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田
辺
と
デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
犠
牲
」
の
思
想

一
　

は
じ

め
に

本
稿

の
狙

い
は
、
「
犠
牲
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
再
考
す
る
き

っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
の

中
で
「
犠
牲
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
場
合
、
「
犠
牲
者
」
と
「
被
害
者
」

の
意
味
の
違

い
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
ず
に
使
用
し
て
い
る
よ
う

に
見

え
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
今
一
度
「
犠
牲
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

立
ち
止
ま

っ
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
田
辺
元
と
Ｊ
・
デ
リ
ダ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
中

で
用

い
る
「
犠
牲
」
と
い
う
概
念

と
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
に
着
目
し
、

両
者
の
哲
学
に
お
い
て
「
犠
牲
」

が
ど
の
よ
う
に
重
要
で
あ
る
か
を
比
較

し
な
が
ら
考
察
す
る
。
第
一
に
、
田
辺
の
晩
年
の
思
想
「
死
の
哲
学
」
よ

り

「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法

か
」
を
中
心
に
、
「
犠
牲
」
の
問
題
を

取
り
上
げ

る
。
田
辺
は
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道

田
島
　

樹
里
奈

に
見

ら
れ

る
利
他

行
に

主
眼

を
お

く
よ

う
に

な
る
。

田
辺

に
よ
れ

ば
、
他

の
解

説

救
済

の
た

め
に
自

己

の
解
脱

を
犠

牲

に
し
、

衆
生
済
度

の
方

便

を

自

ら
進

ん
で

伍
す

る
大
乗

仏
教

こ

そ
、
自

己
犠

牲

の
愛

が
よ

り
徹
底

さ

れ

具
体

化

さ

れ
て

い
る
。
筆

者

は
主

に
、
田

辺

に
よ

っ
て
解
釈

さ

れ
た
菩
薩

道

に

基

づ

い
て
、

自
己

の
「
犠

牲

」

に
つ

い
て

検
討

す

る
。

そ
の

際
に

、

田

辺

が
述

べ
る
「
忍
」
の
概
念

を
手

が
か

り
に

す
る
。
「
忍

」
に

つ
い
て

は
、

こ
れ
ま

で

の
研
究

で

は
あ

ま
り
論

じ

ら
れ

る
こ
と

は
な

か
っ
た

が
、
自

己

犠

牲

に

つ

い
て
考

察

す

る
際

に

は
重
要

な
手

が
か

り
に

な
る
。

第

二

に
、

デ
リ

ダ
の

「
犠
牲

」

に

つ

い
て
検

討

す

る
た

め
に
、
「
死

を

与

え

る
」

の
中

で
論

じ
ら

れ
る
贈
与

の
問
題

を
取

り
上
げ

る
。

デ
リ

ダ
は

本

書

の
中

で
、

イ
サ

ク
奉
献

を

主
題

と
し
た

ア
ブ

ラ
（

ム
の
物
語

に

つ

い

て
語

っ
て

い
る
。

そ

こ
で

は
ア

ブ
ラ

ハ
ム

が
、
神

の
命
令

に
従

う
た

め
に
、

誰

に

も
告

げ

る
こ
と

な
く
息

子

イ
サ

ク
を
神

へ

の
捧

げ

も
の
と

し
て
犠

牲

に
し

よ
う

と

す
る
。
聖

書

に
描

か
れ
た

こ

の
神
話

は
、
自

己
犠
牲

と
は
反
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対

に

、

他

者

を

犠

牲

に

す

る

こ

と

で

、

自

ら

の

信

仰

心

を
神

へ

証

明

す

る

こ

と

が
描

か

れ

て

い

る

。

以

上

の

両

者

の

犠

牲

の

思

想

に

つ

い
て

概

観

し

た

上

で

、

現

代

の

私

た

ち

が
両

哲

学

者

の

「
犠

牲

」

の

思

想

か

ら

ど

の

よ

う

な

こ

と

を

学

び

得

る

か

に

つ

い

て

検

討

し

た

い

。

そ

の

際

、

筆

者

と

し

て

は

、

ど

ち

ら

か

の

思

想

に

優

劣

を

付

け

る

の

で

は

な

く

、

両

者

の

思

想

的

な

差

異

と

類

似

性

を

指

摘

す

る

こ

と

で

、

今

を

生

き

る

私

た

ち

が

「
犠

牲

」

と

い

う

言

葉

に

つ

い

て
再

考

す

る

き

っ

か

け

と

し

た

い
と

考

え

て

い

る

。

そ

こ

で

本

稿

の
最

後

に

、

高

橋

の
犠

牲

論

に

触

れ

な

が

ら

、

筆

者

の

犠

牲

に

対

す

る
考

え

を

述

べ
た

い

。

こ

こ

で

本

論

に

立

ち

入

る

前

に

、

筆

者

な

り

に

注

意

し

た

い
点

に

つ

い

て

触

れ

て

お

く

。

そ

れ

は

、
二

人

の

哲

学

者

が
用

い

る

「
犠

牲

」

概

念

が

、

そ

も

そ

も

比

較

す

る

に

相

応

し

い

か

ど

う

か

と

い

う

問

題

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

日

本

語

で

「
犠

牲

」

と

言

う

と

き

、

そ

こ

に

は

複

数

の

意

味

が
考

え

ら

れ

る

か

ら

岨

。

た

と

え

ば

、

大

規

模

な

災

害

や

戦

争

等

に

よ

る

「

犠

牲

（
ｖ
ｉｃ
ｔ
i
m）
」
と

、
宗

教

的

儀

礼

の

た

め

に

捧

げ

ら

れ

る
「
犠

牲
（
Ｓ
ｑ

５
ｇ

）
」

と

は

、

私

た

ち

の

日

常

の

中

で

は

無

意

識

の

う

ち

に

使

い
分

け

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

に

留

意

す

れ

ば

、

本

稿

で

取

り

上

げ

る

田

辺

と

デ

リ

ダ

の

「
犠

牲

」

の

問

題

は

、

共

に

宗

教

的

な

意

味

を

も

つ

こ

と

か

ら

同

等

レ

ベ

ル

の

も

の

で

あ

り

、

英

表

記

で

は

「
ｓ
ａ
ｃ
ｒ
ｉ
ｆｉｃ
ｅ
 Ｊ

が

適

当

で

あ

る

と

考

え

て

い

る
。

ち

な

み

に

田

村

に

よ

れ

ば

、

犠

牲

と

は

、
「
何

も

の

か

の

「
身

代

り

」

と

し

て

「

被

害

」

を

受

け

る

こ

と

を

含

む

が

、

そ

の

こ

と

自

体

が

崇

高

な

行
い
」
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
犠
牲
」
と
い
う
言

葉
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
「
両
立

し
え
な
い

二
つ
の
価
値
判
断
の
枠
組
み
が
競
合
し
て
い
て
、
そ
の
統
合
が
で
き
な
い

場
合
の
み
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
田
村
が
述

べ
る
よ
う
に
、
何

か
を
「
犠

牲
に
す
る
」
行
為
は
、
「
両
立
し
な
い
二
つ
の
価
値
判
断
の
枠
組
み
」
が

同
時
に
現
れ
、
「
二

つ
の
価
値
判
断
を
統
合
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
で
、
あ
る
決
定
が
下
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
発
生
す
る
。
そ
の

こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
田
辺
と
デ
リ

ダ
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。二

　

「
死

の
弁

証

法

」

に

お

け

る

「
自

己

犠

牲

」

と

「
忍

」

の

思

想

田

辺

は
晩

年

に
、
「

メ
メ

ン
ト

モ
リ

（
死

を
忘

れ

る

な
）
」

と

い
う
小

さ
な
論

文

を
残

し
て

い
る
。
こ

の
中
で
田

辺

は
、
当

時
の

原
子
力

時
代

を

「
死

の
時

代

」

と
呼

び
、
「
「
生

の

哲
學
」

の
破

綻

に
直

面

し

た
現

代

の
人

間

は

、
改

め
て

「
死

の
哲
學

」

を
問
題

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
運
命

に
際

會
し

て
居

る
」

こ

と
を
主
張

す
る
。
田

辺

が
「
死

の
哲
学

」
に

つ

い
て
詳

細
に

語

っ
て

い
る

の
は

、

ハ
イ

デ

ガ
ー
の
古

稀
記
念

論
文

集

へ
寄
稿

し
た

「
生

の

生
存

学

か
死

の
弁
証

法

か
」

と

い
う
論
文

で

あ

る
。

こ

の
中
で

田

辺

は
、（

イ

デ

ガ

ー
の

「
存
在

の
思
索
」

に
対

し
て

、
自

ら
の
立
場

を
「
絶

対
無

の
弁

証
法

」

と
し
て

位
置

づ
け
、

対
決

を
挑

ん
で

い
る
。

そ

れ
で

は

、田

辺

は
「
死

の
弁

証
法
」
の
ど
の
よ

う
な
文

脈

の
中

で

、「
犠

牲
」

に

つ

い
て

語

っ
て

い

る
の
だ
ろ

う
か
。

ま
ず

は
田

辺
の
記

述

に
従

っ

の思想「 犠 牲 」１　田 辺とデリダにおけ る65



て
見
て
み
た
い
。
田
辺
は
「
死
の
弁
証
法
」
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ

ス
ト
教
的
愛
の
救
済
の
立
場
か
ら
菩
薩
道
の
立
場
へ
と
自
ら
の
立
場
を
移

行
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
人
間

の
「
無
即
愛
が
行

為
実
践
さ
れ
る
」
宗
教
で
あ

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
自
己
の
信

仰
と
対
他
宣
教
と
を
同
時
に
並
行
し
て
い
る
だ
け
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な

る
か
ら
だ
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
己
の
悟
道
よ
り
先
に
他
人
の
悟
道

解
脱
を
意
図
す
る
菩
薩
道
の
方
が
、
一
層
具
体
的
に
「
無
即
愛
が
行
為
実

践
」

さ
れ
る
と
彼
は
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。自

己
否
定
的
に
他
人
の
作
仏
の
た
め
に
、
進
ん
で
自
己
を
犠
牲
と
し

て
苦

を
忍
び
、
（
中
略
）
以
て
仏
性
実
現
の
約
束
を
信
じ
歓
喜
に
感

謝
す
る
の
が
、
人
間
の
達
し
得
る
至
高
存
在
と
し
て
の
菩
薩
で
あ
る
。

そ
の
否
定
が
即
肯
定
で
あ
り
、
苦
が
即
喜
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
内

容
が
す
な
わ
ち
忍
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
従
来
無
即
愛

と
呼
ん
だ
も
の
も
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
引
用
か
ら
も
、
田
辺
が
、
他
人
の
作
仏
の
た
め
に
進
ん
で
自
己
を

犠
牲

と
し
、
苦
を
忍
ん
で
な
さ
れ
る
自
己
否
定
的
な
実
践
と
し
て
の
菩
薩

道
の
行
こ
そ
、
苦
即
喜
で
あ
る
よ
う
な
自
覚
内
容
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
田
辺
が
、
そ
う
し
た
自
覚
内
容
を
「
忍
」
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
田
辺
は
な
ぜ
「
忍
」
と

い
う
語
を
用

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
手

が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
は
氷
見
の
解
釈
を
見
て
み
た
い
。

氷
見
の
読
解
に
よ
れ
ば
、
田
辺
は
「
極
限
的
に
否
定
的
な
る
も
の
が
す
な

わ
ち
極
限
的
に
肯
定
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
苦
が
す
な
わ
ち
歓
喜
で
あ
る
　
6
6

と
い
う
、
い
わ
ば
絶
対
的
逆
説
の
境
地
こ
そ
、
菩
薩
の
究
極
的
自
覚
内
容

な
る
「
忍
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
解
し
て
い
る
。
氷
見
は
こ
の
こ
と
か

ら
、
「
忍
」
と
い
う
語
が
「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
た
ち
を
し
て
「
忍

辱
波
羅
蜜
」
を
想
起
せ
し
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
田
辺
の
強
調
す
る
純
粋
他
利
行
は
、
精
神
的
に
も
物
質
的

に
も
相
手
の
必
要

に
応
じ
て
惜
し
げ
な
く
与
え
る
と
い
う
仕
方
で
献
身
す

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
内
容
に
於
い
て
明
ら
か
に

布
施
波
羅
蜜
に
相
当
す
る
」
と
主
張
す
る
。
氷
見
は
、
田
辺
の
利
他
行
に

関
す
る
論
述
を
六
波
羅
蜜
の
布
施
波
羅
蜜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
田
辺

の
用
い
る
「
忍
」
と
い
う
語
を
忍
辱
波
羅
蜜
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の

だ
。た

だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
氷
見
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
田
辺
は
自

ら
の
菩
薩
道
論
を
六
波
羅
蜜
の
伝
統
的
な
概
念
に
対
応

さ
せ
よ
う
と
試
み
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
「
死
の
弁
証
法
」
全

体
を
通
し
て
見
て
も
、
田
辺
が
波
羅
蜜
に
関
す
る
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氷
見
は
、
独
自
の
解
釈
に
基
づ
き
、
先

に
見
た
よ
う
な
「
布
施
波
羅
蜜
」
を
遂
行
す
る
た
め
に
「
必
要
不
可
欠
な

自
覚
内
容
」
と
し
て
示

さ
れ
て
く
る
の
が
「
忍
」
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
応
し
て
い
る
の
が
「
忍
辱
波
羅
蜜
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

た
し
か
に
田
辺
の
論
じ
る
利
他
行
を
「
布
施
波
羅
蜜
」
に
相
当
す
る
よ

う
な
行

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
を
加
味
す

れ
ば
、
「
忍
」
と
い
う
語
を
「
忍
辱
波
羅
蜜
」
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
も



