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サ

ル

ト

ル

に

お

け
る

客
体
性
と

自
由

-
対

他

存
在
の

倫
理
の

一

側
面

1

｢

今
日
に

放
て

は
､

明
白
に

不

可
能
な

む
打

と

し
て

与
え

ら

れ
て

い

な
い

全
て

の

道
徳
は

､

人
間
の

欺
瞞
と

疎
外
に

貢
献
す
る

｡

道
徳

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

(

問
題

)

と

は
､

我
々

に

と
っ

て
､

道

徳
が

同
時
に

不

可
能
で

も

あ

れ

ば

不

可
避
で

も

あ
る

と
い

う
所
か

ら

生

ず
る

｡

+

(

『

ジ

ュ

ネ

論
』
)

一

第
二

次

大

戦
後
の

サ

ル

ト

ル

の

作
品
に

あ

ら

わ

れ

た

政

治
の

問

題
に

つ

い

て
､

特
に

『

汚
れ

た

手
』

を

中
心

に

し

た
一

時
期
を

対

(

1
)

象
に

し

て
､

私
は

先

頃
､

一

つ

の

文

章
を

発

表
し

た
｡

枚
数
の

制

限
の

た

め

も

あ
っ

て
､

こ

れ

は

極
め

て

舌
足

ら

ず
な

不

本

意
な

も

の

に

終
っ

た

が
､

そ

こ

で

私
が

述
べ

た

の

は
､

大

戦
後
か

ら
一

九

五

〇

年
頃
に

か

け

て

の

サ

ル

ト

ル

の

政

治
文

学
が

蘇
局

は

挫

折
す

鈴

木

道

彦

る

運

命
に

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

一

方
､

五

〇

年
以

後
の

サ

ル

ト

ル

の

文

学
に

於
て

は
､

政

治
に

代
っ

て

人

間
の

客
体

性
と

い

う

問

題
が

中
心
に

す
え

ら
れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

り
､

そ

の

よ

う
な

視
点
に

立
っ

て

初
め
て

彼

は

真
に

｢

ア

ン

ガ

ー

ジ
ュ

マ

ン

+

を

深
め

る

こ

と

が

で

き
る

よ

う
に

な

る
｡

凡

そ

以

上
が

､

私

の

文

章
の

内

容
で

あ
っ

た
｡

サ

ル

ト

ル

の

文

学
に

政

治
が

最
も

生

ま
の

形
で

あ

ら

わ

れ

た

の

は
､

い

ま

私
が

ふ

れ

た

第
二

次

戦
後
か

ら
五

〇

年
に

か

け

て

の

時

期
で

あ

る

が
､

に

も

拘
ら

ず
､

こ

の

頃
の

サ

ル

ト

ル

は

『

汚
れ

た

手
』

の

ユ

ゴ

ー

の

よ

う
に

､

イ

ン

テ

リ

の

弱
味
を
か

か

え

た

ま

ま

直
接
行

動
を

夢
見

て

い

た
に

過

ぎ

ず
､

逆
に

五

〇

年
以

降
の

『

ジ

ュ

ネ

論
』

や

『

キ

ー

ン

』

の

よ

う
に

政

治
と

は

縁
遠
い

よ

う
に

見

9¢

や

呼

一

命

-

巾

村

せ
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吋

一

計

え

る

作
品

を

書
い

た

時

期
の

サ

ル

ト

ル

こ

そ

が
､

『

共

産
主

義
者

と

平
和
』

に

は

じ

ま
る

一

連
の

文

筆
活

動

を

中

心
に

し

て

完
全

に

ア

ン

ガ

ー

ジ

ュ

マ

ン

に

ふ

み

切

り
､

こ

れ

を

深
め

て

行
っ

た

と
い

ぅ
こ

と
､

こ

れ

は

一
見

奇

妙
に

見

え

る

現

象
か

も

知
れ

な
い

｡

し

か

し
､

こ

こ

に

こ

そ

サ

ル

ト

ル

の

文

学

及
び

思

想
の

中

核
が

あ

る

と

私

は

考
え
る

｡

し
か

も
こ

と

は
､

文

学
と

政

治
の

み

の

問
題
で

は

な
い

｡

た

と
え

ば
､

一

九

四

三

年
の

『

存
在
と

無
』

の

末
尾
に

ヽ

ヽ

ヽ

記
さ

れ

た

｢

人

間
は

一

つ

の

無
益

な

受
難
で

あ

る
+

と
い

う

絶
望

的
な

結
論
に

遠
く

対

応
し

て
､

一

九
五

二

年
の

『

ジ

ュ

ネ

論
』

で

は
､

逆
心

｢

オ

プ

テ

ィ
､

､

､

ス

ム

+

を

語
る

サ

ル

ト

ル

が

見

ら
れ

る

の

だ
｡

｢

注

意
ぶ

か

い

読

者

は
､

『

薔
薇
の

奇

蹟
』

以

来
､

ジ
ュ

ネ

の

作
品
の

中
に

オ

プ

テ

ィ
､

､

､

ス

ム

の

か

げ
が

き
ざ

す
の

を

見

出

す
｡

た

し
か

に

彼
の

思

念
の

対

象
は

頼

も
か

わ

ら

ず
絶
望
で

あ

る
｡

し
か

し

文

章
自
体

が
､

気
高

く
生

き

生

き

と

し

た

調

子

と
､

大
胆
さ

と

を

備
え
て

､

以

前
よ

り

も

絶
望
の

度
合
い

を

減
じ

た

(

2
)

よ

う

な

印

象
を

与
え

る
｡

+

｢

こ

の

オ

プ

テ

ィ
､

､

､

ス

ム

と

は
､

人

間

が

幸

福
で

あ

る

と

か
､

或
い

は

幸
福
に

な

り

得
る

と
か

断

言

す
る

こ

と

で

は

な

く
､

た

だ

人

間
の

苦
し

み

が

無

益
で

な
い

こ

と

を

斬
言
す
る

こ

と
な
の

だ
｡

た

と

え
こ

の

世

界
が

､

視
神

経

も

絶
た

れ

る

ば

か

り
に

は

げ

し
い

最
後
の

眩
章
を

お

こ

さ

せ

る
､

ひ

や

や

か

な

光

茫
の

中
に

消

滅
す
る

た

め

に

の

み

創
ら

れ

た

も

の

で

あ

る

と

し

て
■も

､

こ

の

場
合
の

消

滅
そ

の

も
の

が

な
お

や

は

り
一

つ

の

意

(

3
)

味
を

担
う
こ

と
に

な
る

だ

ろ

う
｡

+

(

傍

点

鈴

木
)

サ

ル

ト

ル

は

ま

た
､

同
じ

『

ジ

ュ

ネ

論
』

の

中

で
､

｢

見

る

こ

と
､

認

識
す
る

こ

と
､

考
え

る

こ

と

は

善
で

あ

る
｡

盲
目
で

あ

る

よ

り

は

見

え
る

方
が

よ

く
､

死
ぬ

よ

り

は

盲
目
の

方

が

よ

い
｡

最

悪
の

不

幸
も

､

そ

れ

を

感

ず
る

こ

と
に

よ

り
生

き

て

い

る

こ

と

を

意
識
で

き
る

の

だ

か

ら
､

や

は

り
一

つ

の

幸
運

(

O

F

呂
｡

e

)

で

あ

(

4
)

る
+

と

も

言
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

ジ
ュ

ネ

に

か

こ

つ

け
て

こ

こ

で

サ

ル

ト

ル

が

語
っ

て

い

る

の

は
､

実
は

彼
自
身
の

オ

プ

テ

ィ

ミ

ス

ム

な

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な
生

命
の

肯
定
と

､

そ

れ

を

語

る

文

章
の

調

子
と

は
､

そ

れ

以

前
に

は

見

ら

れ

な

か
っ

た

も

の

だ
｡

こ

こ

に

は

た

し
か

に

新
ら

し
い

サ

ル

ト

ル

が

あ

る
｡

そ

れ

で

は
一

体

何
が

お

こ

っ

た

の

か
｡

｢

無
益

な

受
難
+

か

ら
､

ジ
ュ

ネ

を

媒
介
に

し

て

｢

苦
し
み

は

無
益
で

な

い
+

と

言

う

よ

う
に

な

り
､

｢

ジ

ュ

ネ

の

一

つ

の

幸
福
(

b
O

n

F
e

弓
)

と

も

呼
ぶ

べ

き

も
の

(

5
)

が

存
在
す
る

よ

う
に

な

る
+

と
つ

け

加

え

る

こ

と

さ

え

辞

さ

な
か

っ

た

サ

ル

ト

ル

の

中
に

は
､

ど
の

よ

う
な

変
化

が

あ
っ

た

の

で

あ

以
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ろ

う
か

｡

私
は

､

こ

の

変
化
の

中
心

に
､

客
体

性
の

問
題
､､

対

他

存
在

と

自
由
の

問
題
が

あ

る

と

考
え

る

の

だ
｡

と

こ

ろ
で

対

地

存
在
と

い

え

ば
､

『

存
在
と

無
』

に

お

い

て
､

対

自
存
在
と

並

ん

で
､

い

や

そ

れ

以

上
の

重

要
性
を

与
え

ら

れ

て

綿
密
に

記

述
さ

れ

て

い

た

意
識
の

一

様
態
で

あ

る

こ

と
は

､

周

知

の

通

り

で

あ

る
｡

サ

ル

ト

ル

独

自
の

｢

視
線
+

の

哲
学
は

､

存
在

論
的
に

は

戦
争
中
に

出
版
さ

れ

た
こ

の

大

著
の

中
で

十

分
に

解

明

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

ち
ょ

う
ど

『

文

学
と

は

何
か
』

な

ど

戦
後
の

著
作
で

提
唱
さ

れ

た

か

の

観
を

与
え

る

｢

ア

ン

ガ

ー

ジ

ュ

マ

ン

+

の

理

論
が

､

構
造

的
に

は

『

存
在
と

無
』

で

十
分

説

明

さ

れ

て

い

た

と
い

う

事
情
と

相

通

ず
る

も
の

な
の

だ
｡

他

者
-

-
即
ち

｢

私
+

と

は

別

個
の

意
識
(

対

自
)

1
に

よ

っ

て

眺

め

ら

れ

た

私
の

意
識

､

｢

そ

れ

自

体

と

し
て

は

厳
密
に

対

自
に

留
ま

り
な

が

ら
､

し
か

も

全

く

異
っ

た

存
在
論
的

構
造
の

あ

る

型
を

示

(

6
)

す
よ

う
に

思

わ

れ

る

意
識
の

様
態
+

で

あ
る

対

他

存
在
が

､

一

九

五

〇

年
以

降
に

新
た

な

座

標

軸
と

な

り
､

特
に

文

学

作
品

中
の

人

物
(

た

と

え

ば
キ

ー

ン

､

ネ

ク

ラ

ソ

フ
､

フ

ラ

ン

ツ
)

を

形
成

す
る

大
き

な

鍵
と

な
っ

て

行
っ

た

の

は
､

そ

れ

で

は

ど
の

よ

う

な
理

由
に

よ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

私
は

､

そ

の

直
接
の

原

因
と

し
て

､

戦

争
体

験
に

裏
づ

け

ら

れ

た

サ

ル

ト

ル

の

倫
理

思
想
の

形
成

､

ジ

ャ

ン

･

ジ
ュ

ネ

と
の

出
会
い

､

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

(

特
に

そ
の

『

ヒ

㌣
-

鎗

マ

ユ

ズ

ム

と

テ
ロ

ル

』

)

の

影
響
な

ど

を

数
え
る

こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

思

う
｡

サ

ル

ト

ル

は
､

挫

折
に

終
る

政

治

的
文

学
を

一

方
で

創
造

し
て

い

る

時
期
に

､

他

方
で

こ

れ

ら

の

体

験
を

論
理

化

し
､

こ

う

し
て

徐
々

に
､

対

他

存
在
と
い

う
有
効
な

座
標
軸
を

育
て

上

げ

て

行
っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

｡

〓

第
二

次

大
戦
は

､

周

知
の

よ

う
に

サ

ル

ト

ル

に

深
い

影
響
を

与

え
た

が
､

そ

れ

を

最
も

集
約
的
に

示

す
も
の

と

し
て

､

私
は

特
に

拷
問
の

存
在
が

あ

る

こ

と

を

指
摘
し

た

い
｡

サ

ル

ト

ル

白
身
は

直

接
に

拷
問
で

痛
め
つ

け

ら

れ

た

経

験

を

持
た

な

か

っ

た

と

は

言

え
､

我
々

は

｢

沈
黙
の

共

和
国
+

を

初
め

と

す
る

一

連
の

エ

フ

セ

イ

で
､

拷
問
の

恐

怖
が

彼
に

ど

ん

な

傷
痕
を

残

し
た

か

を

う
か

が

い

知
る

こ

と
が

で

き

る
｡

彼
が

何
度
も

く

り

返

し
て

､

も

し

拷

問

さ

れ

た

ら

堪
え

る

こ

と

が

で

き

よ

う
か

と

自
問
し
た

こ

と

を

記
し

(

7
)

