そ

れ

に

よ

っ

て

空

間
を

意
味
で

み

た

そ

う
と

(

1 9
)

し
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

+

育
と

し

て

の

こ

と

ば

は
､

時
間
の

中
に

の

み

生
き

､

瞬
間
に

生

じ
､

瞬
間
に

消
え
る

｡

そ

の

点

で
､

空

間
の

中
に

持
続
す
る

文

字

と

対

比

さ

れ

る
｡

音
と

し

て

の

こ

と

ば

は
､

純
粋
に

思
想
を

伝
え

て

消

え

る

点
で

あ

り
､

人

間
の

行

為
の

う

ち
で

も
っ

と

も

非

物

質

的
､

霊
的
で

あ

り
､

も
っ

と

も

完
璧

な

形
に

お

い

て

純
粋
な

意
味

の

伝
達
を

な

す
よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

は

同
時
に

肉
で

あ

り

思

想
で

あ

る
｡

思

想
は

こ

と

ば
の

中
に

現

前
す
る

｡

こ

と

ば

は

そ

れ

を

受
容
す
る

聴
覚
な

し
七

は

無
で

あ
る

｡

自
己

と

他

者
の

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

イ

シ

ョ

ン

を

果
す
こ

と
ば

は
､

し
た

が
っ

て

聞
か

れ

る

こ

と
が

不

可

欠
で

あ

る
｡

受
け

と

ら

れ
る

こ

と

を

要

求
す
る

贈
物

で

あ

る
｡

語
る

こ

と

ば
の

聞
き

手
は

､

ま

ず
第

一

に

自
分

自
身
で

あ

る
｡

｢

語
る

者
は

自
分

自
身
で

も

自
分
の

声
を

聞
い

て

い

る
｡

自
分

4 1 3
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の

発
す
る

音
を

聞
い

て
､

そ

れ

が

自
分
の

い

わ

ん

と

し
た

こ

と

で

あ

る

か

ど

う
か

を

た

し
か

め
､

修
正

し
､

そ

の

正

当

さ
､

意
味
を

(

2 0
)

知
覚
で

き
る

よ

う
に

し

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

+

ま

ず
声
を

内
心

で

再
生

し
て

自
分
と
コ

､

､

､

ニ
ー

ケ

イ

ト

し
つ

つ
､

他

者
と
コ

べ
､

ユ

ニ

ケ

イ

ト

し
よ

う
と

す
る

｡

｢

こ

と

ば

は

常
に

誰
か

に

む
か

っ

て

語
ら

れ

る
｡

こ

と

ば

は

我

の

中
に

あ

る

も
.
の

を

汝
に

む
か

っ

て

運
び

､

そ

れ

が

我
と

汝
の

問

の

共

通
の

も
の

と

な
る

｡

語
る

こ

と
､

そ

れ

は

教
え
る

こ

と

で

あ

(

2 1
)

る
｡

+そ

れ

ゆ

え
､

こ

と
ば

は

必

然
的
に

対

話
と

な
る

｡

こ

と

ば

と

対

話

こ

と

ば

は

事
物
に

で

な

く
､

他

者
に

到
達
す
る

｡

た

と

え

独

白

や

内

語
で

も
､

お

の

ず
か

ら

対

話
の

形
を

と
る

｡

低
次
の

対

話
は

､

単
な

る

情
報
交
換
に

終
る

｡

し

か

し

高
次
の

思
想
の

交
換
は

､

弁

証

法
と

な
る

｡

事
物
や

観
念
の

再

現
や

喚
起
か

ら
､

互
い

の

意
図

の

発
見

と

な
っ

て

い

く
､

原

始
人
は

人
と

あ

ま

り

喋
ら

ず
､

む
し

ろ

自
然
と

よ

り

多
く
交

渉
す
る

｡

対

話
ほ

文
明

の

産
物
で

あ

り
､

余
暇

を

前

提
と

す

る
｡

対

話
に

お

い

て
､

こ

と

ば

は

｢

理

解
し

､

理

解
さ

せ

る
+

と
い

う
二

重
の

機
能
と

努
力
を

必

要
と

す
る

｡

対

話
は

観
念
を

生

き

生

き

と

さ

せ

る
｡

自
己

と

の

対

話
は

自
我

幽

の

生

活
を

構
成

す
る

｡

他

者
と
の

対

話
は

そ

の

延

長
で

あ

り

発
展

で

あ

る
｡

だ

が

そ

の

逆
の

作
用

も

可

能
で

あ

る
｡

｢

私
ほ

自
分
が

語

る

の

を

開
か

ず
に

は

話
す
こ

と

は

で

き

な
い

｡

ま
た

､

私
が

語
り

か

け
る

の

を

聞
い

て

い

る

他
者
は

､

私
に

語
り

､

私

は

か

れ

ら
の

返
事
を

聞

く
｡

そ

こ

で
､

私
は

こ

と
ば

に

よ

っ

て
､

他

者
と
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

イ

ト

す
る

以

前
に

､

す
で

に

私
自
身
と
コ

､
､

､

(

2 2
)

ユ

ニ

ケ

イ

ト

し

て

い

る
｡

+

自
己
あ

る

い

は

他
者
と
の

対

話
の

原
型
は

､

神
と

の

対

話
で

あ

る
｡

｢

し
か

し

私
が

自
分

白
身
や

､

相
手
に

む
か

っ

て

語
る

の

は
､

よ

り

よ

く

神
に

む
か

っ

て

語
る

た

め
､

換
言
す

れ
ば

､

わ

れ

わ

れ

が

お

互
い

に

証

人
と

な
っ

て

い

る

真
理
に

い

っ

そ

う
近

づ

か

ん

が

た

め

で

あ

る
｡

だ

か

ら

神
と

の

み

対

話
は

あ

り
､

自
分
や

他

者
と

(

器
)

の

対

話
は

な
い

｡

+

こ

と

ば

神
と
の

対

話
､

そ

れ

ほ

神
の

言
に

き

く
こ

と
､

耳
を

傾
け
る

こ

と

か

8
已
e

→

で

あ

る
｡

耳
を

傾
け
る

こ

と
､

そ

れ
は

従

う
こ

と
､

○

♂
か

打

つ

ま

り

聴
従

す

る

こ

と
で

あ

る
｡

そ

れ

は

｢

よ

ろ
こ

ば

し

き
お

と

ず
れ
+

を

待
ち

望
む

姿
勢
で

あ

る
｡

他

者
と
の

対

話
も

そ

れ

に

な

ら

う
｡
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ル の 倫 理 の た姥= こ

､-

ナ

｢

私
が

あ

な

た

に

聴
く
と

き
+

私
の

存
在
全

体
は

あ

な

た

に

む

く
｡

私
ほ

魂
の

中
で

あ

な

た

に

聴
く
こ

と

に

同

意
す

る
｡

私
は

あ

な

た

が

い

う
の

を

聴
く
以

上
の

こ

と

を

望
ま

な
い

｡

つ

ま

り

そ

れ

(

別
)