で

き

な

く

は

な

い

。

し

か

し

筆

者

と

し

て

は

、

そ

れ

は

あ

く

ま

で

一

つ

の

可

能

性

に

過

ぎ

ず

、

氷

見

説

を

断

言

す

る

こ

と

は

差

し

控

え

た

い

。

そ

れ

よ

り

も

筆

者

は

、
田

辺

の

記

述

に

従

っ

て

、
彼

が

「
忍

」

と

い

う

語

を

「
無

即

愛

」

と

し

て

捉

え

て

い

る

こ

と

に

注

目

し

た

い

。

田

辺

は

先

に

、
人

間

の

達

し

得

る

至

高

存

在

が

菩

薩

で

あ

り

、
そ

の

「
否

定

が

即

肯

定

で

あ

り

、

苦

が

即

喜

で

あ

る

と

い

う

自

覚

の

内

容

が

す

な

わ

ち

忍

と

い

わ

れ

る

」

と

述

べ

て

い

た

。

し

か

も

そ

れ

が

「
従

来

無

即

愛

と

呼

ん

だ

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

」

と

記

し

て

い

る

。

こ

の

部

分

は

、

（

イ

デ

ガ

ー

に

宛

て

ら

れ

た

ド

イ

ツ

語

訳

の

中

で

も

、
「
忍

」
《
Ｅ
ｒ
ｔｒ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ

）
　（
ｎ
ｉｎ
）

が

「
無

即

愛

」
〈
Ａ

ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔｅ
ｓ
　
Ｎ

ｉｃ
ｈ
ｔｓ
　ｑ
ｕ
ａ
　
」
ｉｅ
ｂ
ｅ

）

と

名

づ

け

ら

れ

た

も

の

と

別

物

で

は

な

い

こ

と

（

つ

ま

り

、

同

じ

で

あ

る

こ

と

）

が

明

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

す

ぐ

後

に

田

辺

は

、
「

忍

」

が

決

し

て

単

に

非

合

理

を

諦

め

る

消

極

主

義

で

は

な

く

、
「

理

想

主

義

の

限

界

ま

で

理

性

的

道

徳

を

徹

底

す

る

こ

と

に

よ

り

（

中

略

）

絶

対

否

定

即

肯

定

に

人

間

存

在

を

転

じ

、

苦

悩

の

底

に

自

他

協

同

解

脱

の

歓

喜

を

自

証

せ

し

む

る

こ

と

こ

そ

、

死

復

活

の

実

存

協

同

に

対

す

る

希

望

を

与

え

る

」

と

述

べ

て

い

る

。

こ

こ

で

田

辺

は

、
「
忍

」

が

「

死

復

活

の

実

存

協

同

」

に

希

望

を

与

え

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。

こ

の

「

死

復

活

の

実

存

協

同

」

と

い

う

思

想

は

、

田

辺

の

「

死

の

哲

学

」

の

中

で

も

肝

と

な

る

よ

う

な

概

念

で

あ

る

。

藤

田

の

言

葉

を

借

り

れ

ば

、

「
実

存

協

同

」

と

は

「

死

者

の

生

者

へ

の

愛

と

、

生

者

の

死

者

へ

の

愛

を

基

礎

と

し

て

成

立

す

る

関

わ

り

」

で

あ

る

。

ま
た

長

谷

に
よ

れ

ば
、
田

辺

は
「
実

存

協
同

」

の
世

界

を
、
「
人
間

の

生
死

界

の

底

に
開

か

れ
た

無
即
愛

の
象

徴

世
界

」

と

し
て

捉
え

て

い
る
。

そ

れ

が
象

徴

的
世

界

と
言

わ

れ
る

の
は
、
「
絶
対

無

と

し
て

の
無

即
愛

が

人
間

の
世

界

に
協
同

体

と
し
て

具
現

し
て

き
て

い
る

か
ら
で

あ
り
、

ま
た

形

あ

る
協
同

の
世

界

が
、
死
者

を

も
包

み
込

ん

で
、
形

な

き
無
即
愛

の

う

ち

に
帰

入
し

て

い

る
か
ら
」
で

あ

る
。

こ
の
長

谷
の
見

解

を
参
照

し
た
と

き
、
「
忍

」

が
「
実

存

協
同

」

に
希

望
を
与

え

る
と

い
う
田

辺

の
表

現
は

何

を

意
味

し
得

る

か
。

筆
者

の
考

え
で

は
、

田

辺

の
言

う
よ

う
に

「
忍
」

を
「

無
即

愛

」

と

し
て

捉
え

た
場

合
、
人

が
自

ら

の
解

脱
よ

り

も
先

に
、

他

の
解

脱

を
優
先

に
導

く
た
め

に
は
、
徹

底
的

に
自

己

を
否

定

し
、
自

ら

の
解
脱

を

犠
牲

に

し
て

も
、
他

へ
の
「
愛

」
に

よ

っ
て
、
他
の
中

に
生

き
、

他

を
解

脱

へ
と

導

く
。
他

の
た

め
に
自
己

を
絶

対
否

定

す
る
こ

と

が
で

き

る
の

は
愛

が
あ
る

か
ら
で

あ
り
、
そ
れ

は
苦

を
も
喜

と
し

て
感

ず
る

「
忍

」

が
あ

る
か

ら

に
他

な

ら
な

い
。
「
忍

」

は
消

極

的

な
自
己

の
諦
念

と
は
異

な

り
、

ま

た

「
犠

牲
」

を
単

な

る
「
苦

」

と
し

て

捉
え

る
の
で

は
な

く
、

む

し
ろ

「
喜

」

と
し
て

他

の
解

脱
を
助

け

る
も

の
で

あ
る
。

そ
こ

に
こ
そ

希
望

が
見

い
出

さ
れ

る
の
で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。

伊

藤

が
言

う
よ

う

に
、
田
辺

に
と

っ
て

の
愛

が
、「
死

（
自
己

の
空
無

化
）

と

重
な

り
あ

っ
た

実
存

的

な
「
行
」

で
あ

り
、

し
か

も
、

そ
れ
は

他
者

の

魂

の
平

安

を
め

が
け
て

の
徹
底

し
た

自
己
否

定

の
行
」

で

あ
る
限

り
、「
実

存
協

同

」

が

「
忍

」

す
な

わ
ち

「
無
即

愛
」

に

よ

っ
て
の

み
実
現

さ
れ

る

と

い
う
主
張

は
、
田

辺
な
り

の
悟
得

だ

っ
た

の
か
も

し
れ

な

い
。
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三
　

デ

リ

ダ

の

「
犠

牲

」

―
「

死

を

与

え

る

」

イ

サ

ク

奉

献

を

め

ぐ

っ

て

そ

れ

で

は

次