て

い

る

の

は
､

占
領
下
の

不

安
が

い

か

に

彼
の

日

常
生

活
に

浸
透

し
て

い

た

か

を

物
語

る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

場
合
の

不

安
と

は
､

決
し

て

肉

体

的
苦
痛
の

予

感
の

み

を

指
す
の

で

は

な
い

｡

人

間
が

孤

独
の

中
で

大
勢
の

他

人
の

運

命
を

背
魚
わ

ね

ば

な

ら

な
い

と
い

一

世

書

噛

l

-

せ

ゼ
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中

書

書

ぅ

不

安
ノ

抵
抗

超

勤
者

た

ち
の

生

死
を

左

右

す
る

立

場
に

あ

る

と

い

う
不

安
で

あ

る
｡

い

わ

ば
､

広

大
な

責
任

を

前

に

し

た

自
由
の

不

安
と

言
っ

て

も

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

と
こ

ろ

で
､

拷
問
と

は

言

う
ま

で

も

な

く

｢

悪
+

そ

の

も

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

こ

の

よ

う

な

｢

悪
+

の

支

配

下

で

生

き

た

こ

と

は
､

戦
後
に

展
開
さ

れ

る

サ

ル

ト

ル

の

倫
理

観
の

一

つ

の

基
礎
と

な
っ

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

な

ぜ

な

ら
､

サ

ル

ト

ル

自
身

､

次

の

よ

う

に

書
い

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

｢

政

治

的
レ

ア

リ

ス

ム

に

と
っ

て

も
､

哲
学
的

観
念
論
に

と

っ

て

も
､

悪
を

ま
と

も

に

扱
う
こ

と

は
で

き

な
か

っ

た
｡

と
こ

ろ
が

わ

れ

わ

れ

は
､

悪
を

ま

と

も
に

扱
う
こ

と

を

教
わ
っ

た

の

だ
｡

拷
問
が

日

常
的
事
実

で

あ
っ

た

時

代

に

生

き

た

と

し

て

(

8
)

も
､

そ

れ

は
わ

れ

わ

れ

の

罪
で

も

価
値
で

も
な

い
｡

+

こ

こ

で

サ

ル

ト

ル

の

言
う

｢

悪
+

と

は
､

決
し

て

抵
抗
運

動

着

と
い

う
｢

善
人
+

の

活
躍
で

除
去
し

得
る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い
｡

む

し

ろ
サ

ル

ト

ル

が

強

調

す

る

こ

と

は
､

拷

問
が

､

殆

ど

｢

至

高
な

意
志
+

に

よ
っ

て

作
り

出
さ

れ

た

普
遍

的
な

何
も
の

か

の

よ

う
に

､

一

切

を

支

配
す

る

｢

悪
+

で

あ

り
､

重
い

空

気
と

な

っ

て

フ

ラ
ン

ス

全

土

を

覆
い

､

こ

う
し
て

自

由
な

人

間
を

破

壊
す

る

｢

健
対

駒
←

な

亀
の

に

克
っ

た

と
. い

う

事
実
で

あ

る
｡

｢

我
々

が

食
べ

た

り
､

眠
っ

た

り
､

女
と

寝
た

り

し

て

い

た

時
に

､

パ

リ

の

あ

ち
こ

ち
で

人

間

破

壊
が

演
ぜ

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

我
々

は

知
っ

て

い

た
｡

我
々

は

筒
全

体

が

叫
び

声
を

発

す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る

の

を

き

き
､

そ

し
て

理

解
し

た
｡

自

由
で

至

高

な

意
志
の

結

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

実
で

あ

る

悪
は

､

善
と

同

様
に

絶
対

的

な

も

の

で

あ

る

こ

と

(

9
)

を
｡

+

(

傍
点

鈴

木
)

こ

の

最
後
の

言

葉
を

､

占

領
下

で

作
ら

れ

た

戯
曲

『

蝿
』

の

中

で
､

オ

レ

ス

ト

に

向
っ

て

語
る

ジ

ュ

ピ

テ

ル

の

言

葉
と

比

較
し

て

み

ょ

う
｡

ジ
ュ

ピ

テ

ル

の

言

う

｢

善
+

を

｢

恵
+

と

お

き

直

し

て

も
､

恐

ら

く

何
の

不

都
合
も

な

か
っ

た

と

思
わ

れ

る

寝
に

､

悪
は

｢

善
と

同

様
に

絶
対

的
+

な

も
の

と

し
て

把

握
さ

れ

て

い

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

｢

こ

の

世

界
は

書

き

も
の

だ
し

俺
は

俺
の

意
志

に

従
っ

て

こ

の

世

界
を

作
っ

た

の

だ
｡

そ

し
て

俺
こ

そ

正

に

善

な

の

だ
｡

(

中

略
)

善
は

至

る

所
に

あ
る

の

だ
｡

(

中

略
)

善
は

お

前
の

中
に

あ

り
､

お

前
の

外
に

あ

る
｡

そ

れ

は

鎌
の

よ

う
に

お

前
の

肉
体

を

貫
き

､

山
の

よ

う
に

お

前
を

押
し

潰
し

､

海
の

よ

う
に

お

前

〔

川
)

を

運
び

こ

ろ

が

す
の

だ
｡

+

戯
曲
は

占

領
下
に

上

演
さ

れ

た

の

で

あ

り
､

そ

の

当

時
の

抵
抗

運

動

着

や
践

に

は
､

ジ
ュ

ピ

テ

ル

の

言

う

｢

善
+

が

｢

自

由
で

至

朋
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高
な

意
志
の

結
実
で

あ

る

悪
+

と

し
て

映

じ

た

で

あ

ろ

う
こ

と

は
､

殆
ど

疑
い

の

余
地
の

な
い

と
こ

ろ
だ

｡

ヽ

ヽ

し
か

し

な
が

ら
､

こ

の

言

葉
は

同

時
に

､

神
か

ら
一

人
の

自
由

ヽな

人

間
に

向
っ

て

発
せ

ら

れ

た

も
の

で

あ

る

こ

と

も

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

｡

ジ
ュ

ビ

テ

ル

と
オ

レ

ス

ト

の

関
係
の

設

定
が

､

ナ

チ

の

眼

を
ご

ま
か

す
た

め
の

も
の

で

あ
る

こ

と

を

勘

定
に

入

れ

つ

つ

も
､

こ

の

言

葉
を

字
義
通

り

に

受
け

と
る

こ

と

も

ま

た

十

分

可

能

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

神
は

存
在
で

あ

り
､

充
実

で

あ

り
､

善
そ

の

も
の

で

あ
る

｡

と

す
れ

ば
､

そ

れ

に

対

す
る

悪
と

は
､

不

完

全

な

も
の

で

あ

り
､

欠
如
で

あ

り
､

非
存
在
で

な
け

れ

ば

な

る

ま
い

｡

だ

か

ら
こ

そ

ジ

ュ

ピ

テ

ル

は
､

さ

き
の

引

用
に

つ

づ

け

て
､

オ

レ

ス

ト

に

言

う
の

で

あ

る
｡

｢

お

前
は

悪
を

行
な
っ

た

と

言
っ

て

び

ど

く

自
慢

し
て

い

る

が
､

そ

の

悪
と

は
､

存
在
の

反

映
で

あ

り
､

脱
け

道
で

あ

り
､

善
に

支
え

ら

れ

な

け
れ

ば
あ

と

か

た

も

な

く

な

イ
マ

ー
小

シ
ュ

る

ま

や

か

し
の

影

で

な

く

て

何
で

あ

ろ

う
｡

+

恰
も

存

在
に

対

す
る

非

存
在

､

即

自
に

対

す
る

対

自
の

よ

う
に

､

完
全

無
欠
の

神

の

善
に

対

し
て

､

悪
と
は

､

欠

如
で

あ
る

と
こ

ろ
の

人

間
存
在
の

も
の

で

あ

る
｡

ま
た

そ

の

欠
如
こ

そ
､

サ

ル

ト

ル

に

と
っ

て

は
､

意
識
の

脱
自
性
を

可

能
に

す
る

も
の

で

あ

り
､

意
識
存
在
の

空

無

化
に

､

つ

ま

り

自
由
に

つ

な

が
っ

て

い

た

と

言
え

る

だ

ろ

う
｡

後

に

サ

ル

ト

ル

は

巧

妙
な

比

喩
で

こ

の

神

と

鵜

舟

す
る

人

間
の

自
由

9 卓

(

1 1
)

を

語
る

こ

と

に

な
る

の

だ

が
､

い

ず
れ

に

し

て

も
､

こ

の

よ

う
に

ジ

ュ

ピ

テ

ル

の

ロ

を

潜
り
て

悪
を

人

間
の

側
に

び

き
つ

け
た

と
こ

ろ
に

､

後
年
『

ボ

オ

ド

レ

ー

ル

論
』

か

ら

『

悪
魔
と

神
』

を

経
て

『

ジ
ュ

ネ

論
』

へ

と

発

展
す
る

サ

ル

ト

ル

の

倫
理

思

想
の

萌
芽
が

あ

り
は

し

な
い

か
｡

そ

の

よ

う
に

考
え

れ

ば
､

拷

問
と

い

う
悪

は
､

同

時
に

こ

の

上

な
い

人

間
謳
歌
に

も
つ

な
が

り

得
る

も

の

と

な
る

の

だ
｡

人

間
は

､

そ

の

欠

如

故
に

､

そ

の

悪
政
に

､

神
に

譲

ら
ぬ

存
在
と

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

自
由
な

人

間
を

設

定
し

て

し

ま

え

ば
､

神
は

万

能

で

あ

る

こ

と

を

止

め

て

後
退

す
る

｡

サ

ル

ト

ル

の

思

想

は

無

神
論

的
実
存
主

義
と

言
わ

れ

て

い

る

け
れ

ど

も
､

そ

れ

は

神
の

不

在
を

証

明

す
る

無
神

論
と

い

う
よ

り

も
､

神
が

た

と

え

存
在
す
る

と

し

て

も

人

間
の

自
由
に

何
ら

変
り

な
い

と
い

う
考
え

方

で

あ
る

｡

つ

ま

り

神

は

無
力

な
の

だ
｡

で

は
､

そ

の

よ

う

な

意

味
で

の

｢

神

(

=

善
)

な
き

世

界
+

に

於
て

､

悪
に

対

抗
す
る

も
の

は

何
か

｡

も

し

も

そ

れ

が

新
た

な

善
で

あ

る

な

ら

ば
､

我
々

は

単
純
な

善
悪

二

元

論
に

陥

り

か

ね

な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

疑
問
に

対

す
る

回

答

は
､

す
で

に

『

蝿
』

の

中
の

､

｢

ア

ル

ゴ

ス

の

連
中

は

暴

力

で

癒

や

し
て

や

ら
ね

ば

な
ら

な
い

｡

恵
を

う

ち

破
る

の

は

他
の

悪
で

し

一

せ

_

鵡

l

†

伸

輔



( 9 5 ) サ ノレ ト ル に お け る客 体 性 と 自由

一

書

_

紗

-

.