は

あ

な
た

と

和
解

関
係
に

入
る

こ

と

で

あ

る
｡

+

逆
に

語
る

こ

と
､

そ

れ

は

約
束

す
る

こ

と
､

誓
う
こ

と
､

言

質

を

与
え

る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

ど

ん

な
こ

と

ば

も

誓
い

の

性
格
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

ゆ

え

に
､

い

み

じ

く

も
､

約
束
す
る

こ

と

を
､

こ

と

ば

を
与

え

る

計
･

(

2 5
)

日
日
e

l

m

p

世
P

→
○
-

e

と
い

う
｡

+

か

く

て

こ

と
ば

は

自
己

と

他

者
の

間
に

倫
理

的

関
係

を

構
成

す

る
｡

こ

と
ば

と

書
い

た

も

の

ラ

ヴ
ェ

ル

は

こ

と

ば

(

バ

ロ

ー

ル
)

の

特

質
を

､

書
い

た

も
の

(

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル
)

と
の

対

比

に

お

い

て

示

す
｡

そ

こ

に

は

両

者
の

本

質
的
な

差

異
に

つ

い

て

の

洞
察
が

あ

る
｡

バ

ロ

ー

ル

ほ

瞬
間
で

あ

り
､

エ

ク

リ

チ

ュ

ー

ル

は

そ

の

瞬
間
を

固
定
し

､

持
続
を

め
ざ

す
｡

瞬

間
を

固
定

し
､

そ

れ

を
い

く
つ

か

の

瞬
間
に

つ

な

ぐ
｡

バ

ロ

ー

ル

は

聴
覚
に

訴
え

､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

視
覚
に

訴

え
る

｡

バ

ロ

ー

ル

が

直
観
的
啓
示

で

あ

る

の

に

対

し
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

反
省
で

あ

る
｡

バ

ロ

ー

ル

は

直

接
的
に

か

ら
だ

に

働
き
か

け
る

が
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

間
接
的
に

魂
に

働
き

か

け
､

思

索
を

促
す

｡

バ

ロ

ー

ル

は

世

界
に

､

思

想
そ

れ

自

体

し
か

痕
跡
を

残
さ

な
い

｡

｢

バ

ロ

ー

ル

に

お

い

て
､

創
造

的

行

為
は

い

っ

そ

う
の

純
粋
さ

を

も
つ

｡

そ

の

行
為
は

そ

れ

白
身
し
か

創
造

し

な
い

｡

.
そ

れ

に

対

し
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

ほ

物
の

協
力
な

し

に

は

す

ま

さ

れ

ず
､

物

質
に

し

る

し
づ

け
ね

ば

な

ら

ず
､

そ

れ

は

思

想
が

引
あ

げ
て

も

残

(

2 6
)

存
す
る

｡

+

と

は

い

え
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

を
､

バ

ロ

ー

ル

を

固
定

し
て

無

限
に

く

り
か

え

す
レ

コ

ー

ド

の

よ

う
に

み

な

す
の

は

正

し

く

な
い

｡

｢

そ

れ

ど
こ

ろ

か
､

バ

ロ

ー

ル

を

物
質
化

す
る

よ

う
に

み

え

る

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は
､

バ

ロ

ー

ル

を

無
言
に

し
､

秘
密
に

す
る

｡

し
た

が

っ

て
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

が

保
持
し

て

い

る

の

は

バ

ロ

ー

ル

で

な

く

思
想

で

あ

り
､

そ

れ

を
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

い

つ

も

わ

れ

わ

れ

に

蘇
生

さ

せ
､

体

験
さ

せ
､

延

長
さ

せ
､

無
限
に

拡
大
さ

せ

(

2 7
)

る
｡

+
バ

ロ

ー

ル

が

本

質
的
に

対

話
で

あ

る

の

に

対

し
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

ま

ず
自
己

と

の

対

話
､

モ

ノ

ロ

ー

グ

で

あ

る
｡

そ

れ

は

書

く

者
が

自
己

ゐ

考
え

を
つ

か

む
､

ひ

そ

か

な

孤

独
の

技
術
で

あ

り
､

蛸
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そ

れ

を

他

者
に

示

す

要
は

必

ず
し
も

な
い

｡

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

読
者
を

予

想

す
る

と

し
て

も
､

読
者
と

の

対

話
を

め

ざ

す

前
に

､

自
己
と

の

か

か

わ

り

を

も
つ

｡

｢

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

わ

れ

わ

れ

の

内

心

奥
深
く
に

､

た

え

ず

わ

れ

わ

れ

に

啓

示

を

も

た

ら
し

て

く

れ

る

み

し

ら
ぬ

友
を

発
見
さ

せ

る
｡

そ

の

啓

示
は

親

し
い

も

の

で

あ

り
､

同

時
に

奇

蹟
的

で

あ

(

盟
)