に

、
「

死

を

与

え

る

」

を

中

心

に

、

デ

リ

ダ

の

贈

与

論

の

中

で

論

じ

ら

れ

て

い

る

「

犠

牲

」

の

問

題

に

つ

い

て

見

て

み

よ

う

。

デ

リ

ダ

は

イ

サ

ク

奉

献

の

物

語

を

取

り

上

げ

な

が

ら

、
「

死

を

与

え

る

」

こ

と

の

意

味

に

つ

い

て

考

察

し

て

い

る

。

そ

の

中

で

デ

リ

ダ

は

、

私

た

ち

が

今

問

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、
「

贈

与

に

つ

い

て

の

言

説

や

死

の

贈

与

が

、

犠

牲

に

つ

い

て

の

言

説

や

他

者

の

た

め

の

死

に

つ

い

て

の

言

説

で

あ

る

の

か

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

と

述

べ

て

い

る

。

一

般

的

に

、

西

欧

で

言

わ

れ

る

「

供

犠

（
ｓ

Ｑ

５
ｇ

）
」

と

は

、
「

神

へ

の

奉

納

、

す

な

わ

ち

聖

化

す

る

手

段

、

人

間

的

な

も

の

を

神

へ

移

行

さ

せ

る

為

の

手

段

」

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

デ

リ

ダ

は

、

こ

う

し

た

語

源

的

な

意

味

と

は

別

に

、
「

死

を

与

え

る

」

の

中

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

フ

ラ

ン

ス

語

で

ｄ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｌａ

　
m
o
ｒ
ｔ
〔

死

を

与

え

る

〕

と

は

、

何

を

意

味

す

る

の

か

。
ひ

と

は

ど

う

や

っ

て

み

ず

か

ら

に

死

を

与

え

る

の

か

。

ひ

と

は

ど

う

や

っ

て

み

ず

か

ら

に

死

を

与

え

る

の

か

と

言

う

と

き

、

「

み

ず

か

ら

に

死

を

与

え

る

〔
ｓ
ｅ
　ｄ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　ｌａ
　
m
o
ｒ
ｔ
〕
」

と

い

う

表

現

は

、

「

み

ず

か

ら

の

死

の

責

任

を

引

き

受

け

な

が

ら

死

ぬ

こ

と

」
「

自

殺

す

る

こ

と

」

を

意

味

す

る

が

、
「

他

人

の

た

め

に

自

己

を

犠

牲

に

す

る

こ

と

（
ｓ
ｅ
　ｓ
ａ
ｃ
ｎ

ｈ
ｅ
ｒ
　ｐ
ｏ
ｕ
ｒ
　ａ
ｕ
ｔ「
ｃ
一
」
」
「
他

者

の

た

め

に

死

ぬ

こ

と

（
m
o

ｕ
ｒ
ｉｒ
　ｐ
ｏ
ｕ
ｒ
　Ｉ
’ａ

ｕ
ｔｒ
ｅ
）
」

を

も

意

味

し

、

し

た

が

っ

て

お

そ

ら

く
は
、
「
死

を

思

い
描

き
、
与

え

ら
れ

た
死

を
受

け

入

れ
な

が

ら
み
　
6
8

ず

か

ら
の
生

命

を
与

え

る
こ
と
」
を
も
意
味

す
杤

。
（

強
調
・
デ
リ

ダ
）

こ

こ

で

デ

リ

ダ

は
、
「

み

ず

か

ら

に
死

を

与

え

る

〔
ｓ
ｅ
　ｄｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　ｌａ

∃
Ｏｒ
ｔ
〕
」

と

い
う
表

現

が
、

一
方
で

「

み
ず

か
ら

の
責

任

を
引

き
受

け

な

が
ら
（
み

ず

か
ら

）
死

ぬ

こ
と
」

を
意
味

し
な

が
ら
、

他
方

で

「
他
人

の

た

め
に
自

己

を
犠

牲
に

す

る
こ

と
」

を

も
意

味

す

る
と

指
摘

す

る
。
そ

し

て

「
み
ず

か

ら
に
死

を
与

え

る
」
と

い
う

こ
と

と
犠
牲

の
関

係
、
他

者

の

た

め
に
死

ぬ

こ
と

と
の
関

係

、
犠
牲

と
自
殺

と

こ
う
し

た
贈
与

の
エ
コ

ノ

ミ

ー
と
の
関

係

は

ど
の

よ
う

な

も
の
か
と
問

う
。

さ

ら
に

デ

リ

ダ

は
、
「

他
者

の
た

め
に

自

分

の

生
命

を
与

え

る

こ
と
、

他
者

の
た

め
に
死

ぬ

こ
と

、

そ
れ
は
他

者

の
代

わ

り
に
死

ぬ

こ
と
で

は
な

い
」

と
（

イ

デ

ガ

ー
が
強

調

し
て

い
る
こ
と

を
援
用

し
て

、

そ
う
で

は
な

く
、
「
私

が
死

ぬ

こ

と

が
で

き
、

他
者

に
私

の
生

を
与

え

る

こ
と

が
で

き

る
の

は
、

死

ぬ

こ

と

が
、

も
し

そ

れ
が
「

存
在

す

る
」

と

す

る
な

ら
ば
、

私

の
も

の
で

あ

り
続

け

る

か

ら
」
で

あ

る
と

い

う
。

デ

リ

ダ
に

よ

れ
ぱ
、

こ
の

「
代
理

不
可

能
性

と
の
関

係
」

に
お

い
て
し

か
、
自

己

の
贈
与

は
有

り
得

な

い
し
思
考

す
る

こ
と

も
で
き

な

い
。

そ

れ
で

は
デ
リ

ダ
の
言

う

「
贈
与

」

と
は
何

を
意

味

す
る

の
か
。
彼

は

「

時
間

を
与

え

る
」

の
中

で

贈
与

が
あ

る
た

め

に
は

、
受

け
手

は

お
返

し

や
恩

返

し
を

し
た

り

し
て

は
な

ら
ず
、

契
約

を
取

り

結
ん

だ
り
負

債

を
負

っ
て

は
な
ら

な

い
と
言

う

。
し

か
も
、

そ
れ

は
受

け
手

の
み
の
問

題
だ

け

で

は
な

い
。

贈
り

手

と
受

け
手

の
双

方

が
、
贈
与

を
贈

与

と
し
て

認
知

し

て

は

な
ら

ず
、

そ

れ

を

「
意

識
し

た

り
、
記

憶

し
た

り
、

感

謝
（

承
認

）



し

て

は

な

ら

な

い

」

の

で

あ

る

。

と

い

う

の

も

、

贈

与

が
贈

与

と

し

て
認

め

ら

れ

て

し

ま

え

ば

、

そ

れ

は

途

端

に
本

当

の

意

味

で

の

「
贈

与

」

で

は

な

く

、

単

な

る

交

換

の

エ

コ

ノ

ミ

ー

へ

と

回

収

さ

れ

て

し

ま

う

か

ら

だ

。

つ

ま

り

、

互

酬

性