軸

外

(

ほ
し

か

な
い

か

ら
だ
+

と
い

う
一

節
に

現
わ

れ

て

い

る
｡

善
で

は

な

く

て

別
な

悪
が

必

要
だ

､

と

は
､

戦
後
の

サ

ル

ト

ル

が

好

ん

で

主

張

し

た

と
こ

ろ
だ

｡

た

と

え

ば

彼
の

暴

力

論
や

､

欺

瞞
に

つ

い

て

の

考
え

方
が

そ

れ

で

あ

る
｡

勿
論

､

暴
力
も

欺

瞞
も

､

そ

れ

だ

け
を

抽
象
的
に

と

り

上

げ

れ

ば
一

つ

の

｢

失

敗
+

で

あ

る

こ

と
を

認
め

な
け

れ

ば

な

る

ま
い

｡

が
､

我
々

が

暴
力

と

欺
瞞
の

世

界
に

い

る

以
上

､

そ

れ

を

停
止
さ

せ

る

手

段
も

ま

た

暴
力

と

欺

瞞
で

し

か

あ

り

得
な
い

､

た

と

え
そ

れ

が

悪
を

永
続
化

す
る

危
険
を

学
ん

で

い

る

に

し
て

も
､

我
々

に

は

こ

れ

以

外
の

通
が

残
さ

れ

て

い

な
い

､

と

サ

ル

ト

ル

は

考
え

る

の

で

あ

る
｡

『

墓
場
な
き

死

者
』

の

囚

人

た

ち
が

仲

間
の

少

年
の

首

を

し

め

る

時
､

『

汚
れ

た

手
』

の

エ

ド

も

レ

ル

が
､

生

れ

な

が

ら

に

嘘
を

相

続

し

て

い

る

と

言

う

時
､

又

『

悪
魔
と

神
』

の

ナ

ス

チ

や

カ

ル

ル

が

迷

信
と

知
り

つ

つ

魔
女
の

ま
じ

な
い

を

受
け

る

時
に

､

彼
ら

は

虚
偽
を

逆
手

に

と
っ

て

虚
偽

を

停
止

さ

せ

よ

う

と

し

て

い

る

の

だ
｡

ゲ
ッ

ツ

が
､

同

じ

く

『

悪

魔
と

神
』

で
､

服
従

し

な
い

部
下
を
一

突
き
に

殺
害
す
る

と
い

う

暴
力
に

よ
っ

て

暴
力
に

対

す
る

闘
い

を

開
始
す

る

の

も
､

同

様
な

理

由
に

よ

る

の

で

あ

る
｡

だ

が

ま

た
一

方
で

サ

ル

ト

ル

は
､

｢

我
々

は

決
し

て

意

を

選

ぶ

ハ

1 3
)

こ

と

が

で

き

な
い

｡

我
々

の

選
ぶ

も
の

は

常
に

善
で

あ

る
+

と

も

書
い

た

の

で

は

な
か

っ

た

か
｡

こ

れ

は
一

見

矛

盾
す
る

言
葉
の

よ

う
に

見
え

る

が
､

サ

ル

ト

ル

は
こ

こ

で

決
し
て

存
在
す
る

善
､

即

ヽ

ヽ

自
的
な

善
を

主

張
し
ょ

う
と

し

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

人
は

も
の

を

手

に

と

る

よ

う
に

善
を

選

択

す
る

の

で

は

な
い

｡

善
と

は

既
成

の

秩
序
の

こ

と
で

は

な

く

選
択
と

同

義
で

あ

り
､

一

瞬
々

々

の

自

ヽ

ヽ

ヽ

由
の

こ

と
で

あ

り
､

存
在
す
べ

き

も
の

で

あ
っ

て

存
在

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

い

わ

ば

善
を

選

ぶ

と

は
､

存
在
す
る

善
を

香
足

し
､

(

1 4
)

存
在

し

な
い

価
値
を

選
ぶ

こ

と
に

外

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

以

上
で

明

ら
か

な
よ

う
に

､

サ

ル

ト

ル

の

倫
理

は

ま

ず
第

一

に

既

成

道
徳
の

否
定
の

上

に

成

立
っ

て

い

る
｡

又
､

彼
の

考
え

る

価

値
と
は

､

一

瞬
毎
に

作
ら
れ

る

も

の

で

あ

り
､

人

間
の

自

由
な

選

択
と

授
企

(

胃
○

甘
t
)

で

あ

る
｡

そ

れ

は

神
を

必

要
と

せ

ず
､

ま

た

神
と

同

時
に

､

｢

即
自

的

善
+

に

も

訣
別

す
る

も

の

な

の

だ
｡

し
か

も

サ

ル

ト

ル

が

単
に

抽
象
的
に

自
由
な

選

択
を

考
え

る

の

で

は

な
く

､

具
体

的
な

状

況
の

中
に

あ

る

自
由
を

考
え
て

い

た

こ

と

は
､

今

更
こ

と

わ

る

ま

で

も

あ

る

ま
い

｡

人

間
が

自
己
の

お

か

れ

た

状
況

を

明

断
に

意
識
し

､

そ

の

状

況
の

含
む

危
険
や

責
任
を

全

面

的
に

引

受
け

､

た

と

え

屈

辱

的

な

も

の

で

あ

ろ

う
と

も

自

分
の

状

況
を

断
乎

と

し
て

自

分
の

も
の

と

し
て

要
求
す
る

こ

と
､

こ

れ

が

常
に

状
況
の

中
に

お

か

れ

て

い

る

意
識
存
在
の

あ

る
べ

き

姿
で

郎
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あ

り
､

サ

ル

ト

ル

は

こ

れ

に
､

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ト

の

用

語
か

ら

潜
り

た

｢

原
本

性
+

(

呂
t

訂
n
t

琵
t

恥

)

と
い

う
名

を

与

え

た

の

で

あ

る
｡

(

1 5
〕

彼
の

倫
理
の

中

核
と

な
る

の

は
､

従
っ

て

こ

の

原
本

性
に

外
な

ら

な
い

と

言
っ

て

も

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

三

以

上
に

略
述
し

た

サ

ル

ト

ル

の

倫
理

は
､

大

戦
中
か

ら

戦
後
に

か

け
て

体

系
化
さ

れ

て

行
っ

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対

し

て

他

者
は

､

白
由
の

制
限
･

限
界
と

し
て

､

そ

れ

だ

け

に

無

視
で

き

な

い

存
在
と

し
て

現
れ

る
｡

特

に

戦

争
と

拷

問
の

場
と
に

於
て

は
､

死
と

並

ん

で

他

者
の

存
在
が

､

自

由
の

限
界
と

し
て

鋭
く

浮
び

上

る

筈
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら

拷
問
と

は
､

死
刑

執
行

人
が

犠
牲

者
の

肉
体
(

即
ち

事

実
性
)

を

痛
め
つ

け
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

意
識
(

即

ち

自

由

性
)

を

屈
服
せ

し

め

る
こ

と

だ

か

ら

で

あ

り
､

又

逆
に

頑

と

し
て

口

を

割
ら

な
い

犠
牲
者
の

前
で

は
､

拷
間
者
は

己
れ

の

自

由
の

限

界
を

さ

ら

け

出
す
か

ら
で

あ
る

｡

死

刑
執
行
人

と

犠
牲

者

の

作
る

こ

の

極
限
の

状

況
で

は
､

互
い

に

他

者
を

除
外

し

て

自
由

や

原
本

性
を

考
え
る

こ

と

は

不

可

能
だ

｡

拷

問
と

は
､

実
に

他

者

と

の

闘
い

の

こ

と

に

外
な

ら

な
い

｡

サ

ル

ト

ル

が

こ

れ

を

｢

死
刑

(

1 6
)

執
行
人

と

犠
牲
者
と
の

､

緊
密
な

､

殆
ど

性
的
な
+

関

係
と

言
っ

た

の

は
､

性
的

関
係
こ

そ

他

者
に

対

す
る

最
も

基

本

的

な
あ

り
ム

〃

細

を

指
し
て

い

る

か

ら

で

あ

る
J

そ

れ

故
■.

私

は

『

髄
』

の

直

後

に
､

一

見

戦
争
と

は

無

縁
な

『

出
口

な

し
』

が

占
領
下
の

パ

リ

で

上

演
さ

れ
､

こ

う
し
て

｢

他

者
地

獄
+

が

舞

台

化

さ

れ

た

こ

と

を
､

極
め

て

重

要
な
こ

と

と

考
え

る
｡

作
品
の

ス

ケ

ー

ル

は

段
違

い

で

あ

る

が
､

後
に

な
っ

て
､

植
民
地

戦

争

下
の

フ

ラ

ン

ス

で

『

ア

ル

ト

ナ

の

幽

閉
者
』

の

発

想
を

得
た

こ

と

と

同

様
に

､

こ

こ

に

は

具

体

的

現

実
が

想

像
の

作
品
へ

と

結
晶
し

て

ゆ

く

典
型

的
な

過

程

を

見
る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

｡

ソ

ー

セ

街
ヤ

シ

ェ

ル

シ

ユ

‥
､

､

デ
ィ

得
で

行
な

わ

れ

て

い

た

拷

問
は

､

パ

リ

を

他

者
地

獄

と

化
し
て

い

た
｡

サ

ル

ト

ル

は
､

四

六

時
中
パ

リ

が

叫
び

声
を

発

し
て

い

る

こ

と

を

承

知

し
て

い

た

筈
だ

｡

『

出
口

な

し
』

の

主

題

が

少
々

抽
象
的
に

見

え

る

こ

と
は

事
実

と

し
て

も
､

こ

れ

が

善
か

れ

た

時
期
か

ら

見

て
.

以
上

に

ふ

れ

た

当
時
の

現

実
に

影
響
さ

れ

ず
に

創
ら
れ

た

と

は

考
え
に

く
い

｡

そ

れ

は

決
し
て

戯
曲
が

占

領

ヽ

ヽ

下
の

パ

リ

を

表
現
し

て

い

る

と
い

う

意
味
で

も

な

く
､

ナ

チ

に

対

す
る

憎
悪
や

抵

抗
へ

と

観
客
を

か

り

立
て

る

目

的
で

書
か

れ

た

と

い

う
意
味
で

も

な
い

｡

そ

の

よ

う

な

効
果
に

期

待
す
る

文

学
の

可

能
性
は

､

殆
ど

零
に

等
し

い

だ

ろ

う
｡

こ

れ

に

反

し
て

サ

ル

ト

ル

ヽ

ヽ

ヽ

は
･

た

だ

こ

こ

に
､

死

と

他

者
と

が

人

間
の

自

由
を

奪
い

､

人

間

一

書

一

旬

.

}

叫

ゼ



( 9 7 ) サ ル ト レ に お け る 客 体性 と 自由

書

や

一

曲

.

サ

サ

ー

ヽ

ヽ

を

他
人

に

と
っ

て

の

存
在
=

も

の

に

変
え

る

こ

と

を

示

す
こ

と
に

ょ

り
､

普
遍

性
に

ま
で

高
め

ら

れ

た

他

者
地

獄
を

描
こ

う
と

し
た

(

1 7
)

の

で

あ

る
｡

戦
後
に

発

表
さ

れ

た

『

墓
場

な
き

死

者
』

で

は
､

こ

れ

を

よ

り

具
体

的
な

拷
問
の

場
で

描
こ

う
と

す
る

努
力
が

見

ら
れ

る
｡

拷
問

者
は

犠
牲

者
の

身
体

を

自

由
に

扱
う

｡

手

足
を

縛
ら

れ

た

捕
虜
に

対

し
て

､

自
由
な
の

は

拷
問

者
の

筈
だ

｡

と
こ

ろ
が

彼
ら

は
､

自

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

自
を

引

出

す
た

め
に

､

つ

ま
り

犠
牲
者
の

自

由
を

屈

服
さ

せ

る

た

ヽ

ヽ

め
に

､

鞭
を
ふ

る

い
､

犠
牲
者
の

手

足
を

折
る

の

だ

か

ら
､

遂
に

自
白
が

引

出
せ

な
い

時
に

急
に

主

客
が

願
倒
し

て
､

優
位
に

立
つ

の

は

今
度
は

犠
牲
者
の

方
な
の

だ
｡

犠
牲
者
の

視
線

が

拷

間
者
の

ヽ

ヽ

無
力

と

失

敗
を

見

通

す

時
に

､

も
の

に

な
り

対

象
と

な

る

の

は

拷

問
者
な
の

だ
｡

『

墓

場

な
き

死

者
』

は
､

こ

の

関

係
の

中

の

特

に

レ

一シ
ス

タ

ソ

犠
牲
者
の

意
識
に

光
を

当
て

て

い

る
｡

捕
え

ら

れ

た

抵
抗
運

動
着

た

ち

は
､

頑
と

し
て

一

つ

の

秘

密
を

拷

問
者
に

洩
ら
そ

う
と

し

な

い
｡

し
か

も
こ

の

沈
黙
は

､

獄

外
の

人
々

の

生

命
を

守
る

と

い

う

使
命
感
か

ら

発
し

た

と

は

い

え
､

今
で

は

己
れ

の

名

誉
と

優
位
を

確
認
す
る

た

め
の

自
白

拒
否
に

な

り

変
っ

て

い

る
(

自
尊

心
の

テ

ー

マ

)

｡

従
っ

て

彼
ら

は
､

た

と

え

拷

間
者
を
ぺ

て

ん

に

か

け

る

た

め
で

あ
っ

て

も
､

ま
た

偽
の

自
白
を

行

な
っ

て

自

分
遵
の

生

命
を

救
う

た

め

で

あ
っ

て

も
､

自

白

し
た

と

見

な

㌢

れ

る
r

〕

と

を

執
拗

に

拒
も

う

と

す
る

｡

も

し

拷

問

着
た

ち

が

自
白

を

引

出
し

得
た

と

思
っ

た

な
ら

､

彼
ら
の

勝
誇
る

眼
差
の

前
で

犠
牲
者
は

一

片
の

肉

ヽ

ヽ

塊
(

つ

ま
り

も

の
)