る
｡

+
バ

ロ

ー

ル

ほ

他

者
に

む

け

ら

れ
､

他

者
を

説

得
し

ょ

う
と

す
る

が
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

ま

ず
自

分
に

眼
を

む
け

さ

せ
､

自
己
を

確
認

さ

せ
､

そ

れ

か

ら
他

者
を

自

分
に

模
倣
さ

せ

よ

う

と

す
る

｡

そ

こ

に

お

い

て

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は
､

不

在
の

聞

き

手

と

の
､

未

知
の

可

能
な

読
者
と

の
､

理

想

的
な

対

話
と

な
る

｡

●

だ

が

こ

こ

に

こ

そ
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

可

能
性
と

と
も

に

危

険
も

び

そ

ん

で

い

る
｡

そ

れ

は

果
し

な
い

モ

ノ

ロ

ー

グ

に

も
､

不

在
の

聞
き

手
と

の

悪

意
的
な

対

話
に

も

な

り

う
る

｡

バ

ロ

ー

ル

は

語
り

手
と

聞

き

手

と

の

問
に

現

実

的
な

関

係
が

で

き
て

い

る

こ

と

が

前
提
で

あ

り
､

そ

れ

は

何
よ

り

も

個
人

的

な
､

人

蒋
的
な

行

為

で

あ

る
｡

そ

れ

に

対

し
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

非
個
人

的
な

､

普
遍

的
な

行
為
と

な
る

こ

と

が

で

き
､

物

質
的

な

手

段

を

介

し

て
､

｢

暴
力
+

と

な
る

こ

と

も

で

き

る
｡

バ

ロ

ー

ル

も

ま

た
､

物

質
的

な

媒
体
に

よ

っ

て
､

暴
力

化

し
､

非
個

人

化
す

る

倶
れ

を

は

ら
ん

棚

で

い

る
｡

そ

れ

を

阻

止

で

き
る

の

は
､

常
に
バ

ロ

ー

ル

の

原
点
に

立

ち

も
ど

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

で

あ

る
｡

死
せ

る

文

字
を

生

か

す
の

は
､

霊

で

あ

り
､

こ

と
ば

を

蘇
え

ら

せ

る

の

も

息
=

霊
と

し

て

の

こ

と

ば

で

あ

る
｡

3

こ

と

ば

と

労
働

言

行
が

一

致

す
る

､

し

な
い

と
い

う

と

き
､

主
と

し

て

人

格
的

な

次

元

で
､

言

と

行
と

が

対

立

的
に

と

ら

え

ら
れ

て

い

る
｡

一

般

に
､

為
す
こ

と
と

言

う
こ

と
､

労
働
と

こ

と

ば

と

は
､

ど
の

よ

う

に

関

係

し
あ

う
だ

ろ

う
か

｡

労
働
そ

の

も

の

に

つ

い

て

の

論
議
は

多
い

が
､

そ

れ

を

こ

と

ば

と
の

関
連
で

論
じ

た

も
の

は

少
な
い

｡

だ

が
､

こ

と

ば
の

有
効
性

､

倫
理

性
ほ

､

何
よ

り

も
､

為
す
こ

と
､

労
働
と

の

関

係
に

お

い

て

探
求
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

(

2 9
)

ポ

ー

ル

･

リ

ク

ー

ル

は
､

『

労
働
と
こ

と

ば
』

と

題

す

る

論

故

に

お

い

て
､

両

者
の

弁
証

法

的

連
関
を

正

面
か

ら

扱
っ

て

い

る
｡

現

代
の

産
業
社

会
は

､

資
本
主

義
国

家

と

社

会
主

義
国
家

と

を

問

わ

ず
､

労
働
文

明
と

い

う
べ

き

も
の

を
つ

く
り

だ

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

い

わ

ゆ
る

疎
外
や

､

技
術

革

新
の

も

た

ら

す

変
化
は

､

現

在
･

未
来
の

産

業
社

会
に

数
か

ず
の

障

害
や

不

安

を

生
み

だ

し

て
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､

▲

い

る
｡

労
働
生

産
は

人

間
生

活
に

物
質
的
豊

か

さ

と

同

時
に

病
弊

を

も

も
た

ら
し

て

い

る
｡

そ

れ

に

対

し

て

こ

と

ば

は

ど
の

よ

う
に

作
用

し
､

ど

の

よ

う

な

役
割
を

果
す
べ

き

か
｡

人

間
の

文

明
は

結

局
､

労
働
の

文

明

で

あ
る

と

と

も

に
､

こ

と

ば
の

文

明
で

な

く
て

は

な

ら
な
い

の

で

は

な
い

か
､

と
い

う
の

が

リ

ク

ー

ル

の

問
題
提

起
で

あ

り
､

結
論
で

あ

る
｡

以

下
､

リ

ク

ー

ル

に

そ

っ

て
､

労
働
と
こ

と

ば

(

バ

ロ

ー

ル
)

の

弁

証

法
を

歴
史
的

､

根
本

的
に

掘

り
さ

げ
て

み

よ

う
｡

古

来
､

労
働
に

対

し

て

は

数
多
く
の

讃

歌
が

寄
せ

ら
れ

て

い

る
｡

し
か

し
､

人

間
を

働
く

者
と

し

て

発
見
す
る

の

は
､

近

代

思
想
に

お

け
る

出
来
事
で

あ
っ

た
｡

労
働
の

哲
学
は

､

人

間
存
在
は

そ

の

プ

ラ

ク

ツ

ス

活

動
に

等
し

く
､

人

間
と
は

労
働
で

あ

る

と

定

義
し

､

実
践
で

な

い

も

の

は

人

間
的
で

な
い

､

と

考
え

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

労

働
の

神
学

も
､

神
の

創
造
の

次
に

人

間
の

労
働
を

位

置
づ

け
て

い

る
｡

し
か

し

無
条
件
に

労
働
を

讃
美
す
る

こ

と

に
､

リ

ク

ー

ル

は

あ

る

危
倶
を

抱
く

｡

な

ぜ

な

ら
､

そ
こ

で

人

間
は

労
働
で

あ

る

と
い

ぅ

と

き
､

い

ま

だ

に

手
に

よ

る

労
働
が

思
い

う
か

ぺ

ら
れ

て

お

り
､

｢

人
は

作
り
つ

つ

み

ず
か

ら
を

作
る
+

と
い

う

蒋
言
が

唱

え

ら

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

も

と
よ

り
､

道
具
や

機
械

を

ぬ

き
に

し

て
､

現

代
の

労
働
は

考
え

ら
れ

な
い

｡

現

代
に

お

け
る

労

働
は

単

純
な

讃
美
を

拒

香
す

る

ま

で

に

変
質
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

さ

ら

に
､

人

間

存
在
を

そ

の

労
働
に

重
ね

て

し

ま

う
と

き
､

プ

ラ

ク

シ

ス

の

対

極
に

あ

る

テ

オ

リ

ア
､

純

粋

観

想
-

P

O

O

n
t

e

苧

旦

巳
小

○

ロ

勺

弓
e

を
､

本

来
の

人

間
性
か

ら

追
放
し

て

し

ま

う

こ

と

に

な
る

｡

し
か

し

も
っ

と

実
り

あ

る

こ

と
ほ

､

人

間
の

有

限

性
､

人

間
の

生

活
の

中
で

､

意
味
の

あ

る

対

比

を
み

い

だ

す
こ

と
で

あ

る
｡

ふ

つ

う
対

立

的
に

と

ら

え

ら

れ

が

ち
な
こ

と

ば

と

労
働
と

は
､

実
は

互
い

に

湊

透
し

あ

い
､

働
き
か

け
あ

っ

て

い

る
｡

｢

労
働
の

偉
大
さ

は
､

他
の

生

活

様

式
と

論
争
し

､

そ

れ

を

制

限
し

､

そ

れ

に

制

限

さ

れ

る

こ

と
に

あ

る
｡

こ

と

ば
は

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

は
､

そ

の

も

う
一

つ

の

生

活

様
式
で

あ

り
､

そ

れ

は

労

働
の

栄
光

を

正

当

化

す
る

と

と

も

に
､

そ

れ

に

反
対

す
る

の

で

あ

(

3 0
)