の
円

環

に

巻

き

込

ま

れ

て

し

ま

っ

て

は

、

負

債

を

生

じ

る

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

問

題

に

な

っ

て

し

ま

う

の

だ

。

以

上

を

も

と

に

、

デ

リ

ダ

が
先

の
（

イ

デ

ガ

ー

の

解

釈

か

ら

言

お

う

と

し

て

い

る

の

は

、
「
私

は

他

者

の

代

わ

り

に

死

ぬ

こ

と

は

で

き

な

い
」

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

だ

か

ら

こ

そ

自

己

の

贈

与

の

可

能

性

が
生

じ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

贈

与

と

は

絶

対

的

に

交

換

で

は

な

い

も

の

で

あ

り

、

経

験

不

可

能

な

も

の

な

の

だ

か

ら

こ

そ

、

私

固

有

の

も

の

と

し

て

の

死

の

贈

与

が
起

こ

り

得

る

。

死

は

絶

対

的

に

私

だ

け

の

も

の

で

あ

り

、

誰

も

他

人

の

死

を

代

理

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

そ

の

こ

と

は

文

法

的

に

も

明

ら

か

だ

と

デ

リ

ダ

は

言

う

。
「
他

者

の

た

め

に

ｐ
ｏ
ｕ
ｒ
死

ぬ

こ

と

、

他

者

に

お

の

れ

の

生

命

を

与

え

る

こ

と

」
と

言

う

際

に

つ

け

ら

れ

る

与

格

は

、

置

き

換

え

を

意

味

す

る

わ

け

で

は

な

い
。

端

的

に

言

え

ば

、
「
他

者

の

た

め

に

死

ぬ

こ

と

」

の

「

た

め

に

」

は

、
「

他

者

の

代

わ

り

に

」

と

い

う

意

味

の
ｐ
ｏ
ｕ
ｒ

を

意

味

し

な

い

。

私

た

ち

は

「
彼

を

死

か

ら

解

放

し

て

や

る

丶
　丶
　
丶
　
丶
　丶
　
丶
　
丶
　丶
　丶
　
丶
　
丶

こ

と

が

で

き

る

ほ

ど

ま

で

に

、

他

者

の

た

め

に

死

ん

で

や

る

こ

と

は

で

き

な

い

」

の

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

、
「

私

は

他

者

か

ら

そ

の
死

を

取

り

除

く

こ

と

は

で

き

ず

、

他

者

も

私

か

ら

私

の
死

を

取

り

除

く

こ

と

は

で

き

な

４

）
゜

ど
そ

れ

で

は

、

こ

の

よ

う

な

固

有

で

「
代

理

不

可

能

な

も

の

」

と

し

て

の

死

が
、
「
犠

牲

」

と

し

て

扱

わ

れ

る

と

き

、

デ

リ

ダ

の

思

想

は

ど

の

よ

う

に
そ

れ
を
捉

え

る
の

だ
ろ

う
か
。

ま
ず

デ
リ

ダ
は
、
キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル
が
「

お

そ
れ

と
お

の

の
き
」

の
中
で

論
じ

る
イ

サ
ク
奉

献

の
物
語

を
読
解

し
な

が

ら
、
「
倫

理

の
普

遍
性

は
、
責

任
を

保
証

す
る

ど
こ

ろ

か
、
無
責

任

へ

と

駆
り
立
て
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
倫
理
は
責
任

を
な
く
す
こ
と
へ
と
向
け

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
常
識
的
な
倫
理
価

値
に
基
づ
け
ば
「
暴
力
」
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為

が
、
宗
教
的

な
意
味
付
け
を
賦
与
さ
れ
る
だ
け
で
正
当
化
あ
る
い
は
聖
化
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で

い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
（

ム

が
息
子
に
死
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
倫
理
上
で
は
殺
人
と
呼
ば
れ

る
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
上
は
神
へ
の
信
仰
と
忠
誠
を
示

す
行
為
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
。

さ
ら
に
デ
リ
ダ
は
、
ア
ブ
ラ
（

ム
が
イ
サ
ク
を
捧
げ
も
の
と
し
て
「
犠

牲
」
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
は
イ
サ
ク
を
「
絶
対
的
に
愛
さ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
」
し
、
そ
の
行
為
が
「
絶
対
に
苦
痛
に
満
ち
た
も
の
」
で
あ
り
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
う
。
も
し
憎
ん
で
い
る
者
に
死
を
与
え
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
「
犠
牲
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
田
村
に
よ
れ
ば
、
「
犠
牲
」
と
は
「
そ
の
こ
と
自
体
が
崇
高
な
行
い
」

で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
イ
サ
ク
が
神
へ
の
捧
げ
も
の
と
し
て

価
値
あ
る
「
犠
牲
」
に
な
る
た
め
に
は
。
ア
ブ
ラ
（

ム
が
彼
を
他
の
ど
ん

な
も
の
よ
り
も
愛
し
て

い
な
け
れ
ば
、
崇
高
な
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。

最
高
に
価
値
あ
る
も
の
、
有
用
性
の
あ
る
も
の
を
破
壊
し
て
こ
そ
、
崇
高

さ
が
生
じ
得
る
以
上
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
試
練
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
に

お
い
て
二
重
の
贈
与
、
す
な
わ
ち
息
子
に
死
を
与
え
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る