に

変
化

す
る

か

ら

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が

こ

の

｢

自

尊
心
+

こ

そ
､

実
は

彼
ら
が

客
体
化

さ

れ

て

い

る

何
よ

り
の

証
左

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

彼
ら

は
､

そ

の

沈
黙

に

よ
っ

て

拷
間
者
に

打
ち

勝
と

う

と

し

乍
ら

､

実
は

拷
間
者
の

眼

に

と

ら

え

ら
れ

た

対

象
(

己

れ
の

客
体

性
)

に

支

配
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

彼
ら

の

勝
利
と

は
､

自
分

達
の

勝
利
を

信
じ

さ

せ

る

こ

と
に

外

な

ら
な
い

｡

こ

う

し
て

犠
牲
者
た

ち

は
､

そ

の

勝
利
ま

で

他

者
の

意
識
に

左

右

さ

れ

る

こ

と
に

な

り
､

い

つ

か

再
び

対

他

存

在
に

席
を

譲
っ

て

い

た

わ

け
だ

｡

そ

こ

で

真
の

問
題
は

､

対

地

存

在
に

於
る

自
由
の

契
機

を

ど
こ

に

求
め

る

か

と

い

う

こ

と

に

な

る
｡

そ

れ

に

つ

い

て

は

後
に

詳
し

く
ふ

れ

る

が
､

い

ず
れ

に

し
て

も

拷

問
が

単
純
な

善
悪
の

問
題
で

は

な

く
､

他

者
と

の

相

剋
の

極

限
の

姿
を

提
起

し
て

い

る

こ

と

は
､

以
上

に

よ
っ

て

明

瞭
で

あ
ろ

(

1 8
)

1

つ
0

サ

ル

ト
ル

の

神
な

き

世

界
に

於
て

､

価

値
が

善
の

中
に

は

な

く
､

人

間
の

行
為
の

原

本

性
に

あ
る

こ

と
､

ま

た

悪
そ

の

も
の

で

あ

る

よ

う
に

見
え

る

状

況
が

同

時
に

他

者
と
の

粕

剋
と
い

う

人

間

即
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関

係
の

集

約
で

も

あ

る

こ

と
を

､

私
は

今
一
ホ

し

得
た

と

思
う

｡

つ

ま

り

サ

ル

ト

ル

の

倫
理
の

中
心

と

な

る

課
題

は
､

他

者
に

対

す
る

原
本

的

な

あ

り

方
の

追

求
で

あ
る

と

言

う
こ

と
が

で

き

る

の

だ
｡

こ

の

よ

う
に

考
え

れ

ば
､

さ

き
に

神
と

人

間
の

関
係

､

充

実
と

欠

如
の

関
係
に

於
て

と

ら

え

た

善
悪
が

､

実
は

他
者

に

対

す
る

関

係

の

中
に

現

れ

る

も
の

で

あ

る

こ

と

も

諒
解
さ

れ

る

だ

ろ

う
｡

一

民

族
･

一

国

家
･

一

社

会
の

道

徳
は

､

し

ば
し

ば

死

刑

執
行
人

と

犠

牲
者
の

関

係
を

指
し

示

す
｡

反
ユ

ダ

ヤ

主

義
･

人

種
差
別

等
は

､

そ

れ

ぞ

れ
一

つ

ゐ

道

徳
で

あ

る
｡

そ

れ

は

他

者
の

服
を

示

し

て

お

り
､

ユ

ダ

ヤ

人
･

黒
人

･

朝
鮮
人
た

ち

は
､

白
人

･

日

本
人

に

見

ら

れ
､

客

体
と

な

る

の

で

あ

る
｡

サ

ル

ト

ル

が
､

『

ユ

ダ

ヤ

人

問

題
の

考
察
』

(

一

九
四

六
)

を

書
い

て

以

来
､

一

貫
し
て

人

相

差

別

や

植
民

地

主

義
を

攻

撃
し
て

来
た

の

は
､

決
し

て

単
に

美
し

い

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

名
に

お

い

て

で

は

な

く
､

主

体
で

あ

る

白

人
･

フ

ラ

ン

ス

人

を

善
と

し
､

客
体

で

あ

る

原

住

民
･

ユ

ダ

ヤ

人

を

悪

と

す
る

マ

ニ

ケ

イ

ス

ム

が
､

人

間
を

岩
の

塊
か

何
か

の

よ

う

に

不

ヽ

ヽ

動
な

､

即

日

的
な

も
の

と

し
､

こ

う
し

て

人

間
の

条
件
を

完
全

に

否
認

す
る

た

め

で

あ

る
｡

し
か

も
サ

ル

ト

ル

は
､

こ

れ

が

主

体
一

客

体
の

関

係
で

あ

る

以

上
､

善
は

悪
を

､

悪
は

善

を

必

要
と

し
､

互
い

に

支

え

あ

う

も

の

で

あ

る

こ

と

を

見

抜
い

て

い

た
｡

ユ

ダ

ヤ

人

は
､

反
ユ

ダ

ヤ

主

義
者
の

視

線
に

さ

ら
さ

れ

て

ユ

ダ

ヤ

人

と

な

払

る
､

と
い

う
サ

ル

ト

ル

の

主
張
は

､

｢

も
し
ユ

ダ

ヤ

人

が

存
在

し

な
い

と

す
れ

ば
､

反
ユ

ダ
ヤ

主

義
は
ユ

ダ

ヤ

人

を

作
り

出
す
で

あ

(

1 9
)

ろ

う
+

と
い

う

言

葉
と

表

裏
一

体

を

な

し
て

い

る
｡

つ

ま

り

既

成

の

善
は

悪
を

必

要
と

し
て

い

る

の

だ
｡

こ

れ

と

同
じ

く
､

悪
を

選

ヽ

ヽ

び

恵
を

行
な
っ

て

悔

恨
に

び

た

る

人
々

は
､

そ

の

悪
に

よ
っ

て

却

っ

て

菩
を

支
え

る

こ

と

に

な
る

｡

悔

恨
は

､

既
成
の

善
を

守
る

最

良
の

武
器
で

あ

る
｡

悔

恨
に

よ
っ

て
､

人
々

は

ま
っ

と

う
な

人

間

サ

p

-

(

サ

ル

ト

ル

の

所

謂
る

｢

礁
で

な

し
+
)

に

服

従
し

､

社

会
の

市

民

権
を

得
る

｡

た

と

え

ば

『

蝿
』

の

ア

ル

ゴ

ス

の

人
々

が

そ

う
で

あ

り
､

又
､

サ

ル

ト

ル

が

『

ボ

オ

ド

レ

ー

ル

論
』

で

展
開
す
る

批

判
も
こ

れ

と

同
じ

基
盤
に

立
っ

た

も
の

で

あ
る

｡

『

悪
の

葦
』

の

詩
人
は

､

一

見

悪
を

逮

ん

で

い

る

よ

う
に

見
え

る

が
､

実
は

惑
を

遂

行
す
る

こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

と

逆
に

善
を

保
持
し

､

善
に

仕
え

､

か

く

て

善
を

讃
え

る

た

め
に

悪
を

行
な

う
こ

と
に

な
る

､

と
い

う
の

が

サ

ル

ト

ル

の

批
判
の

要
点
で

あ

る
｡

｢

や

や

詳
細
に

詩
人

の

生

涯

と

作

品

を

検

討
す
る

と
､

彼
が

他

者
か

ら

道

徳
観
を

受
け

と
っ

て

お

り
､

そ

れ

を

い

さ

さ

か

も

疑
問
視
し

て

い

な
い

こ

と

に

人
は

驚

(

幻
)

か

さ

れ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

善
と

悪
と

が

支

え

あ

い

乍
ら

既

成
の

秩

序
を

維

一

や

ゼ

鳴

l

㌢

せ

一
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書

中

■

さ

.

ヤ

ー

計

拝
し

て

ゆ

く
と

い

う

悪
循

遠
は

､

ど
こ

で

た

ち

切

ら
れ

る

で

あ

ろ

ぅ
か

｡

こ

こ

に

他

者
と

の

関

係
の

原

本
性

､

対

伯

存
在
に

於
る

自

由
の

契
機
な
ど

が

密
接
に

か

か

わ

り

合
っ

て

く
る

の

は
､

当

然
の

こ

と

と
い

わ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

と

こ

ろ
で

『

蝿
』

の

オ

レ

ス

ト

や

『

墓

場
な
き

死

者
』

の

大

部

分
の

犠

牲

者
の

立

場
､

そ

し

て

又

『

実

存
主

義
は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

』

や

『

ボ

オ

ド

レ

ー

ル

論
』

に

於
る

サ

ル

ト

ル

の

立

場
は

､

対

自

存
在
の

自

由
を

主

張
し

､

対

象

化
さ

れ

た

己

れ

の

主

体
を

再
び

回

復
す
る

と

い

う

努
力

に

要

約
さ

れ

る
｡

｢

自

分
の

善
+

､

｢

自

分
の

道
+

な

ど

と

い
､
う

表

現

が

頻

繁

に

見
ら

れ

る

の

は

そ

の

た

め

で

あ

る
｡

し
か

し
こ

れ

と

並

ん

で
､

自
己
の

客

体

性
の

根
拠
で

あ

る

他

者
の

自

由
を

そ

の

ま

ま

自

分
の

も
の

に

し

よ

う

と

す
る

倫
理

も

あ

り

得
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

が

『

自

由
へ

の

道
』

の

ダ

ニ

エ

ル

の

場

合
で

あ

る
｡

『

自

由
へ

の

道
』

第
一

部
の

中
心

的
な

存
在

は

孤

独
で

死
の

よ

う

な

対

自
の

自

由
に

し

が

み

つ

く
マ

チ

ゥ

･

ド

ラ

ヴ
ユ

で

あ

る

が
､

ダ
ニ

エ

ル

は
､

共

産
主

義

者
ブ

リ
ユ

ネ

と

は

異
っ

た

意
味

で
､

マ

テ

ゥ

と

対

照

的
な

人

物
と
し

て

設

定
さ

れ

て

い

る
｡

彼
は

自

分
が

男
色

家
で

あ

る

と
い

う
こ

と

を

わ

ざ

わ

ぎ
マ

テ

ゥ

に

告
げ

に

来
る

の

だ

が
､

そ

れ

は
､

こ

の

こ

と

が

マ

テ

ヶ

に

｢

ど
ん

な

効

果
を

与

え

る

か

見
た

か

っ

た
+

か

ら
で

あ

り
､

又

｢

こ

れ

を

知
っ

て

い

る

者
が

あ

る

と

す

れ

ば
､

自

分
で

も
い

つ

か
(

男

色

家
で

あ

る

へ

2 1
)

こ

と

を
)

信
ず
る

よ

う
に

な
る
+

か

ら
で

あ

る
｡

誰
か

が

自

分

を

憐
み

の

眼
で

見
つ

め

て

お

り
､

そ

の

為
に

恥
辱
と

憎
悪
を

感
ず
る

ヽ

ヽ

こ

と
､

そ

の

こ

と

に

よ
っ

て

ダ

ニ

エ

ル

は

男
色

家
に

な
る

｡

男
色

家
と

は

い

わ

ば

他

人
の

対

象
と
な

る

人

間
､

自

己
を

客
体
化

し
､

即

自

化

す
る

と
こ

ろ
の

一

つ

の

視
線
を

設
定

す
る

人

間
で

あ

る
｡

従
っ

て
､

彼
を

見
つ

め

る

視

線
は

決
し

て
マ

テ

ゥ

の

視
線
で

あ
▲

る

必

要
は
な

く
､

｢

人
が

私
を

見
る

(

O
n

m
G

d

d

吉
+

と

言
う

だ

け

で

十

分
で

あ

る
｡

更
に

｢

人
+

と

言
う

必

要

す

ら

な

く
､

｢

そ

れ

が

私
を

見
る

(

爪

由

ヨ
e

≦
)

王
+

､

｢

私

は

見

ら
れ

て

い

る

(

-

e

班

已
∽

(

2 2
)

七

ロ
)

+

と

言

う
だ

け

で

足
り

る
｡

問
題
は

､

私
が

対

象
性
を

得
る

こ

ヽ

ヽ

と
で

あ
っ

て
､

誰

(

何
)

が

見
て

い

る

か

で

は

な
い

｡

こ

う

し
て

､

絶
対

的
他

者
と

し

て

の

神
の

観
念
が

生

れ

る

の

で

あ
る

｡

(

2 3
)

