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1． は じめに言語 とは

　言語 とは
一

体何 で あろ うか ？

　言 語 は人間生活 に お い て 缺 くこ と の で きな い もの で ある 。 なぜ 缺 くこ とが で きな い の か ？

そ れ は 言語が 人 間生 活 に お い て ，入 間相互 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン を成立 させ て い る か らな の で

あ る 。言語が なけ れ ば人 間は何 で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をは か る の か 。 た ぶ ん 身振 り手振 りで あ

らわす以 外は な い の で ある 。 文字 を知 らず ， 音声で 言語 を発声する こ とが で きなければ
， あ と

は身振 り手振 りしかない の で あ る 。 こ の 意味で 言語 は人 間生活に と っ て コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手

段として最 も重 要な もの な の で ある 。 た とえば動物 は音声を発するが ，そ れ は危 険 を知 らせ た

りす る意味が ある の だ ろ うが ， 人類言語に 比較すれば極 く極 く初期 の 形の 音声で あ り， そ れ は

言語 とは言え な い もの で ある
。

　言語 に は文字で 表 され る文字言語 と
， 音声で 表 される音声言語の 二 種類が あ る 。

コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の 手段 と し て の 文字言語 と音声言語 とが い ずれが先 に発 生 した の か は，い まとな っ て

は想像す る しか な い が ，お そ ら くそ れ は同時並行 の 形 で発達 した の で あ ろ う。 すな わ ち，た と

えば現実の 「木」 と い う物体 が まず存在 する 。 こ の 木 に 対 して 最初 は ど うし て い た か 。 まず

「ア レ」 とか 「ソ レ」 と言 っ て指 を指 して い た。 しか しア レ とか ソ レ とか 言 うもの が徐 々 に 多

くな る に つ れ周 りの もの を識別 しなければ ならな くな っ た 。 しか も 「木」 に 対 して その 形か ら

象形文字が発明 され ， と同時に それ は 「キ」と い う発音で あ る と い うこ とが 同時進行 した もの

と考 え られ る の で ある 。 木の 形 を見 て
， 地面に 木 と い う文字を木の 枝で 書 い た 。 それ と同時 に，
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木 とい う文字 を書 きなが ら 「キ」 とい う発音が形作 られ て い っ た の で は な い か 。 地面 に 木の絵

を書き，「キ」 と発音して い っ たの で ある 。

2． 言 語 とは実践的な意識

　言語形成の 原初 は，猿 に近い 初期人類が 人類 と して の 道を歩み始 めた 頃に 遡 るこ とが で きる 。

すな わち言語は 初期人類の 協働労働 の なか の 生活上 の 必 要性か ら発 生 した。 労働 の なかか ら，

協働労働の なか の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 必 要性か ら言語が発 生 した の で ある 。 労働が 言語 を生

み 出 し，そ の 生み 出 され た言語 は 再び人 間 に 戻 り人間 の 意識 を明確化 させ て い っ た
。

一
つ の 概

念を言語で 伝 えよ うとす る と き
，

まず概念の 形成が 初期 人類の 脳活動 に お い て 形成 され て い っ

た 。

　 「ソ ノ棒 ヲ ト ッ テ 」 とい う概念 を形成す る際，まず何 が形成 され る の か 。 まず 「棒」の 概念

で ある 。 棒 を眼前 に見て ，その 物体 に た い して 「棒」 とい う発音を充て 「棒」 だ と同定概念形

成作用 が まず必要 とな る 。 俸 を眼前に見て ， 「コ レハ 棒デ ア ル 」 とまず視覚神経か ら の 伝達 に

よ り， 脳の 認識領 野が認識す る必要が ある 。 眼前 に棒 を見て
， その 認識の 意識が働か な けれ ば

問題 とな り得な い 。 眼前に棒が ある と い うこ とを脳 が 「そ れ は棒」 と概念形成す る こ とが 第

一
〇

　次 に そ の 棒に た い して 「棒」 とい う言語 を付与す る こ とが集団間の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の な