こ

と

と

、

息

子

を

犠

牲

に

し

て

そ

の

命

を

捧

げ

る

こ

と

と

い

う

二

つ

の

贈

与

が
成

就

す

る

。

そ

れ

で

は

、

イ

サ

ク

奉

献

の

物

語

の

中

で

、

ア

ブ

ラ
（

ム

が

「
犠

牲

」

に

し

た

も

の

は

何

で

あ

っ

た

か

。

最

終

的

に

ア

ブ

ラ
（

ム

は

神

に

よ

っ

て

呼

び

か

け

ら

れ

た

た

め

、

イ

サ

ク

を

犠

牲

に

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

イ

サ

ク

奉

献

の

物

語

で

は

何

も

犠

牲

は

生

じ

な

か

っ

た

の

か

。

そ

う

で

は

な

い
。

ア

ブ

ラ
（

ム

が

神

に

従

お

う

と

し

た

以

上

、

イ

サ

ク

を

殺

害

し

よ

う

と

し

た

と

い

う

倫

理

的

な

義

務

を

犠

牲

に

し

た

こ

と

は

紛

れ

も

な

い

事

実

で

あ

る
。

そ

れ

は

ま

さ

に

信

仰

と

倫

理

の

間

に

跨

が

る

二

つ

の

矛

盾

し

た

義

務

で

あ

る

。

カ

プ

ー

ト

が

ア

ブ

ラ

ハ

ム

の
物

語

を

、

倫

理

な

き

、

倫

理

の

安

心

と

慰

め

な

き

拘

束

あ

る

い

は

犠

牲

の

物

語

で

あ

る

と

い

う

よ

う

明

、

こ

こ

で

は

宗

教

的

義

務

を

果

た

す

た

め

に

、

倫

理

的

な

も

の

が
犠

牲

に

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

犠

牲

に

さ

れ

た

の

は

倫

理

だ

け

で

は

な

か

っ

た

。

こ

こ

で

デ

リ

ダ

は

、

ア

ブ

ラ
（

ム

が

神

に
対

し

て

何

の
報

酬

や

見

返

り

も

期

待

す

る

こ

と

な

く

イ

サ

ク

を

捧

げ

よ

う

と

し

た

こ

と

を

指

摘

す

る
。

そ

の

意

味

で

、

ア

ブ

ラ
（

ム

は

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

彼

岸

、

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

犠

牲

に

お

い

て

イ

サ

ク

に

死

を

与

え

る

こ

と

を
決

意

し

た

。

こ

こ

で

気

を

つ

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

は

、

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

語

源

が

ギ

リ

シ

ア

語

の

オ

イ

コ

ノ

ミ

ア
（
Ｏ
ｕ
ｃ
ｏ
ｖ
ｏ
｜
ｉ
ｉａ

）
に

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

オ

イ

コ

ス

Ｏ
’
否

口
〔

わ

が

家

、

自

分

の

も

の

〕

と

ノ

モ

ス

く
召

Ｏ
Ｊ
〔
掟

、

法

則

〕

に

よ

っ

て

成

り

立

つ

エ

コ

ノ

ミ

ー

の

犠

牲

が

意

味

す

る

も

の

、

そ

れ

は

「
家

の
掟

、

住

ま

い

や

特

有

財

産

や

私

有

財

産

、

近

親

者

の

愛

や

情

愛

な

ど

の

法

の

犠

牲

」

に
他
な
ら
な
い
と
デ
リ
ダ
は
強
調
す
樋

。
こ
の
親
近
者
に
与
え
ら
れ
る
死
　
7
0

と
い
う
絶
対
的
犠
牲
を
決
断
す
る
そ
の
瞬
間
、
神
は
愛
す
る
息
子
イ
サ
ク

を
返
す
こ
と
を
決
断
す
る
の
で
あ
る
。

四
　

お
わ
り
に
Ｉ
「
犠
牲
」
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス

以
上

か
ら
、
田
辺
と
デ
リ
ダ
の
「
犠
牲
」
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
共
通

性
あ
る
い
は
差
異
性
が
見

い
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
田
辺
の
「
死
の
哲
学
」
は
、

自
己
を
犠
牲
に
し
て
も
他
者
を
至
高
存
在
（
解
脱
）
へ
と
導
く
こ
と
が
、

苦
で
あ
り
且

つ
喜
で
あ
る
と
い
う
菩
薩
道
を
、
「
忍
（

＝
無
即
愛
）
」
の
自

覚
内
容
の
う
ち
に
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、

デ
リ
ダ
は
、
自
ら
の

信
仰
心
を
証
明
す

る
た
め
に
、
最
愛
の
他
者
を
犠
牲
に
す
る
試
練
の
物
語

を
語
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
（
信
仰
）
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
、
倫

理
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
オ
イ
コ
ス
）
を
犠

牲
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

二
人
の
哲
学
者
の
見
解
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
と
も
に
愛
す
る
者
が
関

わ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
わ
り
方
は
全
く
異
な
る
も

の
だ
っ
た
。
両
者
を
単
純
化
し
て
し
ま
え
ば
、
他
者
の
た
め
に
自
己
を
犠

牲
に
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
自
己
の
た
め
に
他
者
を
犠
牲
に
す
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
田
辺
が
論
じ
る
菩
薩
道
で
は
、
自
己
犠
牲
（
自
己
の

無
化
）
と
い
え
ど
も
、
必
ず
し
も
「
死
を
与
え
る
」
こ
と
で
な
い
限
り
、

自
己
を
否
定
し
無
化
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
た
め
に
働
き
、
他
者
を
解
脱

へ
と
導
く
役
割
を
演
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
デ
リ
ダ
の
論
述
で
は
、

死
の
固
有
性

が
強
調
さ
れ
、
代
理
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
他
者
の
た
め



に
死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
「
犠
牲
」

が
贈
与
論
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
。

こ
う
し
た
両
者
の
思
想
か
ら
、
私
た
ち
が
学
び
得
る
こ
と
は
、
彼
ら
が

宗
教
の
枠
組
み
の
中
で
語

る
「
犠
牲
」
と
い
う
概
念
が
、
実
は
私
た
ち
の

日
常
生
活
の
中
で
は
聖
化
し
た
り
美
化
し
た
り
す
る
働
き
と
し
て
利
用

さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言

い
か
え
れ
ぱ
、
震
災

や
大
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
が
「
犠
牲
者
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
彼

ら
は
誰
か
の
た
め
、
何
か
の
た
め
の
「
犠
牲
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
震

災
や
事
件
の

”犠
牲
者
”
は
、
本
来
は
端
的
に

「
被
害
者
」
な
の
で
は
な

い
か
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
「
犠
牲
」
と

い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
私

た
ち
に
「
被
害
（
者
）
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
こ
と
で
、

マ
イ
ナ
ス
な

イ
メ
ー
ジ
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る

”制
度
”
と
し
て
利
用
さ
れ
る
可
能

性
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
「
犠
牲
」
を
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
次
元
で
考
察
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
述

べ
て
お
き
た
い
。
高
橋
は
原
発
問
題
を
論
じ
る
中
で
、

犠
牲
を
想
定
せ
ず
に
は
成
り
立
た
な
い
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
「
犠
牲
の

シ
ス
テ

ム
」
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
高
橋
が
述
べ
る
「
犠
牲
の
シ
ス
テ

ム
」
の
一
般
的
な
定
式
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
犠

牲
の
シ
ス
テ

ム
で
は
、
或

る
者
（
た
ち
）
の
利
益
が
、
他
の
も
の
（
た
ち
）

の
生
活
（
生
命
、
健
康
、
日
常
、
財
産
、
尊
敬
、
希
望
等
々
）
を
犠
牲
に

し
て
生
み
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
。
こ
の
犠
牲
は
通
常
、
隠
さ
れ
て
い
る

か
、
共
同
体
（
国
家
、
国
民
、
社
会
、
企
業
等
々
）
に
と
っ
て
の
「
尊
い

犠
牲
」
と
し
て
美
化
さ
れ
、
正
当
化

さ
れ
て
い
る
」
。
こ
う
し
た
犠
牲
の

シ
ス
テ
ム
を
可
能
な
限
り
変
え
て
い
く
、
つ
ま
り
犠
牲
を
出
さ
な
い
シ
ス

テ
ム
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
高
橋
は
強
調
す
る
。

高
橋
が
言

う
よ
う
に
、
誰
か
の
利
益
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
他
の
者

の
生
活
が
「
犠
牲
」
に
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
隠
さ
れ
た
り
美
化
さ
れ
た
り