｢

神
が

ダ
ニ

エ

ル

を

見
て

い

た
｡

+

神
は

普
遍

的
な

視
線
で

あ

り
､

証

人
で

あ

る
｡

そ

れ

は

ダ
ニ

エ

ル

の

対

象

性
を

作
る

存

在
で

あ

る
｡

『

悪

魔
と

神
』

の

ゲ
ッ

ツ

も
､

長
い

夜
の

中

を

歩
み

乍
ら

神
に

呼
び

か

け
る

が
､

そ

れ

は

や

は

り

彼
が

私
生

児
と

し
て

､

男
色

家
と

同

様
に

客
体

性
を

身
に

感
じ
て

舶
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い

る

か

ら
な
の

だ
｡

サ

ル

ト

ル

に

於
て

は
､

夜
の

イ

メ

ー

ジ

は
一

贋

屡
神
に

連
な

る
｡

夜
と

は

暗

闇
で

あ

り
､

ど
こ

に

潜

ん

で

い

る

の

か

分

ら
ぬ

視

線
の

存
在
を

暗

示

す
る

も

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

絶

対

的
他

者
で

あ
る

神
に

通

じ
る

か

ら
で

あ

る
｡

サ

ル

ト
ル

の

哲
学

は

視
線
の

哲
学
だ

か

ら
､

も
の

を

見
る

と

い

う
こ

と

は

彼
の

関
心

ヽ

ヽ

の

中
枢
に

す
え

ら

れ

る

の

だ

が
､

自
分
の

周

囲
に

も
の

の

存
在
を

ヽ

ヽ

見

出
せ

な

い

時
(

即
ち

暗
闇
の

中
で
)

､

人

は

自

分
を

も

の

と

感
ず
る

ヽ

ヽ

以

外
に

仕
方
が

な
い

｡

又
自

分
が

も

の

で

あ

る

な

ら
､

自

分

を

対

象
化

す
る

偽

者
(

即
ち

自

分

以

外
の

主

体
)

が

必

要
と

な

る

筈
だ

じ

そ

れ

を

サ

ル

ト

ル

は
､

ダ

ニ

エ

ル

や

ゲ
フ

ツ

を

通
し

て

神
と

ネ
づ

け

た

の

で

あ

る
｡

｢

前
の

晩
､

シ

ー

ツ

の

中
で

汗
び
っ

し
ょ

り

に

な

り

乍
ら

､

神
の

存
在
を

感
じ

､

ダ
ニ

エ

ル

は

自

分
が

カ

イ

ン

の

よ

う
な

気

が

し

た
｡

神
さ

ま
､

あ

な

た

が

お

創
り

に

な
っ

た

通

り
､

卑
怯

(

2 5
)

者
で

､

空
っ

ぽ

で
､

男
色
の

私
で

ご

ざ
い

ま

す
｡

+

ダ
ニ

エ

ル

が

こ

の

よ

う
に

自
分

を

客

体

祝

す
る

の

は
､

一

つ

に

は

即

自

存

在
の

充

足
に

惹
か

れ

る

か

ら
で

あ

る

が
､

又

同

時
に

彼

が

男
色
家

と

見
な
さ

れ
､

社

会
の

恵
を

背
負
っ

て

い

た

た

め

で

も

あ
る

｡

彼
に

と
っ

て
､

社

会
の

善
人

た

ち

は
､

自

分
を

見
つ

め
て

い

る

主
体

で

あ

り

視
線
で

あ

っ

た

の

だ
｡

彼
は

自
分
が

ヵ

ィ

ン

の

(

2 4
)

ル

に

於
て

は
､

夜
の

イ

メ

ー

ジ

は

蜃

末
裔
で

あ

り
､

ま
っ

と

う
な

社

会
に

容
れ

ら
れ

な
い

こ

と

を

承

知

脚

し

て

い

た
｡

だ

か

ら
こ

そ

ナ

チ

占
領
下
の

パ

リ

に

於
て

､

自
分

を

対

象
化

し
て

い

た

秩
序
が

崩

壊
し

､

悪
の

治

世
が

始

ま
っ

た

と

感

ず
る

時
に

､

ダ
ニ

エ

ル

は

幸
福
を

感
ず
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

惑
と

客
体

性
と

が

重

な

り

あ
っ

て

行
く
の

ほ
､

後
に

『

ジ
ュ

ネ

論
』

で

展
開
さ

れ

る

テ

ー

マ

だ

が
､

そ

れ

の

み

で

な

く
､

ダ
ニ

エ

ル

が

既

に

ジ
ュ

ネ

の

よ

う
に

､

女

役
の

(

つ

ま

り

受
身
の

)

男

色

家
と

し

て
､

二

重
の

客

体

性
を

賦

与

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

注

目
さ

れ

ね

ば

な

る

ま
い

｡

た

と

え

ば

次
の

一

節
｡

｢

二

十

年
来
つ

づ

い

て

来
た

裁
判

｡

ベ

ッ

ド

の

下
に

ま
で

ス

パ

イ
｡

通

行

人

は
み

な

検
事
例
の

証

人
か

裁
判

官
｡

或
い

は

そ

の

両

方

だ
｡

彼
の

言

葉
は

悉
く

彼
に

不

利
な

証

拠
と

な
っ

た
｡

〔

2 6
)

･

そ

れ

が
､

突
然

､

ぐ
っ

た

り

と

潰
滅
し

た

へ

監
b

呂
d

邑
e
)

｡

+

こ

こ

に

は

カ

フ

カ

と

ジ
ュ

ネ

を

同
時
に

見

る

こ

と

が

で

き

る

が
､

と

り

わ

け

d
か

b

呂
計
計

と
い

う
語
が

､

前
後
の

イ

メ

ー

ジ

か

ら

見
て

も
､

急

速
に

萎
え
て

ゆ

く

性
器
を

念
頭
に

お

い

て

書
か

れ

た

こ

と

は

疑
い

が

な
い

(

事

実

ダ
ニ

エ

ル

は
､

悪
を

象

徴

す
る

ド

イ

､

〔

2 7
)

ツ

兵

達
に

｢

花
を

投
げ

る

女

に

な

り

た

い

+

と

考
え

る

人

物

な

の

だ
)

｡

こ

う
し
て

､

男
色
家
で

あ

る

自

分

を

断

罪
し

て

い

た

ま
っ

と

う

な

人

達
の

世

軍

異
性

愛
の

秩
序
は

､

ナ

チ

に

蹴

散

ら

か

さ

れ

る

一

時

一

嶋

I

-

甘

ぜ



( 1 0 1) サ ル ト ル に お け る 客 体 性 と自由

計

や

一

曲

-

吋

幹

事

時
､

恰
も

そ

れ

ま
で

女

役
を

刺
し
て

い

た

男

役
の

性

券
が

忽
ち

萎

え

衰
え
て

ゆ

く
よ

う
に

､

見
る

見
る

ダ

ニ

エ

ル

に

対

す
る

支

配
力

を

失
っ

て

ゆ

く
｡

そ

こ

に

ダ

ニ

エ

ル

の

惨
め

な

解
放
感
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

も

し
万

が
一

『

自
由
へ

の

道
』

第
四

部
が

書
き
つ

が

れ

た

と
し

た
ら

､

そ

こ

で

は

ダ

ニ

エ

ル

こ

そ

大

き

な

役
割
を

演
ず
る

こ

と

に

な
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

程
に

､

彼
の

提
起
し
て

い

る

客
体

性
の

問
題
は

､

後
の

サ

ル

ト

ル

の

中
心

命
題
に

な
る

べ

き
も

の

で

あ

る

が
､

不
幸
に

し

て

作
品
の

中

断
と

共
に

ダ
ニ

エ

ル

は

消
え

て

し

ま

い
､

そ

の

代
り
に

サ

ル

ト

ル

は

『

悪

魔
と

神
』

及

び

『

ジ
ュ

ネ

論
』

を

書
く
こ

と
に

な
る

の

だ
｡

し
か

し

乍
ら

､

自
己
の

客

体

性

の

根
拠
で

あ

る

他

者
の

自
由

を

す

す
ん

で

承

認
し

ょ

う

と

す
る

ダ

ニ

エ

ル

の

態

度
は

､

実

は

既
に

『

存
在
と

無
』

に

於
て

､

対
伯

存

(

2 8
し

在
の

一

つ

の

様
態
と

し
て

分

析
さ

れ

た

こ

と

に

外

な

ら
な
い

｡

そ

れ

が

何
故

､

戦
後
に

徐
々

に

重

要
性
を

増
し

､

ダ

ニ

エ

ル

､

ゲ
ァ

ッ

を

経
て

､

『

キ

ー

ン

』

､

『

ネ

ク

ラ

ソ

フ
』

､

『

ア

ル

ト

ナ

の

幽

閉

者
』

な

ど
に

至
る
一

本
の

軸
を

作
り

上

げ
た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

私

は

そ

の

原
因

と
し

て
､

ジ

ュ

ネ

及
び

ブ
ハ

ー

リ

ン

と

の

出
会
い

を

考
え
る

｡

こ

の

二

人

は
､

一

方
は

友

人
と

し
て

､

他

方
は

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

『

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

テ
ロ

ル

』

に

扱
わ

れ

た

殉

教
の

革
命
家
と

し

て
､

そ

れ

ぞ

れ

サ

ル

ト

ル

に

深
い

影

響
を

及

ぼ

し
､

特
に

対

他
存
在

を

軸
に

す
る

倫
理
の

形

成
に

大
き

な

役
割
を

果
し
た

の

で

あ

る
｡

以

下
に

､

私

は

大
い

そ

ぎ

で

こ

の

事
情
を

考

察
し
て

ゆ

き

た
い

｡

サ

ル

ト

ル

が

ジ

ャ

ン

･

ジ
ュ

ネ

を

知
っ

た

の

は
､

ボ

ー

グ
ォ

ワ

ー

ル

の

回

想

録
に

よ

れ

ば
一

九
四

四

年
の

こ

と
で

あ

る
｡

そ

し
て

言
う
ま

で

も

な

く
､

ジ
ュ

ネ

は

私
生

児
で

あ

り
､

泥
棒
で

あ

り
､

男
色

家
で

あ

る
一

箇
の

詩
人
で

あ
っ

て
､

サ

ル

ト

ル

が

彼
に

寄
せ

た

共
感

と

興

味
は

大

作
『

ジ

ュ

ネ

論
』

に

余
す
と

こ

ろ

な

く

語
ら

れ

て

い

る
｡

と

こ

ろ

で

彼
が

こ

の

泥
棒

作
家
の

う

ち
に

と

ら

え

た

第
一

の

問

題
は

､

(

既
に

常

識

化

し
た

観
が

あ

る

が
)

ジ
ュ

ネ

の

客

体

性
で

あ

り

対

個

性
で

あ
っ

た
｡

ジ
ュ

ネ

は

十

歳
の

時
に

盗

み

の

現

易
を

見
つ

か

る
｡

｢

お

前
は

泥
棒
だ
+

と

目
も

眩
む

一

つ

の

言

葉

が

降
っ

て

く
る

｡

彼
は

自

分
が

悪
人
で

あ

る

と

は

露
は

ど

も

感
じ

て

い

な
い

の

だ

が
､

他
人

は

彼
を

悪

人

と

見

な

す
の

だ
｡

そ

し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て
､

泥
棒
で

あ

る
､

私
生

児
で

あ
る

､

悪
人

で

あ

る

と

は
､

彼
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

他

人
の

脹
に

客
観
的
な

も
の

と

な
っ

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

そ

れ

以

後
の

彼
の

努
力

ほ
､

こ

の

よ

う
に

客
体

化
さ

れ

対

個

存
在
と

J O J
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な
っ

た

自

分
が

､

い

か

に

し

て

自

由
を

回

復
で

き

る

か

と
い

う
一

点
に

向

け
ら

れ

る

の

で

あ

り
､

サ

ル

ト

ル

の

鬼

大

な

『

ジ
ュ

ネ

論
』

は
一

貫
し

て

そ

の

ジ

ュ

ネ

の

努
力

を

あ

と

づ

け
よ

う
と

し

た

も
の

と

言
え
る

｡

し

か

も
ジ
ュ

ネ

は
､

『

墓

場
な

き

死

者
』

の

人

ヽ

ヽ

物
達
と

は

違
っ

て
､

他

者
を

見
返

し
､

他

者
に

勝
つ

こ

と

に

よ
っ

て

自
由
を

回

復
し
ょ

ぅ
と

し

た

の

で

は

な
い

｡

ジ

ュ

ネ

の

境
遇
で

は
､

そ

の

よ

う

な

主

体
の

奪
還
は

不

可

能
で

あ

る
｡

そ

こ

で

彼
は

ヽ

ヽ

逆
に

自
分
の

客
体

性
と

合
致

す
る

こ

と
､

つ

ま
り

泥
棒
で

あ

る

自

ヽ

ヽ

ヽ

分
が

泥
棒
に

な

ろ

う
と

意
欲

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

要

す
る

に

(

2 9
)