る
｡

+し
か

し

働
く
こ

と

か

ら

区

別

さ

れ

て

も
､

こ

と

ば
は

純
粋
観

想

の

よ

う
に

何
も
つ

く

り

だ

さ

な
い

の

で

は

な
い

｡

｢

な
ぜ

な

ら
､

こ

と

ば

も

ま
た

人

間

的
で

あ

る
｡

こ

と
ば

も

有

限

性
の

一

様
態
で

あ

る
｡

そ

れ

は

純
粋
観
想
の

よ

う
に

人

間
の

条

▲7

件
を

超
越
し

て

は

い

な
い

｡

そ

れ

は

神
の

こ

と
ば

､

創
造

す

る

こ

む
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と
ば

で

ほ

な
い

が
､

人

間
の

こ

と

ば
で

あ

り
､

人

間
の

た

た

か

う

生

活
の

一

面

で

あ

る
｡

こ

と

ば

は

作
用

し
､

世

界
に

何
も
の

か

を

っ

く

り

だ

す
｡

と
い

う
よ

り
､

語
る

人

間
は

何
か

を
つ

く

り
､

み

ず
か

ら

を
つ

く
り

あ

げ

る

が
､

そ

れ

は

労
働
に

よ
っ

て

つ

く
る

の

と

ほ

別
の

仕
方
に

よ
っ

て

で

あ

る
､

と
い

っ

た

は

う
が

よ

い

だ

ろ

(

3 1
)

う
｡

+か

く

て

こ

と

ば

は

人

間
の

プ

ラ

ク

シ

ス

の

観
点
か

ら

捉
え

る

こ

と

が

で

き
､

そ

し

て

次
の

よ

う

な

作
用
を

も
つ

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

命
令
の

こ

と

ば

動
作
の

次

元
か

ら
生

ま

れ

る

こ

と
ば

が

命
令
の

こ

と

ば
ー

P

p

甲

言
-

e

-

日

忠
言
t
-

諾

で

あ

る
｡

命
令
の

叫
び

は

人
に

動
作
を

さ

せ

る
｡

動
作
を

す
る

の

で

な

く
､

さ

せ

る

と

き
､

叫
び

は

こ

と

ば
に

な

る
｡

こ

と

ば

は

動
作
を

意
味
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

動
作
に

先

行

す
る

｡

労
働
の

歴
史
は

こ

の

こ

と

ば
の

歴
史
に

よ
っ

て

貫
か

れ
､

運

ば

れ

て

い

る
｡

人

ほ

内
心
で

こ

と
ば

に

よ

っ

て

予

測
し

､

試
み

､

変
形

す
る

｡

そ

こ

に

内

語
が

生

ま
れ

る
｡

と

り

わ

け

道
具
か

ら

機

械
へ

の

移
行
を

促
し

た

の

は

こ

と

ば

で

あ

る
｡

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル

●

ム

ー

ニ

ュ

も
い

う
よ

う
に

､

機
械
は

道
具
の

よ

う
に

わ

れ

わ

れ

の

手

足
の

単
な
る

延

長
で

は

な

く
､

別
の

次

元
に

属
し

て

い

る
｡

つ

∽

ま

り

わ

れ

わ

れ

の

言

語
の

付

属
品

な
の

で

あ

り
､

補
助

手

段
な
の

で

あ

る
｡

こ

と

ば

の

力

は
､

動
作
を
さ

せ

る

だ

け

で

な

く
､

動
作
の

批
判

と

し
て

も

発
揮
さ

れ

る
｡

｢

労
働
に

も
っ

と

も

近
い

こ

と

ば
､

命
令
的
な
こ

と

ば

は
､

す

で

に

発
生

状
態
に

お

い

て
､

判

断
を

下

し
､

制
限
を

課
す

と
い

う

(

3 2
)

二

重
の

意
味
に

お

い

て
､

労
働
の

批
判
で

あ

る
｡

+

命
令
の

こ

と

ば

は

直

接
､

自
然
や

事
物
に

働
き
か

け
る

の

で

な

く
､

二

人

称
で

呼
び

か

け
る

他

者
に

影

響
を

及
ぼ

す
｡

あ

る

い

ほ

ヽ

ヽ

自
分

自
身
に

も

作
用
し

て
､

決
断
さ

せ

る
｡

こ

と

ば

は

す
る

の

で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な

く
､

さ

せ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

す
ぺ

き
こ

と

を

意
味
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢

他
者
に

意
味
さ

れ

た

要
求
は

､

他

者
に

よ
っ

て

了

解
さ

れ
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

3 3
)

従
わ

れ

る
｡

+

意
味
す

る

こ

と

乳
的
n
i

P

e

㌧

そ

れ

は

復
姓
な

経

路
で

行
な

う
こ

と

○

匂
か

詔
H

な
の

で

あ

る
｡

疑
い

の

こ

と

ば

そ

れ

は

何
か

､

と

問
い

か

け
る

こ

と

ば

が
､

疑
い

の

こ

と

ば
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ー

p

せ
p

3
-

e

n

亡

E
t

P
t
-

七

d

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

道
具
が

習
慣
で

あ

り

眠
り
で

あ

る

よ

う
に

､

お

う
む

が

え

し
に

く

り

か

え

す
だ

け
の

こ

と

ば

は
､

習
慣
で

あ

り
､

眠
り

で

あ

る
｡

め

ざ
め

さ

せ

る

の

は
､

疑
い

､

問
い

か

け
る

こ

と

ば

で

あ

る
｡

｢

疑
い

の

こ

と

ば

は
､

偽
者
に

､

自
己
に

､

意
味
に

む

け

ら
れ

る
｡

そ

れ

は

す

ぐ
れ

て

他

者
に

語

ら
れ

る

こ

と

ば

で

あ

る
｡

他
者

は

応
答
の

人

間
で

あ

る
｡

そ

し
て

応
答
に

お

い

て

他

者
は

完
全
に

(

糾
)

二

人

称
に

な
る

｡

+

こ

う
し

て

対

話
の

世

界
が

で

き
る

｡

労
働
の

中
に

対

話
が

入

り

こ

み
､

労

働
の

能
率
は

た

か

ま
る

｡

他
方

､

疑
い

の

こ

と

ば

は

鋭
い

針
を

も
っ

て
､

物
そ

の

も
の

､

す
る

こ

と
､

さ

せ

る

こ

と

な

ど
一

切
に

､

潜

在
的
に

庚
問
を

発

す

る
｡

偉
大

な

哲
学

者
と

は
､

こ

と

ば

の

も
つ

疑
い

の

カ
を

極
度
に

発
揮
し

た

人
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

｢

疑
い

の

こ

と

ば

は
､

い

っ

そ

う
根
本

的
に

､

意
味
の

世

界
に

決

定

的
な

革
命
を

も

た

ら

す
｡

そ

れ

は

粗
製
の

事
実
の

す

き

ま
の

(

3 5
)