か で 発生す る 。 棒 を指 し 「ボ ウ」 と発音 し ， 棒 で あ る とい う共通認識 を集団構成員 で 形成する

ため で あ る 。
つ まり棒にた い して 「ボ ウ」 とい う概念 を形成 し，そ の 概念 に 「ボ ウ」 とい う言

語 を付与す る言語活動 が始 まる の で ある 。
こ こ に お い て 外界対象物 と人 間意識 との 相互 関係が

言語 を媒介 とし て 開始 され る の で ある 。

　外界事物 もし くは 外界対象物は まず人 間の 感覚器官の 働 きに よ り知覚 さ れ る 。 棒で あれ ば
，

棒の 形 を認 識 し
，

形 や そ の 大きさ，重 さや 材質を視覚 ， 触覚に よ り知覚す る 。 擦れ ば少 し音が

出る こ と を聴覚が 知覚する 。 知覚 され た棒 に よ り， 人間の 脳細胞活動 は，その 棒が な に か役立

つ もの か ，ふ りまわ せ ば動物 を捕獲で きる とか ，先 を尖 らせ ば動物 を殺傷で きる とか の 思考 を

展 開す る 。
こ の 思考形成開始が 人 間の 人 間た る ゆえん な の で あ る 。

　そ れは い つ に 日常生活の なか か ら特 に労働 と生命維持活動一 す なわち初期人類 に あ っ て は

狩猟 ・採集
一 の な かか ら発 生 する もの な の で あ る

。 そ して こ の 思考形 成の 一環 と して 「ボ ウ」

と言 い 表す言語が 思考形成の なか で 形づ くられ る の で あ る 。
こ の 意味で 言語 の 創造 は，自然界

にた い す る 人間の 主体 的働 きか けの 典型で あ り，
こ れがの ちに 敷衍化 され

， 人間 と人間 との コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に言語が応用 され て い っ たの で あ る 。

　す なわ ち言語は
， 人間の 対 自然 ， 対 人間関係 の なか で 発生 した の で ある 。 従 っ て 「言語の 発

明 は
， 人 間に と っ て は彼が 人 間 と同 じ位 自然な こ と」

［1〕
な の で あ る 。 しか も言語を生 み 出す脳

髄 は初期人類の 感覚器官の 発達 ，神経系の 発達 に よ り徐 々 に発達 して い き，意識 を生み 出す ま

で に 成長 して い っ た 。 すなわ ち言語は意識 を得て，現実的 な もの とな っ て い っ たの であ る 。

　初期人類の感覚器官の うちまず知覚は ， 動 く動物や 魚類 を捕獲す る運動過程の なかで その感

覚が鋭 くな っ て い っ た 。 眼球は発達 しよ り遠 く，よ りは っ きりと知覚で き，動 く物体 を的確に

と らえて い け る よ うに な っ た
。

一
方眼球の 発達 は ，初期人類 を暗が りで ももの が見 え る よ うに
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し，また明る さに も慣れ させ て い っ た の で あ る 。

　次 に 聴覚で ある 。 動物が発する鳴 き声 を聞 き分け，その 所在 を確かめ る こ とがで きる に従い
，

小 さな音で も聞 き分けれ る よ うに聴覚が発 達 して い っ た 。 触覚 も然 りで ある 。 道具で 木 を切 っ

た り，鎗の ような もの を投げて 動物 を倒 した り，魚を獲 っ た りす る こ とで触覚 も発達 して い っ

た 。

　入 間 の感覚器官の発達 は同時に，入 問 の 神経系の 発達を促 し，全 身に くまな く張 り巡 ら され

た神経系組織 は徐 々 に高度化 して い っ た 。 眼球が とらえた物体の 動 きは
， 瞬時に 知覚神経網 の

働 きに よ り脳髄に 到達す る 。
こ の 外界刺激 と神経系 と の 相互 連環の 繰 り返 しは ，徐 々 に感覚器

官を鍛 え
， 神経網 を高度整備 し ， 脳髄 を活性化 して い っ た

。

　活性化 した脳髄 は，
一定の 概念 を形成 し て い く こ とが で き

，
そ の 概念 を言 い あ らわす もの と

して 言語 を生み 出 した 。 最初 は 「ア」 とか 「イ」 とか い う単 に 音節 の み で あ っ たが
， す ぐに 名

詞 を言 い あ らわ した り，動態 を言 い あらわ し，形 容を言 い あ らわ し
一
定 の 概 念 を言 い あ らわす

こ とが で きる よ うに な っ た 。 こ の よ うに し て 言語 は発生 して い っ た 。 こ の 意味 で ま さ に 「言語

とは
， 実践的な意識 ， 他 の 人 間に とっ て も存在 し ， 従 っ て また私 自身に と っ て もは じめ て 存在

す る現実的な意識翌 な の で ある 。

　 つ ま り言語は意識 と同 じ よ うに
， 他の 人間 との コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 欲望 ， その 他 の 必要か