正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
高
橋
の
主
張
に
加
え
、
「
犠
牲
」

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
も
、
事
実
を
美
化
し
た
り
正
当
化
し
た
り
す
る

働
き

が
内

在
す

る
危

険
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
「
犠
牲
」

と
い
う
語
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
原
因
の
側
に
生
じ
る
加
害
性
を
消
去
・

軽
減
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
こ
と
は
目
に
は
見
え
な
い
微
細
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ

そ
、
今
後
も
私
た
ち
が
考
え
て
い
く
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
筆
者
は

考
え
て

い
る
。

（
１

）
　「
田

邊

元

全
集
1
3
」

筑

摩

書

房

、

一

九

六

四

年

、

五

四

四

頁

。

（

２

）
　
田

村

は

「
日

本

語

の

「
犠

牲

」

と

い
う

一

語

に
集

約

さ

れ

て

い

る

「
身

代

り

」

「
被

害

者

」
「
崇

高

性

」

と

い
う

意

味

嬰

繁

は

、
そ

れ

ぞ
れ

英

語

の

［
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ
ｇ
ｏ
ａ
ｔ
］

「
ｖ
ｉｃ
ｔ
i
m Ｊ
　
Ｔｓ
ａ
ｃ
ｒ
ｉｆｉ
ｃ
ｅ
Ｊ

と

い

う
三

つ

の

諸

に

対

応

」

す

る

と

述

べ
。
「
ス

ケ

ー

プ

ゴ

ー

ト

と

し

て

の

ｖ
i
cｔｉｍ

を
聖

な

る

も

の

と

す

る

（
ｓ
ａ
ｃ
ｒｉ
ｆｉ
ｃ
ｅ
：
　ｓ
ａ
ｃ
ｅ
ｒ

＋
ｒ
・

ｇ

３
）

こ
と

が

「
犠

牲

に

す

る
」
と

い
う

こ

と

の
全

体

像

で

あ

る

」
と

し

て

い

る
。

（
田

村

均

「
自

己

犠

牲

の

倫

理

学

的

分

析

」
「
名

古

屋

大

学

文

学

部

研

究

論

集

哲

学
4
3
」

一
九

九

七

年

、

四

二

頁

）

（
３

）
　

一

般

的

に

「
ｓ
ａ
ｃ
ｒ
ｉｆｉｃ
ｅ
（

英

・
仏

）
」

は

、

ラ

テ

ン
謡

「
ｓ
ａ
ｃ
ｒ
ｉｆｉｃ
ｉｕ
ヨ

（

い

け

に

え

）
」

を

語

源

と

し

、

宗

教

的

な
意

味

が
含

ま

れ

る

場

合

。
「
供

犠

」

と
訳

さ

れ

る

場
合

が
多

い

が
、
本

稿

で

は

「
犠

牲

」
と

し

て

捉

え

た

上

で

議

論

を

進

め

る
。

（
４

）
　

田

村
均

、
前

掲

「
自

己

犠

牲

の

倫

理

学

的

分

析

」

四

二

頁

。

（
５

）
　

同

前

、

四

三

頁

。
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（

６

）
　

「

田

邊

元

全

集
1
3

」

一

六

七

頁

。

（

７

）
　

以

下

、

「

死

の

弁

証

法

」

と

略

記

。

（

８

）
　

「

田

邊

元

全

集
1
3

」

五

四

五

頁

。

（

９

）
　

氷

見

潔

「

田

辺

哲

学

研

究
　

宗

教

哲

学

の

観

点

か

ら

」

北

樹

出

版

、

一

九

九

〇

年

、

二

八

五

－

二

八

六

頁

。

（

1 0

）
　

同

前

、

二

八

六

頁

。

（

1 1

）
　

同

前

、

同

頁

。

（

1 9
一

）
　

同

前

。

同

頁

。

（

1 3

）

Ｈ

ａ
ｊ
ｉｍ

ｅ

　
Ｔ

ａ
ｎ

ａ

ｂ
ｅ
｢

　