｢

自
分
が

他
人

に

と
っ

て

そ

れ

で

あ

る

と
こ

ろ
の

も
の
+

を

再

び

選

び

直
す
こ

と

に

よ
っ

て
､

.
ま

ず
自

由
を

垣

間
見
た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な
ジ
ュ

ネ

の

実
存
が

､

対

他

存

在
と

い

う
テ

ー

マ

を

か

か

え
こ

ん

だ

サ

ル

ト

ル

に

強
い

興

味
を

お

こ

さ

せ

な
い

わ

け
は

な
か

っ

た
｡

け

れ

ど

も
､

サ

ル

ト

ル

が

ジ
ュ

ネ

の

客
体

性
に

現
れ

る

自
由
の

原

本

性
を

探
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

大

作
『

ジ

ュ

ネ

論
』

を

書
上

げ
る

た

め

に

は
､

も

う
一

つ

の

き
っ

か

け
が

必

要
だ
っ

た

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

即
ち

､

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

『

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

テ
ロ

ル
』

と

の

出
会
い

が

そ

こ

に

浮
び

上
っ

て

来
る

｡

と
い

う
の

は
､

サ

ル

ト

ル

が

『

現

代
』

諒
の

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

追
悼

号
で

語
る

と

こ

ろ
に

よ

れ

ば
､

一

九

四

七

年
に

発
表
さ

れ

た

こ

の

書

物
こ

そ

彼
に

｢

決
断
を

下
さ

せ
+

､

｢

方

法
と

目

的
を

明

ら

㈹一丁･一

か

に

し
+

､

｢

イ

モ

ビ

リ

ス

ム

か

ら

脱
出
す
る

た

め
に

必

要
な

衝
撃

を

与
え

た
+

も
の

だ

っ

た

か

ら

だ
｡

｢

要
す
る

に

メ
･
ル

ロ

オ
･

.
ポ

ン

チ

は
､

ジ

ュ

ル

ダ
ン

氏
が

散
文

を

作
る

よ

う
に

､

私
が

歴
史
を

(

3 0
)

作
っ

て

い

る

の

だ

と
い

う
こ

と

を

示

し
て

く
れ

た
+

の

で

あ

る
｡

周

知
の

よ

う
に

､

『

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

テ
ロ

ル
』

の

主

要

な

主

題
の

一

つ

は
､

ブ
ハ

ー

リ

ン

と
モ

ス

ク

ワ

裁
判
の

考
察
だ

が
､

本
書
の

出
版
か

ら
五

年
を

隔
て

て

発
表
さ

れ

た

『

ジ

ュ

ネ

論
』

の

末
尾
で

､

サ

ル

ト

ル

が

ブ
ハ

ー

リ

ン

と
ジ

ュ

ネ

を

比

較
し
て

い

る

こ

と
は

､

見

落
す
こ

と

の

で

き

な
い

問
題
を

含
ん

で

い

る
｡

そ

れ

は

第
一

に

｢

必

要
な

衝
撃
+

を

消

化

す
る

た

め
に

彼
が

数
年
を

要

し

た

こ

と
を

意
味
し
て

い

る

た

め

で

あ

り
､

第
二

に

彼
が

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

見
解
を

略
々

全

面

的
に

受
入

れ

乍
ら

､

し
か

も
な

お

微
妙
な
ニ

ュ

ア

ン

ス

の

違
い

を

見
せ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

ま

ず
メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

ブ
ハ

ー

リ

ン

分

析
に

つ

い

て

言
え

ば
､

そ

れ

は

｢

主

観
的

潔
白
と

客
観
的

裏
切
+

と
い

う

言

葉
に

よ

っ

て

尽
さ

れ

る
｡

ブ
ハ

ー

リ

ン

は

失

敗
し

た

反

対

派
で

あ

り
､

裏

切

者
の

汚
名
を

き
せ

ら

れ

て

粛
清
さ

れ

た

人

物
で

あ

る
｡

し
か

し

彼
は

､

反

対

派
で

こ

そ

あ

れ
､

決
し
て

資
本

主

義
に

逆

行
す

る

こ

と

を

望
ん

だ

わ

け
.
で

は

な

い
｡

そ

の

点

で

彼
は

｢

潔
白
+

で

あ

一

せ

ゼ

噛

,

-

せ

一



( 1 0 3) サ ル トレ に お け る 客体 性と自 由

わ

●

書

ね

ー

→

甘

書

る
｡

た

だ

自

分
の

行

為
が

ソ

連
の

内

外
で

反

革
命
者
に

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

的
基

盤

を

提
供
し

得
る

と

い

う
土

と

が

判

明

し

た

以

上
､

｢

客
観
的

裏
切
+

を

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
､

二

我
々

の

歴
史

的
な
い

し

客

観
的

な

責
任
と

は
､

他

人
の

眼
か

ら

見

た

我
々

の

貴

〔
3 1

〕

任
で

し
か

な
い
+

の

だ

か

ら
､

彼
は
こ

の

責
任
を

甘

受
し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

り
､

そ

こ

に

｢

主

観
的

潔
白
と

客
観
的

裏
切

(

3 2
)

の

劇
+

が

存
在
す
る

こ

と

に

な
る

｡

こ

の

論
理

を

受
入

れ

れ

ば
､

竹
内

芳

郎
氏

が

鮮
か

に

分

析
し

た

(

3 3
〕

よ

う
に

ブ
ハ

ー

リ

ン

は

対

自
(

主

観

的

潔
白
)

と

対

他
(

客

観

的
裏

切
)

と

を

共
に

救
う
も
の

で

あ

る

と
い

う
こ

と
に

な

ろ

う
. ｡

ま

た

事
実
サ

ル

ト

ル

が
､

こ

の

主

観
と

客
観
の

演
ず
る

孤

独

劇
､

｢

道

理
を

持
ち

乍
ら

誤
っ

た
+

者
の

孤
独

劇
に

強

く

惹
き
つ

け
ら

れ
､

そ

こ

に

人

間
の

条
件
の

集
中

的
表
現

を

見

た

こ

と
は

異
論
の

余
地

が

な
い

｡

そ

の

こ

と
を

認
め

た

上

で
､

又
こ

の

小

著
に

示

さ

れ

た

鋭
い

考
察
に

よ
っ

て

サ

ル

ト

ル

が

触
発
さ

れ

た
こ

と

も

確
認

し

た

上

で
､

私
は

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

描
く
ブ
ハ

ー

リ

ン

像
に

比

し

て
､

サ

ル

ト

ル

が

『

ジ
ュ

ネ

論
』

で

ふ

れ

て

い

る

ブ

ハ

ー

リ
ン

は

徹
底
し

た

客

体

性
を

示
し

て

い

る

こ

と
に

注

目
し

た

い
｡

サ

ル

ト

ヽ

ヽ

ル

に

よ

れ

ば
､

ブ

ハ

ー

リ

ン

の

陰
謀
事
件
に

於
て

一

切

は

客

体
の

間
で

生

起
す
る

の

で

あ

り
､

た

と

え

成
功
し

て

勝
利
者
に

な
ろ

う

ヽ

ヽ

と

も
､

彼
は

棒
き

れ

か

石
こ

ろ

の

よ

う

な

も
の

で

あ

り

屍
に

過
ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

し
か

も
こ

の

よ

う
に

対

象
化

さ

れ

た

ブ
ハ

ー

リ

ン

像
は

､

も

と

も

と

『

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

テ
ロ

ル
』

に

描
か

れ

ヽ

ヽ

ヽ

た
小

･早
命
家
の

肖

像
を

押
し

す
す
め

れ

ば

殆
ど
そ

の

論
理

的

帰

結
と

し

て

現

れ

る
べ

き

も
の

な
の

だ
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ブ
ハ

ー

リ

ン

は
､

革
命
家
と

な

る

こ

と
を

選
ん

だ
｡

そ

し
て

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

に

よ

れ

ば
､

革
命
的
と

は
､
｢

未
だ

な
い

も
の

を

現

実
以

上
に

現

実

的
な

も

の

と

見

な

し
､

そ

の

名
に

於
て

現
に

あ

へ

3 4
)

る

も
の

を

裁
く
+

態
度
を

指
し
て

い

る
｡

そ

こ

か

ら
､

｢

自

分
が

望
ん

だ

事
柄
に

つ

い

て

で

は

な

く
､

事
実
の

推
移
の

先
に

照

し
て

(

3 5
)

自
分
の

な

し
た

事
が

分

る

事
柄
に

つ

い

て
+

の

き

び

し
い

責
任

､

｢

他

人
の

眼
か

ら

見
た

我
々

の

責
任
+

､

｢

歴

史
的
な
い

し

客

観
的

責
任
+

が

生

じ

る
｡

ま

た

革
命
家
と
は

｢

隅
々

ま
で

他

人
に

対

し

〔

36
)

て

の
+

人

間
､

｢

他

人
と

の

関

係
の

中
に

於
る
+

人

間
の

謂

と

な

る
｡

言
い

か

え

れ

ば
､

革
命
家
と

は

自
己
の

対

他

存
在
を

受
入

れ

ヽ

ヽ

る

人

間
の

こ

と

な
の

だ
｡

従
っ

て
､

革
命
家
に

と
っ

て

過

去
の

自

分
の

主

観
的

潔
白

は

存
在

す
る

筈
の

な
い

も
の

だ
｡

そ

の

よ

う

な

主

張
は

対

他
の

責
任
を

拒
香

す
る

こ

と
で

あ

り
､

つ

ま

り

は

革
命

的
で

な
い

こ

と
に

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

っ

J

と
こ

ろ

が

問
題
は

､

歴

史
が

未
来
に

向
っ

て

開
か

れ

て

い

る

と

∬
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い

う
と
こ
･
ろ
に

あ

る
｡

即
ち

､

人
が

自
分
の

行

数
の

客
観
的
な

意

味
や

役
割
を

完
全

に

評

価
す
る

こ

と

は

不

可

能
で

あ

り
､

未
来
は

常
に

蓋

然

的
で

あ

る
｡

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
人

間
は
そ

の

蓋

然
的
な

未
来
の

光
に

よ

っ

て

決
断
を

下
さ

ね

ば
な

ら

な
い

｡

そ

の

決

断
は

歴
史
を

作
る

が
､

未
来
は

ま

た

人
の

見

透
し

を

裏
切

る

も
の

で

も

あ

る
｡

だ

か

ら
メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

も
､

革

命
裁
判
は

｢

ま
だ

歴

史
の

裁
き

そ

の

も
の

で

は

な

く
､

必

然

的

に

窓

意
の

様

相

を

備

〔

3 7
)

え
+

て

い

た
､

と

書
い

た

の

で

あ

る
｡

同

様
に

､

ブ

ハ

ー

リ

ン

が

裁
判
に

同
意
し
て

自
分
の

客

観
的
有

罪
性
を

認
め

る

時
､

彼
も

誤

謬
の

可

能

性
を

含
ん

だ

主

観
的
な

立

場
に

立

ち
､

そ

の

主

観
的

判

断
に

よ

っ

て

再
び

歴
史
的

客

観
的

責
任
を

負
う
こ

と

に

な
っ

た

筈

で

あ
る

｡

奇
妙
な

逆
転
劇
と

言
う
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

今
こ

れ

を

少
々

図

式

的
に

整
理

す
る

と
■､

次
の

よ

う
に

な
る

｡

H
ブ

ハ

ー

リ

ン

は
､

革

命
を

裏
切

ろ

う
と

し

た

わ

け

で

は

な

か
っ

た

(

過

去
の

主

観
的

潔

白
)

｡

何
だ

が

革
命
の

原

理
(

モ

ス

ク

ワ

裁

判
･

政

治

裁

判
の

原

理
)

を

受
入

れ

る

以
上

､

彼
は

自
分
の

客
観
的

有
罪
を

認

め

ね

ば

な
ら

な
い

｡

印
そ

れ

を

自
ら

認
め

る

の

は
､

革
命
に

忠
実
で

あ

る

こ

と

だ

か

ら
､

彼
は

潔
白
で

あ

る

(

現

在
の

主

観
的

潔
白
)

｡

㈲
そ

の

潔

白
な

行
為
も

､

い

つ

客
観
的
な

裏
切

と

見

な

さ

れ

る

か

分

ら

な

い
｡

サ

ル

ト

ル

の

言

葉
を

用
い

て

言
え

ば
､

こ

こ

に

は

ブ

ハ

ー

け

似
一

丁
⊥

ン

の

｢

廻

転
装

置
+

(

t

｡

宍
口

山

名
e

t

)