な
い

織
物
に

可

能
性
の

次

元
を

導
入

す

る
｡

+

疑
い

の

思
考
は

､

香
定

し

肯
定

す
る

思

考
を
つ

く
り

あ

げ
る

｡

存
在
す
る

も
の

は
､

す
べ

て

そ

の

ま

ま

存
在

し
て

い

る
｡

し
か

し

｢

こ

と

ば

は

存
在
し

な
い

も

の

を

語
る

こ

と
が

で

き
､

つ

く

ら
れ

た

も
の

を

こ

わ

す
こ

と

も
で

き
る

｡

香
定

す
る

こ

と
､

そ

れ

は

可

能
な

意
味
を

消
す
こ

と
で

あ

る
｡

そ

れ

は

す

ぐ
れ

て

非
生

産
的
な

行

為
で

あ

り
､

労
働
し

な
い

行
為
で

あ

る
｡

し
か

し

そ

れ

は

自
然

発

生

的
な

信
仰
の

中
に

､

素
朴
な

意
味
の

措

定
の

中
に

､

そ

れ

を

抹

消

す
る

決
定

的

な

線
で

あ

り
､

王

子

を

廃

す
る

よ

う
に

命
題
を

(

3 6
)

廃

す
る

決
定

打
で

あ

る
｡

+

疑
い

の

こ

と

ば

の

世

界
に

､

否
認
が

あ

り
､

香
認

を

通

し
て

肯

定
が

あ

る

の

で

あ

る
｡

祈
願
の

こ

と

ば

他

者
か

ら

恩
恵
を

期

待
す

る

の

は
､

働
く
人
に

も

批

判
す

る

人

ヽ

ヽ

ヽ

に

も

属
さ

ず
､

い

わ

ば

祈
る

人
に

属
す
る

｡

祈
願
の

こ

と

ば

ー

ブ

コ

ロ

ス

ロ
d

6
C

芝
i

O

n

が

神
に

む
け

ら

れ

る

と
､

ギ

リ

シ

ャ

悲
劇
の

合
唱

隊

の

こ

と

ば
で

､

ヘ

ブ

ラ

イ

民

族
の

詩

篇
の

こ

と
ば

で
､

信
仰
者
の

自
然
な

祈
り

の

こ

と

ば

で

祈
願
す
る

｡

そ

れ

が

世
に

む
け

ら

れ

る

と
､

｢

真
の

歌
+

に

な

ろ

う
と

し
､

日

常
性
を

破

る

新

鮮

さ
､

奇

妙
さ

､

恐
れ

､

や

さ

し

さ
､

平
和
の

意
味

を
あ

ら
わ

す
｡

ヘ

ル

ダ

ー

リ

ン

､

リ

ル

ケ
､

ク

ロ

ー

デ
ル

な

ど
の

詩
人
は

､

こ

と
ば

が

け

っ

し
て

日

常
生

活
の

機
能
に

還
元

さ

れ

て

し
ま

わ

な
い

こ

と

を

示

し

た
｡

4 J 9
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祈
る

こ

と

ば

が

人

間
に

､

自

分

自

身
に

む

け

ら

れ

る

と
､

そ

れ

は

す

ぐ

れ

て

感
嘆
の

こ

と

ば

と

な

る
｡

叫
び

で

あ

り
､

歌
で

あ

り
､

つ

ま

り

抒
情
の

こ

と

ば

】

P

勺
P

3
-

e

】

笥
古
口
e

と

な
る

｡

こ

の

こ

と

ば

が

労
働
に

む

け
ら

れ

る

と
､

そ

れ

は

労
働
の

価
値

を

問
い

か

け
る

こ

と

ば

と

な

る
｡

｢

私
の

労
働
は

何
を

意
味

す
る

か
｡

そ

れ

は

何
の

価

値
が

あ

る

か
｡

こ

の

よ

う
に

労
働
の

個
人

的
な

､

共

同

体

的
な

価
値
を

問
い

(

3 7
)

か

け
る

と

き

か

ら
､

労
働
は

人

間
の

労
働
と

な
る

｡

+

労
働
の

価
値
を

問
い

､

労
働
を

人

間
化

す
る

こ

と

か

ら
､

労
働

の

讃

歌
が

生

ま

れ

る
｡

労
働
と
こ

と

ば

は

互
い

に

作
用

し

あ

う
｡

だ

が

こ

と

ば
の

本

質

は
､

必

ず
し

も

労
働
の

本
質
と

合

致

し

な
い

｡

｢

こ

と

ば

は

意

味

す
る

が
､

生

み

だ

し

は

し
な
い
+

か

ら
で

あ

る
｡

生

産
の

終
点
は

現

実
の

効
果
で

あ

る

が
､

こ

と

ば
の

終
点
ほ

了

解
さ

れ

た

意
味
で

ヽ

ヽ

あ

る
｡

そ

し

て

こ

と
ば

ほ

常
に

､

多
少
な

り
と

も

無
償
で

あ

る
｡

こ

と

ば

が

有
効
で

あ

る

か

ど

う
か

は
､

常
に

確
実
で

な
い

｡

こ

と

ば
は

命
令
し

､

証

言

し
､

質
問
し

､

祈
願
す
る

｡

し

か

し
こ

と

ば

は

そ

れ

に

と

ど

ま
る

｡

労
働
が

そ

の

よ

う

な
こ

と

ば

を

恥
か

し
め

る

の

は

た

や

す
い

｡

だ

が

こ

と

ば
の

偉
大

さ

と

む
な

し

さ

と

が

な

か
っ

た

な

ら
､

労
働
の

文
明
ほ

ど

う
な

る

で

あ

ろ

う
か

｡

労
働
の

文
明

と
こ

と

ば

の

文
明

現

代
の

労
働
問
題
は

次
の

二

つ

の

大
き

な

困

難
を

か

か

え

て

い

る
｡

一

つ

は

マ

ル

ク

ス

主

義
が

説
く
よ

う
に

､

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

に

お

い

て
､

人

間
の

労
働
は

｢

疎
外
+

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

人

間
の

労
働
は

商
業
価
値
と

し
て

売

買
さ

れ
､

尊
厳
さ

を

失

っ

て

い

る
｡

資
本
主

義
社

会
に

あ

っ

て

は
､

こ

と

ば

を

含
め

､

文

化
の

す
べ

て

は
､

こ

の

労
働
の

価
値

低
落
に

つ

い

て

有
罪
で

あ

る
｡

第
二

に

技
術
革
新
に

よ

る

労
働
の

形

態
や

実
質
の

変
化

で

あ

る
｡

相
つ

ぐ

産
業
革
命
は

労
働
の

細
分

化
､

分

業
化
を

も

た

ら

し
､

も

は

や

労
働
は

時
代
お

く
れ

の

讃
美
の

対

象
と

は

な

ら
な

く

な

り
つ

つ

あ

る
｡

リ

ク

ー

ル

は

そ

れ

を

労
働
の

客
体

化

と

呼
ぶ

｡

ヽ

ヽ

｢

こ

の

気
づ

か

ぬ

ほ

ど
の

自
己

喪
失

は
､

一

種
の

倦
怠
に

よ

っ

て

あ

ら
わ

に

な

り
､

や

が

て

そ

れ

は

労
働
す
る

こ

と
の

苦

痛
に

､

(

粥
)