ｌ
ｏ

ｄ

ｅ
ｓ

ｄ

ｉａ

ｌｅ

ｋ
ｔ
ｉ
ｋ
｢
　
Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ｉｎ

　
Ｈ

ｅ

ｉ
ｄ
ｅ
ｇ

ｇ

ｅ
ｒ

　Ｚ

ｕ
m

　
Ｓ

ｉｅ

ｂ
ｚ
ｉｇ

ｓ

ｔ
ｅ
ｎ

Ｇ

ｅ

ｂ
ｕ

ｒ

ｔｓ

ｔａ

ｇ

　Ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉｆ

ｔ
｢　
Ｎ

ｅ

ｓ

ｋ
ｅ

「

　
１
９

５

９
「

ち

な

み

に

こ

の

中

で

「

自

己

犠

牲

」

は

、

Ｓ

ｉｃ

ｈ
-
Ｏ

ｐ

ｆ
ｅ
ｒ
ｎ

と

訳

さ

れ

て

い

る

。

（

1 4

）
　

「

田

邊

元

全

集
1
3

」

五

四

五

頁

。

（

1 5

）
　

藤

田

正

勝

「

解

説

」

「

死

の

哲

学
　

田

辺

元

哲

学

選

Ⅳ

」

所

収

、

岩

波

書

店

、

二

〇

一

〇

年

、

四

四

〇

頁

。

（

1 6

）
　

長

谷

正

常

「

解

説

」

「

田

辺

元

「

懺

悔

道

と

し

て

の

哲

学

・

死

の

哲

学

」

」

所

収

、

燈

影

社

、

二

〇

〇

〇

年

、

四

三

九

頁

。

（

1 7

）
　

田

辺

は

「

マ

ラ

ル

メ

覚

書

」

の

中

で

、

「

忍

即

愛

の

自

由

を

享

受

す

る

も

の

」

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

こ

と

も

ま

た

参

照

さ

れ

た

い

。

「

田

辺

元

全

集
1
3

」

二

五

七

頁

。

（

1 8

）
　

伊

藤

益

「

愛

と

死

の

哲

学

匚

田

辺

元

」

北

樹

出

版

。

二

〇

〇

五

年

、

匸

二

四

－

一

三

五

頁

。

（

1 9

）
　

』
ａ
ｃ

ｑ

ｕ

ｅ
ｓ

　
Ｄ

ｅ

ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ

「
　
Ｄ

ｏ

ｎ

ｎ
ｅ

ｒ

　
ｌａ

　
m
o

ｒ

ｔ「
　
」

　ｅ

ｔ
ｈ
ｔ
ｑ
ｕ

ｅ

　ｄ

ｕ

　ｄ

ｏ
ｎ

　
Ｊ
ａ
ｃ
ｑ

ｕ

ｅ
ｓ

　
Ｄ

ｅ
ｒ
ｒ

ｉ
ｄ
ａ

ｅ
ｔ
　
ｌａ

　ｐ

ｅ
ｎ

ｓ
ｅ
ｅ

　ｄ

ｕ

　
ｄ
ｏ
ｎ

　
Ｃ

ｏ

ｌ
ｌ

ｏ
ｇ
ｕ

ｅ

　
ｄ
ｅ

　
Ｒ

ｏ
ｙ
ａ

ｕ
m
o
m

　
ｄ

ｄ
ｃ

ｅ
ｍ

ｂ

ｌｅ

　
１
９

９

０

。 　
Ｍ

£

ｔａ

ｉｌ
ｉｅ
-

Ｔ

ｒ
ａ
ｎ

ｓ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

「
　
１
９

９

２
「

　ｐ

．
３
９
.
　
（

廣

瀬

浩

司

・

林

好

雄

訳

「

死

を

与

え

る

」

ち

く

ま

学

芸

文

庫

、

二

〇

〇

四

年

、

七

二

頁

）

（
2
0

）
　

エ

ミ

ー

ル

ー

パ

ン

ヴ

ェ

ス

ト

「

イ

ン

ド

＝

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

制

度

語

彙

集
　

Ｈ

王

権

・

法

・

宗

教

」

言

鍛

社

、

一

九

八

六

年

、

ニ

ー

四

頁

（

9
1 一

）
　

Ｊ
ａ

ｃ
ｑ

ｕ

ｅ

ｓ

　Ｄ

ｅ

ｒ
ｒ

ｉｄ
ａ
｢

　ｏ
ｐ

．ｃ

ｉ
ｔ

．「
　ｐ

ｐ
.

１
８
-

１
９
.
　
（

邦

訳

、

二

八

頁

）

（

９ ９
一

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．「

　ｐ

． ４

６

．
　
（

邦

訳

、

八

八

頁

）

ハ

イ

デ

ガ

ー

「

存

在

と

時

間

」

第

四

十

七

節

も

参

照

さ

れ

た

い

。

（
2
3

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

。 ｐ

． ４

６
.
　
（

邦

訳

、

八

八

頁

）

（

24

）
　

Ｊ
ａ
ｃ
ｑ

ｕ

ｅ
ｓ

　
Ｄ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ

「

　
Ｄ

ｏ

ｎ

ｔ
ｔ
ｅ
ｒ

　ｌ
ｅ

　ｔ
ｅ
ｍ

ｐ

ｓ
｢
　Ｇ

ａ

ｌｉ
ｌｅ

ｅ
「

　
１
９

９

１
「

　ｐ
.
２
６

．

（

2 5

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
｡「

　ｐ
.
２

９

．

ダ

の

贈

与

論

に

つ

い

て

は

以

下

も

参

照

。

（

マ

ル

セ

ル

ー

エ

ナ

ッ

フ

「

純

粋

贈

与

の

ア

ポ

リ

ア

と

相

互

性

の

狙

い

１

デ

リ

ダ

の

「

時

間

を

与

え

る

」

に

つ

い

て

」

「

デ

リ

ダ

‥

政

治

的

な

も

の

の

時

代

へ

」

所

収

、

岩

波

書

店

、

二

〇

匸

一
年

、

一

九

七

－

二

三

一

頁

）

（

26

）
　

Ｊ
ａ

ｃ
ｑ

ｕ

ｅ
ｓ

　
Ｄ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ

「
　
Ｄ

ｏ

ｎ
ｎ

ｅ

ｒ

　ｌａ

　
m
o

ｒ

ｔ「

　
ｐ
.
４

６
.
　
（

邦

訳

、

八

八

頁

）

（

2 7

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
｢ 　ｐ

．
６
２
.
　
（

邦

訳

、

匸

一

七

頁

）

（

2 8

）
 

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．「
　ｐ
.
６

４
.

（

邦

訳

、

一

三

四

頁

）

（

2 9

）

Ｊ
ｏ

ｈ
ｎ

　
Ｄ
.

　
Ｃ

ａ

ｐ
ｕ

ｔｏ
「

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｐ

ｒ
ａ
ｙ
ｅ

ｒ
ｓ

　ａ
ｎ

ｄ

　
Ｔ
ｅ
ａ

ｒ
ｓ

　ｏ
ｆ

 Ｊ
ａ

ｃ
ｑ

ｕ
ｅ
ｓ

　Ｄ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｄ
ａ

「

　
Ｉ
ｎ

ｄ

ｉａ

ｎ

ａ

Ｕ

ｎ

ｉｖ
ｅ

ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ

　Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

「
　
１
９

９
７

「
　ｐ

． ２

０

３
.

（

3 0

）
　

Ｊ
ａ

ｃ
ｑ

ｕ
ｅ

ｓ

　
Ｄ

ｅ

ｒ
ｒｉ

ｄ
ａ

「

　
Ｄ

ｏ
ｎ

ｎ

ｅ
ｒ

　ｌａ

　
m
o

ｒ
ｔ「

　ｐ
.
９

０
.
　
（

邦

訳

、

一

九

五

頁

）

（

3
1

）
　

高

橋

は

、

現

在

の

状

況

の

中

で

、

デ

リ

ダ

の

犠

牲

論

を

参

考

に

、

「

あ

る

他

者

（

神

）

に

対

し

て

忠

実

で

あ

ろ

う

と

す

れ

ば

、

別

の

他

者

（

イ

サ

ク

）

を

犠

牲

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

い

う

デ

リ

ダ

が

示

し

た

「

絶

対

的

犠

牲

」

の

構

造

が

、

「

日

常

的

な

も

の

の

構

造

そ

の

も

の

」

で

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

そ

し

て

私

た

ち

が

「

絶

対

的

犠

牲

」

の

構

造

か

ら

逃

れ

る

こ

と

は

で

き

ず

、

そ

の

中

で

決

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

以

上

、

「

あ

ら

ゆ

る

犠

牲

の

廃

棄

は

不

可

能

で

あ

る

が

、

こ

の

不

可

能

な

も

の

へ

の

欲

望

な

し

に

責

任

あ

る

決

定

は

あ

り

え

な

い

」

と

述

べ

て

い

る

。

高

橋

が

指

摘

す

る

よ

う

に

、

デ

リ

ダ

の

論

じ

る

「

犠

牲

」

の

構

造

は

、

ま

さ

に

「

日

常

的

な

も

の

」

で

あ

り

、

私

た

ち

に

「

犠

牲

」

と

責

任

の

問

題

を

突

き

つ

け

る

。

（

高

橋

哲

哉

「

国

家

と

犠

牲

」

日

本

放

送

出

版

協

会

、

二

〇

〇

五

年

、

二

二

八

Ｉ

二

三

三

頁

）

（

32

）
　

高

橋

哲

哉

「

犠

牲

の

シ

ス

テ

ム
　

福

島

・

沖

縄

」

集

英

社

新

書

、

二

〇

匸

一

年

、

四

二

頁

。

（

た

じ

ま

・

じ

ゅ

り

な

、

国

際

文

化

学

。

法

政

大

学

大

学

院

博

士

後

期

課

程

）

72