らは じめ て発生する の で ある 。 まさ に 言語 は実践 的な意識 で あ り，脳髄 に お い て 形成 された 人

間 の 概 念 （こ れ は人 間 の 蛋白体物 質の 働 きに よ る精神 的な産物）が信号化 され ，こ の 「物質が

運動する空気層すな わ ち音響 の
，

つ ま り言語の 形P とな っ て あ らわ れる の で ある 。

3． 言 語 と意 識の弁証 法的関係

　上 述 し た よ うに
， 人 間 の 意識の 働 きに よ っ て 生 み 出 され た 言語 は ，自然界，人 間世 界 との コ

ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン を求め て 意識が実践化 され た形で 表象され る 。そ して 自然界，人 間世 界 と人

間 とを結ぶ 言語 に よ っ て ，特 に人 間関係 を言語活動 に よ っ て 変化 ・深化 させ て い くこ と に よ り，

人間意識に 再び言語が戻 り，人間意識 を よ り明確 化 させ
， 人間の概 念形成作用 を

一
層促進 させ

る の で ある 。

　言語活動が豊富 に な り， 言語生活 が他の 人聞 との 関係の なか で 豊か に なる に 従 い
， 人間の 意

識が よ り社会的諸関係 を洞察 で きる ように な り， 概念形成が よ り複雑 に な り高度化 し て い くの

で ある 。こ の 高度化 の 過程 を経る こ とに よ り，入 間 は思考を深め
， 絵画 や音 楽，哲学的思 考 ，

学術的研鑽 の 道 を歩ん で い くように な っ た の で ある 。

　す なわ ち意識は は じめ か ら社会的な意識 な の で あ り，それ に従 っ て 言語 もまた社 会的産物で

あ り，脳髄 に よ っ て 物質的に 生 産 され た もの で あ り， 意識 とい う精神的な もの の 働 きが 現実化

した もの で ある 。 なぜ なら外 界事物 の 刺激 を受 け取っ た 人 間の 感覚器官 を通 して の 信号は脳髄

に伝達 され ，脳髄 はその 電気信号刺 激を分析 ・総合 し
，

一
つ の 意識 を形成す る 。 意識 は次 に概

念化 され ，

一つ の 体系だ っ た概 念を形成する 。 こ の 過程 を人 間の 思 考過程 と名付ける こ とが で

きる か らな の で ある 。 従 っ て 思考は ，人 間の 脳髄 とい う極 め て 物質的 なもの の 働 きに よる産物

で ある 。 言語 もまた そ の 思考過程の 物質概 念体現形態 の
一

環 と し て 外界 に た い して 表象され る

の で あ る 。
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　もち ろ ん人 間の 意識作用 は人 間の 精神作用の 範疇 に 入 るが
，