し
だ

い

に

と

っ

て

か

わ
る

｡

+

こ

の

よ

う
な

現

代
の

労
働
状

況
に

あ
っ

て
､

こ

と

ば

は

ど
の

よ

う

な

役
割
を

果

す
べ

き
か

｡

注

目

す
べ

き

は
､

疎
外
が

な

い

は

ず
の

社

会
主

義
国

家
に

お

い

て
､

こ

と

ば

は

機

能
し
て

い

な
い

こ

と

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

国

卓2 0



( 5 9 ) バ ロ ー

ル の 倫理 の た め に

家
的

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

が

支

配

す
る

と

き
､

こ

と

ば
の

批
評

的
､

詩

的
機
能
は

失
わ

れ
､

そ

の

結

果
､

労
働
の

有
効
性
も

停

滞
状

態
に

陥
る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

と
ば

の

危
機
と

労
働
の

危
機
と

は

呼

応

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

リ

ク

ー

ル

は

こ

と

ば

が

労
働
の

危
機
の

た

め

に

果

す
こ

と
の

で

き

る

役
割
を

挙

げ
る

｡

ヽ

ヽ

第
一

に

労
働
細

分

化
の

緩
和
で

あ

る
｡

も
っ

と

も

日

常
的
な

次

元
で

は
､

お

し
ゃ

べ

り
､

議
論

､

講
演
な

ど

で

あ

る
｡

次
に

職

場

や

市

場
に

お

け
る

話
し
あ

い

で

あ

る
｡

そ

れ

が

内
面

化

す

れ

ば
､

労
働
を

位
置
づ

け
､

意
味
を

与

え

る

こ

と
｡

オ

ー

ト

メ

ー

シ

ョ

ン

に

よ

る

労
働
の

罪
人

間
化
た

抗
し
て

具
体

策
を

立

て

つ

つ
､

労
働

に

社

会
的

意
味

を

与

え
る

こ

と

で

あ

り
｡

も
っ

と

旦
烏

度
の

次
元

で

は
､

政

治
に

参
加

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

第
二

は
､

労
働
の

非
人

問
化

を
､

い

わ

ゆ
る

レ

ジ

ャ

ー

に

よ
っ

て

償
う
こ

と

で

あ

る
｡

レ

ジ

ャ

ー

は

今

後
の

文

明
の

大

き
な

課

題

で

あ

る
｡

第
三

に

こ

と

ば

は
､

人

間
の

あ

ら

ゆ
る

プ

ラ

グ
マ

チ

ッ

ク

な

活

動
に

対

し

て

基

礎

を

す
え

る

働
き

を

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

プ

ラ

ク

シ

ス

の

み

に

人

間
は

要
約

さ

れ

ず
､

テ

オ

リ

ア

も

存
在
理

由

を

も

っ

て

い

る
｡

こ

と
ば

は

こ

の

テ

オ

リ

ア

の

機
能

､

理

論
的

機

能
の

妓
体

と

な

ら
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

最

後
に

こ

と

ば

は

創
造
の

機
能
を

も

た

ね

ば

な

ら
な

い
｡

文

学

や

諸
芸

術
を

通

し
て

､

い

か

な
る

都
市
も

計

画

化
で

き

な
い

､

人

間
の

意
味
を

創
り

だ

し
､

発
見

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

真
の

創
造

者
と

は
､

同

時
代
の

人

間
が

す
で

に

知
っ

て

い

る

欲

求
､

政

治
家

が

す

で

に

表
明

し
た

欲

求
を

い

い

表
わ

す
人
で

は

な
い

｡

そ

の

人
の

作
り

だ

し
た

も

の

が
､

す
で

に

調
査

ず
み

の

同

意
し
た

知
識
に

比

し

て
､

人

間
の

現
実
の

革
新
で

あ

る

よ

う
な

人

(

3 9
)

で

あ

る
｡

+

そ

れ

は

価
値
の

創
造
で

あ

り
､

詩
的

機

能
で

あ

る
｡

こ

と

ば

の

創
造

的

機
能
と

労
働
の

創
造

的
機
能
と

は
､

究
極
に
一

致
し

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

つ

ま

り
こ

と

ば

の

神
学

と

労
働
の

神
学

と
は

一

致

す
る

は

ず
で

あ

る
｡

だ

が

そ

れ

に

到

達
す
る

前
に

､

人

間
の

有

限

性
に

お

い

て
､

労
働
と
こ

と

ば

と
が

互
い

に

位

置
づ

け
あ

う
こ

と

が

必

要
で

あ

る
｡

両

者
が

有
機
的
に

関
連
し

あ

う
こ

と

が

必

要

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

か

く
て

､

人

間
の

文
明

は

労

働
の

文

明
で

あ

り
､

同

時
に

こ

と

ば
の

文
明

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

4

バ

ロ

ー

ル

の

倫
理

を

め

ざ

し
て
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生
き

た
バ

ロ

ー

ル

の

共

同
体

､

生

き
た

バ

ロ

ー

ル

の

倫
理

､

そ

れ

は

常
に

人

間
の

郷

愁
を

そ

そ

る

が
､

ユ

ー

ト

ビ

ブ

タ

に

す
ぎ

な

い
､

と

デ
リ

ダ

は

い

う
｡

た

と

え

ば
レ

ブ
ィ

‖

ス

ト
ロ

ー

ス

は
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

を

知
ら

な
い

未
開

人
の

共

同
体
に

､

そ

れ

が

い

(

4 0
)

か

に

〝

暴

力
″

と

し

て

入

り

こ

む
か

を
､

観
察
し

記

述

す
る

｡

ま

ブ
レ

ザ
ソ

ス

た
､

1
‖

1
･

ル

ソ

ー

は

『

言

語

起
汲

論
』

で
､

声
=

現

前
と

し

て

の

バ

ロ

ー

ル

が

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

よ
っ

て

堕
落
さ

せ

ら

れ

た

こ

と

を

札
明
す

る
｡

し
か

し

デ
リ

ダ

に

よ

れ

ば
､

ブ

レ

ザ

ン

ス

と
し

て

の

バ

ロ

ー

ル

ヽ

ヽ

の

後
に

､

デ
ィ

フ

ェ

ラ

ン

ス

(

差

異
･

延

期
)