が

あ

る
｡

裏
切

を

認
め

る

の

は

革
命
的
で

あ

り
､

革
命
家
で

あ

ろ

う

と
し

た

の

は

客
観

的

裏
切

者
な
の

だ
｡

潔
白
と

は

有

罪
､

有
罪
と

は

潔
白
の

謂
な
の

だ
｡

こ

れ

が

ブ
ハ

ー

リ

ン

劇
の

持
つ

真
の

意

味
で

あ

る
｡

言
い

か

え

れ

ば
､

客
体

性
を

受
入

れ
､

そ

れ

を

自
ら
の

も
の

と

し

て

要
求
す
る

こ

と

は
､

そ

の

ま

ま
､

ど

ん

な

に

客
体

と

化
そ

う
と

も

死

滅
す
る

こ

と

の

な
い

人

間
の

自

由
性
を

承
認

す

る

こ

と

に

外
な

ら

ず
､

我

我
が

自
分

達
の

客

体

性
･

有

罪
性
を

受
入

れ

る

の

は

正

に

こ

の

自

由
性
の

た

め

な
の

で

あ

る
｡

又
そ

の

自

由

性

故
に

我
々

ほ

客

観

的
･

歴
史
的

責
任
を

負
わ
さ

れ
､

歴
史
の

前

に

客

体
と

な

る

こ

と

を

意
識

す
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

並

列
的

な
い

し

対

立

的
に

と

ら

ヽ

ヽ

え

ら

れ

た

主

観
と

客

観
､

対

白
と

対

他
で

は

な

く
て

､

客

体

性
が

そ

の

ま

ま

自
由
に

つ

な
が

り
､

自
由
が

そ

の

ま

ま

客
体

性
に

現
れ

る

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
｡

人

間
の

自

由
は

､

人

間
が

香
応
な

し

に

客

体

性
を

身
に

引

受
け

る

時
に

､

極
限
の

状

況
の

中
で

益
々

明

ら

か

に

な
る

筈
で

あ

り
､

そ

の

自

由
を

除
い

て

は

人

間
の

原

本

性

は

考
え

ら

れ

な
い

筈
で

あ

る
｡

サ

ル

ト

ル

が
ユ

ダ

ヤ

人
･

黒
人
･

ア

ル

ジ

ェ

リ

ア

人
ら

に

寄
せ

た

共

感

も
､

客
体

で

あ

り

乍
ら

し
か

も

歴

史
を

作
る

主

体
と

な

る

こ

の

自
由
へ

の

共

感

で

あ
っ

た
｡

ま

ー

坤

一

♯

,

ゲ

せ

ゼ



(1 0 5) サ ル い レ に お け る客体 性 と自由

わ

さ

一

事

-

り

甘

､
牡

た

サ

ル

ト

ル

が

恐

ら

く

は

ブ
ハ

ー

リ

ン

に

憩

を

得
て

､

現

代
を

､

い

つ

の

時
代
に

も

ま
さ

っ

て

は
っ

き

り

と

不

正

を

見

と

ど

け

る

が
､

不
正

を

た

だ

す
手

段
も

意
図

も

持
っ

て

い

な

い

時
代

で

あ

り
､

未
来
の

人
々

に

裁
か

れ

る

有
罪
の

対

象
物
で

あ

る

と

考
え

る

時
も

､

事
情
は

同

じ
で

あ
っ

た

ろ

う
｡

こ

れ

は

『

ジ

ュ

ネ

論
』

か

ら

『

ア

ル

ト

ナ

の

幽

閉
者
』

に

至
る

諸

作
品
の

中
心

命
題
で

あ

る

が
､

そ

こ

に

は
や

は
り

客
体

性
と

自
由
と

が

踏
ま

え

ら

れ

て

い

る
｡

な

ぜ

な

ら

彼
は

続
け

て

こ

う
書
い

て

い

る

か

ら

だ
｡

｢

し
か

し

現

代
人

が

誰
し

も

共
に

と

る

べ

き

決
意
と

は
､

現

在
只

今
の

こ

の

歴
史
の

瞬
間
に

身
を

置
い

て
､

一

切
の

状

況
に

対

抗
し
て

､

敗
者
の

頑
張

り
で

以
て

こ

の

歴
史
の

一

瞬
を

意
欲

(

粥
)

す
る

こ

と

だ
｡

+

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

小

著
か

ら

我
々

が

引

出
し

得
た

こ

の

ブ

ハ

ー

リ

ン

の

問
題
は

､

そ

の

ま

ま
ジ

ュ

ネ

に

も

当
て

は
ま

る

も
の

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

サ

ル

ト
ル

が

『

ジ

ュ

ネ

論
』

を

書
く
に

当
っ

て
､

メ

ル

ロ

オ
･

ポ

ン

チ

の

著
書
に

多
く

を

負
う
た

こ

と

は

十

分

に

察
せ

ら
れ

る
｡

ジ

ュ

ネ

も

ま
た

ブ
ハ

ー

リ

ン

同

様
に

客

体
性
を

身
に

引

受
け
た

の

で

あ

り
､

社

会
の

客
観
的

綱
領
で

自
ら

を

裁
く

こ

と
に

よ

り

逆
に

主

体

性
を

見

出
し

た

の

だ
｡

け
れ

ど

も
､

ブ

ハ

ヽ

ヽ

ヽ

-

リ

ン

が

社

会
主

義
社

会
の

革
命
家
で

あ

る

こ

と
を

選
ん

だ

の

に

ヽ

ヽ

対

し
て

､

ジ
ュ

ネ

は

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

社

会
の

作
家
と

な
る

こ

と

を

選

ん

だ
｡

そ

こ

か

ら
､

類
似
の

中
に

か

な

り

基
本

的
な

相

違
が

､

い

わ

ば

対

地

性
の

相

違
と

で
､
旦
一日
う
べ

き

も

の

が

見

出
さ

れ

る

こ

と

ヽ

ヽ

ヽ

に

な
る

｡

ブ

ハ

ー

リ

ン

の

場
合

､

革
命
家
と

は

勝
た

ね

ば

な

ら

な

い

人

間
で

あ

り
､

成

功

す
る

こ

と

が

正

し

さ

の

十
分

条
件
で

は

な

い

に

し

て

も

少

く
と

も
必

要
条

件
で

あ

る

人

間
の

こ

と

だ

か

ら
､

ヽ

ヽ

本

稿
の

前
半
に

用
い

た

言

葉
を

使
え

ば

最

後
ま

で

存
在
(

い

わ

ば

ヽ善
)

の

側
に

磨
け
た

揚
句
に

挫
折
す
る

こ

と

に

な

る
｡

と

こ

ろ

が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

作
家

は
､

こ

れ

と

逆
に

非
存
在

(

意
)

に

賭
け

る

の

だ
｡

現

実
を

想
像
界
に

於
て

非
存
在
に

解
消
し

､

非
存
在

そ

の

も
の

を

作
品
に

ょ
っ

て

現

実

化
し

ょ

う
と

す
る

の

が

ジ

ュ

ネ

の

方

向
で

あ

る
｡

そ

の

結
果

､

｢

ブ

ハ

ー

リ

ン

は

自
ら

卑
下

し
て

そ

の

裏
切

を

告

白

す

へ

3 9
)

る

ぷ
､

一

方
ジ

ュ

ネ

は

自
分
の

裏
切

を

誇
る
+

こ

と
に

な
る

｡

サ

ル

ト
ル

は
､

作
家
と

し
て

ジ
ュ

ネ

に

加
担
す

る

の

だ

が
､

こ

の

事

情
に

つ

い

て

は

最
早

や

詳
述
す
る

余
裕
は

な
い

｡

た

だ

本
稿
の

主

題
で

あ

る

客

体

性
に

つ

い

て

の

み

ふ

れ

る

な

ら

ば
､

ジ

ュ

ネ

が

裏

切

を

誇
る

理

由
は

､

結
局
の

と
こ

ろ
､

第
一

に

男

色
家

･

裏
切

者

ヽ

ヽ

で

あ

る

自

分
の

客
体

性
を

自
ら

意
欲

す
る

自
由
の

た

め

で

あ

り
､

第
二

に

そ

れ

を

作
品
に

さ

ら
け

出
す
こ

と

に

よ
っ

て
､

読
書
の

か

ー

ハ
リ

ら

く

り
を

利
用
し

て

逆
に

読
者
に

そ

の

客

体

性
を

賦
与

し
､

自
ら

柑
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(

胡
)

は

自
由
な

主

体

性
に

な

り

変
る

と
い

う

詐
術

故
な
の

だ
｡

そ

こ

に

ジ
ュ

ネ

の

オ

プ

テ

ィ

､
､

､

ス

ム

が

あ

り
､

サ

ル

ト

ル

の

共

感
も

そ

こ

に

寄
せ

ら

れ

た

の

だ
｡

『

ジ

ュ

ネ

論
』

の

恐

る

べ

き

餞
舌

､

イ

メ

ー

ジ

を

幾
重

に

も

積
重
ね

る

晦

渋
な

論
法

(

こ

れ

に

此

す

れ

ば

『

存

在

と

無
』

も

明

噺
そ
の

も
の

と

言

う
ぺ

き

だ
)

､

重

量
感
に

あ

ふ

れ

た

文

体
､

こ

れ

ら

が

ジ

ュ

ネ

に

対
す
一
る

熱
狂

的

な

共

鳴
と

､

サ

ル

ト

ル

自

身
の

自
由
に

対

す
る

信
頼
と

を

物
語

っ

て

い

る
■

の

で

あ

る
｡

六

以

上
に

記

述
し

て

来
た

よ

う
に

､

絶
対

意
の

認

識
か

ら

他

者
と

の

相
剋
へ

､

対
自
の

優
位
に

よ

る

対

地

存
在
の

超
克
か

ら

対

地

存

在
を

身
に

引

受
け

る

自
由
へ

､

こ

れ

が

戦
後
の

サ

ル

ト

ル

の

残

し

た

軌
跡
で

あ

る
｡

本
稿
を

終
え
る

に

当
り

､

な
お

詩
人
ジ

ュ

ネ

と

『

悪
魔
と

神
』

の

ゲ

フ

ツ

に

つ

い

て

多
く
■
の

考
察
を

省
略
せ

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と

は

残
念
で

あ

る

が
､

既
に

紙
数

も

超
過
し

た

の

で

こ

れ

は

別
の

機
会
に

譲
る

よ

り

仕
方
が

な
い

｡

た

だ

最

後
に

結
論
的
に

次
の

こ

と

を

記
し

て

お

き
た

い
｡

対

他

の

問
題
は

､

人
が

自
己
の

対

象
性

･

即
自
性
を

意
識
す
る

こ

と

に

外

な

ら

な
い

か

ら
､

欠

如
で

あ

る

対

白
が

充
実
で

あ

る

即

自
を

志

向

し
っ

つ

己
れ

を

｢

即
自

･

･
L

対

白
+

に

変
身
さ

せ

よ

う
と

す
る

企

て

を
一

気
に

実
現

す
る

も
の

な
の

だ

が
､

し

か

し

結
局

は
こ

れ

も

が
一

丁
⊥

到

達
不
可

能
な

理

想
に

過
ぎ

な
い

｡

サ

ル

ト

ル

が

屡
々

｢

不

可

能

性
+

に

つ

い

て

語
る

理

由
も
こ

こ

に

あ

る
｡

想

像
界
に

賭
け
て

こ

の

不

可

能
性
を

一

気
に

解
決
し

ょ

う

と

す
る

ジ
ュ

ネ

の

試

み

に

し

て

も
､

結
局

は

破

綻
す
る

で

凍

ろ

う
｡

こ

の

点
で

､

『

ジ
ュ

ネ

論
』

の

中
の

最
も

胸
を

衝
つ

記

述
は

､

ジ

ュ

ネ

が

作
家
と

し

て

世
に

容

れ

ら

れ

た

故
に

創
作
の

空
し

さ

を

否
応

な

く

意
識
す
る
一

章
で

あ

る
｡

彼
は

弾
劾
さ

れ

お

び

や

か

さ

れ

た

故
に

創
造

行

為
に

向

う
の

だ

か

ら
､

ま
っ

と

う

な
人
々

の

社

会
に

迎
え

入
れ

ら

れ

た

以
上

､

創
作
の

動
機
を

失

う
こ

と

に

な

る
｡

こ

こ

に

も
ジ

ュ

ネ

の

不

可

能

性
の
一

面

が

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

問
題
に

か

ん

し

て

も
､

『

存
在
と

無
』

は

既
に

幾

多
の

分
析

を

加

え
て

い

る
｡

た

と

え

ば

｢

実

濁

す
べ

き

実

現

不

可

能
な
も
の
+

や

｢

無

益
な

受
難
+

な

ど

と
い

う

同

書
の

命
題

は
､

『

ジ
ュ

ネ

論
』

前
後
の

対

他

存
在
を

め

ぐ

る

問

題
や

､

｢

人

間
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

4 1
)