意識活動 を生 み 出す もとは外界

事物刺激 で あ り，脳髄 の 蛋 白体他 に よる物質的な機 作機能 なの で ある。す なわ ち意識が外界世

界 を規定す る の で は な く，外界世界が 意識 を規定す る の で ある 。 そ して その 人 間の 生 きた意識

は再 び外界事物 に戻 り，外界事物 に働 きか けて外界事物 を変化 ・改善 して い くの であ る 。

　次 に意識が発生す る根拠 は
， 脳 髄の 蛋 白質 を中心 とす る脳内物質の 働 きに よる 。 しか しなが

ら意識そ の もの は物質か ら発生 す るが ，物質の働 きに よ り精神の 作用 と して具現化 され物 質で

は な く，精神 の 働 きと して 新 た な展開段階 を迎 える の で ある 。 こ の 過程が人間 にあ っ て は生命

活動 と呼 ばれ る も の で あ っ て 「生 命 とは蛋 白体 自身の 存在の 仕方で あ り ，
こ の 存 在の 仕方 は，

本質的 には
， 蛋白体 の 化学成分 が不断に 自己更新 を行 うこ とに ある」

」1．
か らな の で ある 。

　 で は何 故意識が 生 まれ た の か ？

　 こ の 問 題 は また本能的 な欲望 の まま に 生活す る動物 と違 っ て
， 初期人類が い か に サ ル と違 っ

て 人 間 として の 道 を進化 して い っ たの か とい う疑問 に答える こ とで もある 。 動物 的なサ ル と人

間 と の 決定的 な違 い は ，意識の 形成で ある 。 意識 を形成 し
， 意識 をよ り高度化 させ て 概念 を形

成 し，思考段階に まで 高 め る こ とに よ り人 間はサ ル とは違 っ た進化 の 道 を歩むよ うに な っ た の

で ある 。 す な わち思 考に よ り，道具を作 り，言語 を発明 し て い き ます ます サ ル と の 生 活 と意識

の 差 を作 っ て い っ た の で ある 。

　 で は そ の 意識 は ど の よ うな環境か ら形作 られ て い っ た の で あ ろ うか ？

　そ の 前に
，

で はサ ル とあ ま り変わ らな い 生 活条件は何 か を考えて み よ う 。 まず社会的，集団

的生活状 況で ある 。 こ れ はサ ル と初期 人類 に あ っ て は あま り変わ らな い もの と推察 される 。 サ

ル もい わば集 団生活 を営 ん で い た 。 第二 に ，生存要求で ある 。こ れ もサ ル と初期人類 とは あま

り違わ な い
。 サ ル も餌 を求め ，初 期人類 も餌 を求め ，森林や平野 を採集 ・狩猟 した 。 そ して決

定的 に 違 うこ とは
， 初期人類 に あ っ て は協働労働の なかか ら

， 共 同生活 の なか み をサ ル よ りも

少 しず つ
， 少 しず つ 向上 させ て い っ た とい うこ とで は ない の か 。 すなわ ち初期 人類が 自然界に

働 きか け，自然界 を よ り人 間 に近 い も の へ と 変化 させ て い っ た 協働 労働 の 過程が 決定的に サ ル

と入間 とを 区別 し て い っ た原因な の で あ る 。

　 なぜ なら協働労働 の 結果 に よ り初期人類 は道具 を考案 し ， ます ますサ ル と の 生活 の レ ベ ル の

違 い を 際立 たせ て い っ たか ら な の であ る。 道具 を考案す る こ とに よ り，人類 は種の 保存 に必 要

な食糧 を よ り確実 に 手 に 入れ る こ とが で きる よ うに な っ た 。 すなわ ち ， 野生 動物 に た い して木

を削っ た鎗の ような もの を作 り， それを投 げた り， 刺 した りして飛躍的 に獲得獲物 を増大 させ

て い っ た 。 また火 を熾す こ とを覚え，肉を調理 する こ と に よ り，よ り食生活 が バ ラ エ テ ィ に富

ん だ もの へ とな っ て い っ た 。

　 また こ の 進化の 過 程 の な か か ら，意識 の 実践的な形態 と して の 言語が 発明 され て い っ た。そ

れは発明 とい うよ りもむ しろ必然的に意識的な協働労働の なかか ら生 み 出 され て い っ た もの な

の で ある 。

　 す なわち初期人類は
， 自然界および 人間関係 に た い す る働 きか け，つ ま り日々 の 協働労働 の

必要性 の な か か ら道具 を作 り，言語を作 り出 し，今度は よ り
一

層対自然界，対人 聞社会に意欲

的 ・
積極的 に働 きかけて い くこ と に よ りまた

一
層発展 の 段階 を登 る こ と に よ り， サ ル と の 違 い

を決定 的に して い っ た の で あ る 。
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4． 意識 と感覚器 官の は た らき

　言語が い まの 社会生活で 占め る役割は大 きな もの がある ． 音声言語 に よ りわれ われ は他の 人

と コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン をと り， 自分の 意思 を相手 に伝 える こ とがで きる 。また文字言語に よ っ