と

し

て

の

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

を

置
く
こ

と

自
体

が

誤

り

な
の

で

あ

る
｡

か

れ

に

と
ゥ

て

は
､

バ

ロ

ー

ル

や
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

根
漁
に

あ

る

｢

原
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル
+

寛
O

E
･

か

○
】

泣
声
→

e

が

問
題
な

の

で

あ

る
｡

生

き

た

バ

ロ

ー

ル

の

倫
理

と

ぺ

だ

か

ら
か

れ

に

よ

れ

ば
､

一

種
の

｢

お

と
り
+

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
バ

ロ

ー

ル

の

中
に

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

が
､

す

な

わ

ち
バ

ロ

ー

ル

の

不

在
と
デ
ィ

フ

ェ

ラ

ン

ス

が

存
す
る

の

で

あ

る

か

ら
｡

｢

原
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は
､

道
徳
性
の

根
汝
で

も
あ

れ

ば
､

不

(

41
)

道

徳
性
の

頼
政
で

も

あ

る
｡

+

つ

ま

り

デ
リ

ダ

に

と
っ

て
､

バ

ロ

ー

ル

や
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

定

義
が

あ

い

ま
い

な

ま

ま

で
､

バ

ロ

ー

ル

の

倫
理

と
い

っ

て

も
､

詑J
T

そ

れ

は
ユ

ー

ト

ビ

γ

ク

で

あ

り

ア

ト

ピ

ッ

ク

で

あ
る

だ

け
で

な

く
､

｢

お

と

り
+

と

な
る

倶
れ

を

も
つ

､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

バ

ロ

ー

ル

で

あ

れ
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

で

あ

れ
､

今
ほ

ど
こ

と

ば
の

倫
理
が

要
求
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

な
い

｡

こ

と

ば
が

人

間
の

現

実
か

ら

発
し
て

い

る

以

上
､

こ

と

ば
の

倫
理

を

語
る

こ

と
は
ユ

ー

ト

ピ

ア

ク

で

は

な

く
､

現

実
の

要
請
で

あ

る
｡

マ

ス

･

メ

デ
ィ

ア

に

ょ

る
､

ア

ノ

ニ

ム

な
一

方

的

伝
達
が

情
報
を

氾

濫
さ

せ

て

い

る

今
日

､

こ

と

ば

の

倫
理

と
は

､

禁
止

と
か

制
限

で

は

な

く
､

こ

と

ば

に

こ

と

ば

本
来
の

カ

を

回

復
さ

せ

る

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

倫
理

を

確
立

す
る

た

め
に

､

ど
の

よ

う

な

方

途
が

あ

る

だ

ろ

う
か

｡

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

対

す
る
バ

ロ

ー

ル

は
､

本

質
的
に

対

話
関

係
を

構
成

す
る

｡

語
る

我

と

聞

く

汝
の

関
係
で

あ

る
｡

ラ

ヴ
ェ

ル

の

分

析
が

示

す
よ

う
に

ー

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は
､

ま

ず
自
己

と
の

対

話
､

モ

ノ

ロ

ー

グ

を

基

底
と

す
る

､

バ

ロ

ー

ル

は

神
と
の

対

話

を

原

型

と

し
た

､

我

と

汝
の

対

話
関

係
を

基
本
と

す
る

｡

一

人

称

の

告

白
､

三

人

称
の

客
観
的
記
述
や

描
写
は

､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

お

い

て

十
全
に

可

能
で

あ

り
､

他
方

､

書
く

者
と

読
む

者
と

の

ゝ

ノ
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ル の 倫理 の た め に

関
係
は

一

義
的
に

は

定

ま

ら
ぬ

ゆ
え

に
､

二

人

称
は

不

確
定
で

あ

る
｡

一

方
パ
.

ロ

ー

ル

も
､

物
質
的
な

媒
体
に

よ

っ

て

不

特

定

多
数

の

聞
き

手
に

む
か

っ

て

発
せ

ら
れ

る

と

き
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

と

同
じ

性
格
を
お

び

て

く
る

｡

バ

ロ

ー

ル

も
エ

ク

リ

チ

ュ

ー

ル

も
､

マ

ス

･

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

イ

シ

ョ

ン

の

中
に

く

り
こ

ま

れ

る

と

き
､

そ

の

性
格
や

機
能
を

変
質
さ

せ

ら

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

社

会

学

的

次

元
で

論
じ

る

前
に

､

ま

ず
個
人
の

人

格
的
な

次
元

で

の

倫
理

を

考
察
し
て

み

よ

う
｡

バ

ロ

ー

ル

を

成

立

さ

せ

る

我
と

汝
の

対

話

関

係
は

､

す

ぐ
れ

て

人

格
的
関

係
を

要
求

す
る

｡

そ

れ

は

単
な

る

言

語

現

象
で

は

な
い

｡

バ

ロ

ー

ル

は

音
声
体

系
で

あ

る

と

と

も
に

､

人

間
的

現
実

を

構
成

す
る

一

要
素
で

あ

り
､

言
語
現

象
の

十

分
な

意
味
は

､

総
体

的
な

人

間
の

経

験
と
い

う

文
脈
に

お

い

て
､

は

じ

め

て

捉

え

ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で

｢

こ

と
ば

の

全

体

的
な

現

象
は

人

格
的
現

象

(

4 2
)

で

あ

る
+

と

の

立

場
に

立
っ

て
､

ギ
エ

ス

ド

ル

フ

は
こ

と

ば

の

倫

理

を

論
じ

る
｡

こ

と

ば

神
の

言
の

超
越
性
に

対

し
､

こ

と

ば

は

人

間
に

よ

っ

て

現

実
化

さ

れ

る
｡

各
人
は

意
識
す
る

と

し

な
い

と
に

か

か

わ

ら

ず
､

こ

と

ば
の

主

人

と

し
て

､

こ

と

ば

を

自
由
に

駆
使
で

き

る
､

各
人

各

様

の

語

り

方
は

､

各
人
の

性
樽

､

性
質
に

関
係

す
る

｡

｢

こ

と

ば
ほ

事
実

､

個
別

化
の

原

理

と

し

て

あ

ら

わ

れ

て

く

(

4 3
)

る
｡

+逆
に

こ

と
ば

は

個
別

的
な

生

活
､

人

椿
を

規
定

す

る
｡

し
か

し

こ

と
ば

を

相
手
に

む
か

っ

て

発
す
る

と
､

そ

れ

は

自
己

表

現
と

な

り
､

自
己

証

明

と

な

り
､

そ

し

て

相
手

に

対

し
､

約
束

を

す
る

､

保
証

を

与

え
る

こ

と

に

な

る
｡

｢

か

く
て

こ

と
ば

は

そ

の

も
っ

と
玖
上

向

度
の

有
効
性
に

お

い

て
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

誓
い

あ

る

い

は

私
踪
の

よ

う
な

意
味
を

お

び

る
｡

す
な

わ

ち

現

実

的
行

動
と

し
て

の

こ

と

ば
で

あ

り
､

聖
な

る

行
動
と

し
て
‥

…
･

の

(

4 4
)

こ

と
ば

で

あ

る
｡

+

フ

ラ

ン

ス

語
に

お

い

て

そ

の

こ

と

は
､

バ

ロ

ー

ル

の

語

義
､

用

法
に

あ

ら

わ

れ

て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

き
n
ロ
e

り

夢

唱
P

3
-

e

は

約
束

を

す
る

､

t

e

2 .