は

不

可

能
な

も
の

で

あ

る

故
に

実
存
す
る
+

と

い

う
主

調

音
と

､

構
造
と

し

て

そ

う

隔
た

っ

て

は
い

な
い

｡

し
か

し

単
な
る

不

可

能

性
の

記

述
と

､

正

に

そ

の

不

可

能
性
を

生
き

よ

う
と

試
る

こ

と
と

は
､

ま

る

で

違
っ

た

次
元

に

属
す
る

筈
で

あ

る
｡

そ

こ

に

サ

ル

ト

ル

の

新
た

な

倫
理
が

あ

っ

た

の

だ

し
､

｢

人

間
の

苦

し

み

は

無
益

一

斗

ゼ

申

▼

す

せ

頼



( 1 0 7) サ ル い レ に お け る 客体性 と 自由

書

中

書

中

-

ヤ

●

浄

で

な
い
+

と
い

う

言
葉
の

生

れ

る

理

由
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

ブ

ハ

ー

リ

ン

と
ジ

ュ

ネ

は
､

生

き

る

こ

と

の

不

可

能
性
が

人

間
の

生

の

条
件
で

あ

る

故
に

､

却
っ

て

そ

れ

を

生

き
よ

う
と

す
る

人

間
の

自

由
性
は

偉
大

な

も
の

と

な

る

と

い

う
こ

と

を
､

サ

ル

ト

ル

に

深

く

印

象
づ

け

た
｡

こ

の

人

間
の

自

由

性
へ

の

信
頼
は

殆
ど

素
朴
で

あ

り
､

謙
虚
で

あ

る

と

さ

え

言
え

る

ろ

だ

う
｡

け

れ

ど

も
､

絢
爛

た

る

論
証
の

未
に

こ

の

よ

う

な

自
由
へ

の

信
頼
を

再

び

回

復
し

､

そ

の

自

由
に

よ
っ

て

壮

大
な

歴
史

を

支
え
よ

う
と

す
る

サ

ル

ト

ル

の

努
力

を

読

み

と

る

な

ら

ば
､

人

は

そ
こ

に

思

想
家

と

し
て

､

作

家
と

し

て

の
､

稀
に

見
る

資
質
を

､

つ

ま
り

天

才
を

感

じ

な
い

わ

け
に

は

ゆ

く

ま
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

サ

ル

ト

ル
･
目

身
が

言

う

よ

う

に
､

｢

天

才
と

は

そ

の

生
の

条
件
を

果
て

ま
で

生

き
ぬ

く

と

い
′

う

(

4 2
)

不

動
の

意
志

と
一

体
を

な
し

て

い

る
L

か

ら
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

こ

に

こ

そ
､

我
々

は
サ

ル

ト

ル

の

｢

ア
ン

ガ

ー

ジ

ュ

マ

ン

+

の

真

の

意
味
を

認

め
ね

ば

な
る

ま
い

｡

(

一

九

六

三

年
四

月
)

6 5 4 3 2 1

『

文

学
』

一

九

六
三

年
三

月

号
｡

払

已
邑

Q
q

莞
叶

-

甲

山
-

N
.

ト
ひ
叫

丸
J

勺

p
.

ロ
N

-
い

.

旨
邑
.

-

p

N

い

ぃ
.

叫
ひ
叫

丸
J

p
一

㌍
い

.

ト
､

恕
→
他

見
～

屯

碁
阜
ワ

N

ヨ
･

(

7
)

染
ざ
ミ
叶

Q

畠

､

♪

マ

望
や

､
､

十

字
】

N

･

(

8
)

-

芳
≦
ぎ
→
㌣

､
､

こ
)

.

窒
P

(

9
)

ト

訂
(

㌣

マ

賢
次
.

(

1 0
)

リ
ー

芯
恥
へ

ぷ

p
.

ご
〇

.

(

1 1
)

姿
訂
叶

q

票
阜

匂

p
.

い

窒
･

-
h

.

神
に

は

ト

ラ

ン

プ

の

札
の

裏
も

表
も

見
え

て

し

ま

う
の

で
､

札
あ

て

遊
び

を

す
る

人

間
の

気

持

が

分

ら

な
い

｡

完
璧
で

な
い

存

在

(

人

間
)

の

み

が

非

存

在
の

意

味

を

所

有

し
､

ト

ラ

ン

プ

遊

び

を

理

解
し

､

ま

た

単
な
る

大
理

石

の

塊
の

中

に

ダ
イ

ナ

ス

の

像
を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

こ

で

サ

ル

ト

ル

が
､

初

期
の

哲
学

作

品

以

来
一

貫
し

た

想

像

力
の

立

場
を

堅

持
し

て

い

る

こ

と

は

明
ら

か

だ
｡

(

1 2
)

→
声

監
守
♪

ワ

ご
.

(

1 3
)

ト
､

也
巨
象

き
課

已
叶

k

∋
内

諾
叶

2

さ

出
ぎ
3

§
諒
ヨ
♪

9

N

山
.

(

1 4
)

次
の

言

葉
も

同

様

な

意
味
に

解

す
ぺ

き

だ
｡

｢

選

択

す
べ

き

出

口

が

あ
る

わ

け
で

は

な
い

｡

出
口

と

は
､

作
り

出

さ

れ

る

も

の

だ
｡

各

人

は
､

自

分
の

出
口

を

作

り

出

す
こ

と

に

よ

り
､

己
れ

を

作
り

出

す
｡

人

間

は

日

々

に

作
り

出
さ

れ

る

ぺ

き

も
の

で

あ

る
｡

+

(

無
ざ
?

㌻
Q

さ

～

ト

p

.
山

-

い

)

(

1 5
)

た

と

え

ば
､

知
軋

忘

昌
叫

書
的

3
ト

→

訂

の

莞
監
叫
(

き
ゎ

し

ぎ
首
♪

p

+
亡

(

一

九

五

四

年
版
)

を

見
よ

｡

(

1 6
)

無
叶

ま

已
吋

冨
～

J

や

N

会
.

(

1 7
)

死

も

ま

た
､

人

間
を

他

者

(

生

者
)

に

委
ね

る

こ

と
で

あ

り
､

そ

の

意
味
で

『

出
口

な

し
』

に

は
二

重
の

対

象
性
が

現

れ

る
｡

生

者

に

対

す

る

死

者

た

ち
の

対

象

性

と
､

｢

地

獄
+

に

於

る

死

者

同

志
の

対

▲7

他

関
係
に

漁
る

対

象

催
で

あ

る
｡

こ

の

間

屈
に

つ

い

て

は
､

声
○

訂
ユ

〃



一

橋論叢 第五 十 巻 第
一

号 (1 0 8 )

〔

昌
J

与
已

】

‥

計

S
･

竹
串

已
払

弓
叶

→

〆

勺

勺

-

N

∵
⊥

£

参

照
｡

(

1 8
〕

戯

曲
に

は
､

唯
一

の

例
外

と

し
て

､

自

尊
心

を

よ

り

所

と

し

な

い

キ

ャ

ノ

リ

ス

と
い

う

筋

金
入

り
の

闘

士
の

立

場
も

描

か

れ

て

い

る
｡

彼
は

叫

び

声
一

つ

た

て

ず
に

拷
問
を
こ

ら

え
､

又

私

密

を

守
る

た
め

に

は

仲

間
の

少

年
を

殺

害

す
る

こ

と

も

肯

定

す
る

(

悪
に

対

す

る

悪
の

テ

ー

マ

)

｡

し
か

も

他
の

囚

人

通

が

生

を

諦
め

て

い

る

時

に
､

た
と

え

生

が

羨

し
い

も
の

で

な

い

に

せ

よ
､

た

と

え

死

刑

執
行

人
の

隈
に

自

分
達

が

屈

服

し

た

よ

う
に

見
え

よ

う

と

も
､

決
し

て

無

駄

に

死
ん

で

は

な

ら

な
い

と

説

く
の

で

あ

る
｡

し

か

も
､

囚

人

達
は

､

屈

辱

感
を

受
入

れ

て

生
に

執

着

し
た

時
に

､

拷
間
者
の

一

人
の

気

紛

れ

か

ら

全

く

無

意

味
に

銃

殺

さ

れ
る

こ

と

に

な

る
｡

け
れ

ど

も
､

他

の

仲

間

と
は

異
り

､

キ

ャ

ノ

リ

ス

に

は
生

に

執
着

し

た

こ

と

を

後

悔

す

る

気

持

は
な

か

っ

た

で

あ

ろ

う
｡

彼
は

拷

間
者

を

完

全
に

超

越
し

て

お

り
､

客

体
と

化

す
こ

と

な

く

そ

の

自

由
を

保
っ

て

い

る
｡

た

だ

そ

の

自

由

は
､

効

果
に

よ

っ

て

の

み

価

値
を

考
え

る

政

治

的

人
間
の

自

由
で

あ
っ

て
､

他

者
と
の

間
の

相

剋
は

､

極
め

て
一

面

的
に

し
か

問

題
に

さ

れ
て

い

な
い

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

少
く

と

も
､

サ

ル

ト

ル

が

後
に

発

展
さ

せ

て

ゆ

く
対

個

性

と

自

由
の

テ

ー

マ

は
､

こ

の

キ

ャ

ノ

リ

ス

の

系

譜

を

受
け
つ

ぐ
も
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

(

1 9
)

知
瓜

忘

昌
～

‥
S
-叫

⊇
→

訂

母

莞
監
吋

Q

さ

㍉
已
莞
､

や
一

山
t

(

2 0
)

由
P
少

己
乳

已
→

メ

ワ

茎
･
ま

た
､

h

訂
ぎ
へ

q
仏

莞
叶

-

七

や

こ
ぃ

-
か

参

照
｡

(

2 1
)

ト

亡
焉

告

知

已
去
声

ニ
)

.

旨
P

(

2 2
)

ト
内

診
ト

→

･
キ
メ

マ

ー

O

p

(

お
)

旨
邑
.

､

p

J
h

γ

(

2 4
)

ト
n

b
■訂
監
仏

製
～

缶

b
Q

さ

b
訂
ざ

廿

p
t

N

訟
-
か

.

(

2 5
)

ト
凡

払

S
-

紅
タ

ワ
ー

笥
.

(

2 6
)

ト
P

b

旨
ま

(

許
さ
叫

℃

ゝ
3
♪

p
.

00
ー

.

(

2 7
)

､

訂

早

p
.

00

い
.

(

2 8
)

ト
､

内
耳
屯

監

訂

b
式
P

邑
-

勺

p
.

志
-

-
宝

T

P

(

2 9
)

誌
吋

乱
J

9

β
N

.

e

ぎ

ヱ0 8

(

3 0
)

ト
代
ゎ

叫
付

言
匂
ゎ

昏
計ヾ

ゴ
琵
〉

宅
｡

(

3 1
)

呂
P

ロ

ユ
O

e

E
e

ユ
e

a

苧
勺
O

n
t

u

二

p
.

レ

い
.

(

3 2
)

ヽ

訂
F

-

p
.

毛
.

(

3 3
)

『

文

学
』

一

九

六

三

年
三

月

号
｡

一

望
T

-
山

､

p
.

い

N

サ

撃
ヨ
P

さ

訂
ヨ
屯

監

叫

す
言
ま
→

-

(

3 4
)

昏
ヨ
P

邑
わ

ヨ
缶

象

り

す
→

3
ト

→
-

甲
･

岩
一

(

3 5
)

～

ひ

邑
.

〉

p
.

会
.

(

3 6
)

､

訂

ゃ

ゃ

い

〇
.

(

3 7
)

旨
吋

乱
J

p
.

訟
.

(

3 8
)

h

ぎ

賢
叶

屯

芸
界

勺
･

竺
¢

.

(

3 9
)

､
ひ

邑
.

､

p

笠
P

(

4 0
)

｢

客
体

的

視

線
+

(

河
e

g

駕
チ
O

b

甘
t

)

と

は

こ

れ

を

指

し

て

い

る
｡

(

畠
邑
.

､

p

∴
岩
00

)

(

4 1
)

声
O
g
e

→

S
t

か

勺
F

巴
-

e

‥
～

廿
ミ

言
吋
什

乳
化

こ
､

し

ぎ

3
ざ
ユ
笥

に

寄
せ

た

サ

ル

ト

ル

の

序

文

参

照
U

〔

p

♪
N

ご

(

42
)

払

P

ぎ
叶

q

3
阜

や

ぃ

N

レ
･

(

一

橋

大

学

助
教

授
)

一

坤

甘

地

-

せ
′

ザ