→

仏

P

廿
P

3
-

e

は

約
束
を

守
る

こ

と

を

意
味

す
る

｡

こ

と

ば

を

発
す

る

こ

と
は

倫
理

的

行
為
な
の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

こ

と

ば
の

倫
理

と
は

､

こ

と

ば

の

人

(

F
O

m
日
e

n

b

p
P
→
○
-

e

)

す

な
わ

ち

約
束
を

守
る

人
の

倫
理
に

帰
結
す
る

｡

｢

こ

と

ば

の

人

と
は

乱
世

に

あ
っ

て
､

真
実
の

実
現
の

た

め

に

(

墟
)

貢
献
し

ょ

う

と

努
力

す
る

人

で

あ

る
｡

+

こ

と

ば
の

倫
理

と

は

真
実
を

告
白

し
､

そ

れ

を

守
る

要
求
に

根

ざ

し

て

い

る
｡

こ

と

ば
の

人

と

は

そ

れ

に

人

椅
を

か

け
る

人
で

あ

拗



一 橋論叢 第六 十四 巻 第四 号 ( 6 2 )

る
｡

こ

う
し
た

個
々

の

行
為
の

つ

み

重
ね

に

よ

っ

て
､

こ

と
ば

の

人
は

究

極
に

､

人

間
の

現

実
に

秩
序
を

も

た

ら

す
こ

と

を

め

ざ

す
｡

そ

れ

は

人

間
的
な

一

致
の

た

め

に

働
く
こ

と

で

あ

り
､

そ

れ

こ

そ

こ

と

ば

神
の

言
の

機
能
を

引
き

受
け
る

こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

い

た

る

と
こ

ろ

に

人

間
の

不
一

致

と

相
互

的
不

信
の

み

ち
て

い

る

現

代

世

界
は

､

こ

と

ば
に

よ

る
一

致
の

失
わ

れ

た
､

バ

ベ

ル

的
状

況
に

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

逆
に

い

え

ば
､

こ

の

バ

ベ

ル

的
状

況
を

脱
け
で

る

た

め

に

は
､

同

じ

く

聖

書
的
比

喩

を

用
い

る

な

ら
､

会

す
る
一

同
が

聖

霊
に

み

た

さ

れ

て
､

口

々

に

他

国
の

言

語
で

語

り

つ

つ
､

意
思
を

通

じ
あ

っ

た
､

あ

の

五

旬
儲
の

出
来
事
に

立

ち
か

え

る

こ

と

で

あ

る
､

と

ギ
エ

ス

ド

ル

フ

は

結
論
づ

け
る

｡

こ

の

結
論
は

し
か

し

な

が

ら
､

い

ろ
い

ろ

な

意
味
で

不

十

分
で

あ

る
｡

こ

と

ば

の

倫
理

が

個
人
の

倫
理

､

こ

と

ば
の

人
の

倫
理

に

根
ざ

し
て

い

る

こ

と

は

ま

ち
が

い

な
い

｡

し

か

し

同

時
に

､

個
人

対

社

会
､

集
団
対

個
人
の

関
係
と

し
て

も

考
察
さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

さ

ら
に

､

こ

と

ば

は

プ

ラ

ク

シ

ス

と
の

か

か

わ

り
あ

い

に

お

い

て

も

論
じ

ら

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

プ

ラ

ク

シ

ス

と

の

つ

な

が

り

を

全

く

欠
い

た

こ

と

ば

は
､

空

無
だ

か

ら
で

あ

る
｡

そ

の

意
味
で

､

リ

ク

ー

ル

の

労
働
と
こ

と
ば

に

つ

い

て

の

論
致
は

､

そ

れ

自
体
こ

と

ば

の

倫
理

を

め

ざ

し
て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

と
い

似

う
よ

り
､

労
働
と

い

う

具
体

的

な

人

間
の

活

動
に

対

し
て

､

こ

と

ば

は

い

や

で

も

倫
理

的
な

関

係
に

立
た

ざ

る

を

え

な
い

の

で

あ

る
｡

物
質
生

産
が

人

間
生

活
の

あ

ら

ゆ
る

面
で

優
先

し
て

し

ま
っ

て

い

る

今

日
､

こ

と

ば

は

人

間

性
回

復
の

重

責
を

負
わ

さ

れ

て

い

る

と

い

え
よ

う
｡

リ

ク

ー

ル

が

労
働
に

対

す
る

こ

と

ば
の

役
割
に

つ

い

て

述
べ

た

な
か

で
､

最

後
に

挙

げ
た

､

創
造

的

機
能
に

､

特
に

注

目
し

た

い
｡

創
造
と

は

何

か
､

そ

れ

は

神
話
的
起
汲
の

ゆ

え

に
､

神
話

学
的
解

釈
を

要
す
る

｡

つ

ま
り

そ

れ

は

想

像
力
に

か

か

わ

っ

て

い

る
｡

労

働
と
い

う
現

実
も

､

想

像
力
の

恩
恵

な

し
に

は

無
価
値
で

あ

る
｡

労
働
を

創
造
に

た

か

め

る

の

は
､

人

間
の

詩
的
=

神
話
的
能
力
で

あ

り
､

そ

れ

は

こ

と

ば
の

も
つ

カ
に

結
び

つ

い

て

い

る
｡

そ

し
て

そ

の

詩

的
‖

神

話

的
撹
能
は

､

祈
願
の

こ

と

ば

に

つ

な
が

る

の

で

あ

る
｡

｢

こ

の

詩
的
=

神

話

的

機
能
を

も

つ

も

の

は
､

言

語
の

も

う
一

つ

の

力
で

あ

り
､

そ

れ

は

も
は

や

欲

望
の

要
求

､

保
護
の

要
求

､

摂
理
の

要
求

で

は

な

く
､

祈
願
で

あ

る
｡

そ

こ

で

は
､

私

は

何

も

(

4 6
)

き

か

ず
､

た

だ

聴
従

す
る

の

み

で

あ

る
｡

+

人

間
が

人

間
で

あ

る

限
り

､

こ

と

ば

ほ

人

間
の

救
い

で

な

け
れ

▲

一
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