て も相手に 自分の 考えを伝 える こ とが で きる 。 こ の ように 言語活動 は人聞の 社 会活動の 必 要缺

くべ か らざる 位置を占め て い る の で ある 。

　だ が戒心 しなけれ ば な らな い の は
，

で は言語が すべ て で あ り， 人間は言語の 働 きを精緻 に し

て い け ば
， 整えて い けば必 然的 に真理 に 到達で きるか とい うと決 して そ うで は な い

。 もち ろん

言語 を人間が駆使 して 真理 に到達 しようとする 。 だがあ くまで も言 語は手段 なの で ある 。 そ し

て そ の 言語が手段だ と い うこ と は ，真理探究 の 際 に最 も重 要 とな る こ と は な にか と い うこ と で

あ る 。

　人間は 日々 の 生活 を行 うこ と に よ り真理 を発見 し よ うと努め て い る 。 そ の 真理発見 に至 る 道

は ，日 々 の 生活の な かか ら必ず し も発現 して い る わけで は な い と こ ろ の 自然界の 法則性 に 結実

する 自然界の 原理 お よび
， 人間社 会が解決 しよ うとする 現実問題 の な かにあ る 矛盾 を見 い 出す

道な の で あ る。

　そ して 人間は こ の 真理到達 へ の 道 を自然界 と人間社会へ の働 きかけ ， す なわ ち協働労働 の な

か か ら見 い 出 して い くの で あ る 。 な ぜ な ら人 は 古来か ら労働に よ り社会の 生 産力を確保 し ， 社

会集団 生活 を維持向上 させ て きたか らな の で ある 。労働な くし て は 人 間社会 の こ ん に ち に 至 る

ま で の 進歩はな か っ た し，労働 が な けれ ば原初に 遡れ ば サ ル か ら進化する こ と もなか っ た の で

ある 。

　 と い うこ とは 人 間 は協働労働の 過 程 に よ り，人 間 自身を成 長 ・変化 させ て きた の で あ る 。 す

な わ ち労働の 道具 を考案す る こ と に よ り，
よ り活動の 場 を広 げ ， その こ と に よ り脳 髄の 働 きを

新た な刺激を受ける こ と に よ り強化 して きたか らに他な らな い か らなの で ある 。 こ の 過程 の な

か で 言 語が発明 さ れ た の で もあ る し，また 人間 の 感覚器官も ま た 一
層そ の 働 きを強化 し て き た

の で あ る 。 す なわ ち視覚 ， 聴覚 ， 触覚 ， 嗅覚の 働 きは外界刺激 信号 を よ り正 確 に 脳髄に 伝 える

こ とが で きる よ うに な っ て い っ た 。 ま さに 「感覚 は現実 に 意識 と外界 と の 直接 的連 結で あ り，

外界刺激の エ ネル ギ
ーの 意識の 事実 へ の 転化」

「5］
なの で ある 。

　だが あ くま で も言語や感覚器官は，人間が真理 に到達 する ため の 手段 で あ っ て
，

た とえ ば感

覚器官の 働 きを強調する こ と に よ り人間の 思考能力が感覚器官の 働 きに ある とす る考えは あた

らな い の で ある
。 まして 言語の 働きの み を強調 して ，あた か も言語 を駆使す る こ と に よ りもの

ご とが 解決す る よ うに考 える こ とは 間違 っ て い る の で ある 。

　言語主義者 は言語活動 が人間 の 思考を昇華した純粋な もの とす る ばか りに，そ の 言語活動 に

よ りもの ご との 推移をは か る こ とが で きる と誤解 して しま うの で あ る 。 言語活動 は人間思考活

動の 反映なの で あ り，さらに人間思考活動 の 基底 は変転 して やまぬ こ の 世 の 中の 動きその もの

で あ り，人間はその 外界刺激を人間の 脳髄が消化吸収 して， よ り建設的 よ り洞察的な もの へ と

創造過程 を行 い ，その 思考結果 として精神作用 として の 意識 を生み 出 し，その 意識が言語 とし

て表象 され る の で あ る 。 こ の 連環の 環 を理 解 しな い 言語主義者 は ひ たす ら人間言語の 魅力 と意

識の 存在 を強調 し ， 人間の 感覚器官の 働 きを強調 してそ の 陰に隠れ て しまうの で あ る 。

　 こ の よ うな問題 を解決す る に は
， 言語が発生 した もとで ある人間の 意識 ， そ して その 意識の
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発生源 に遡 る必要がある の で あ る 。 人間の 意識は
，

ど こか ら発生す る の か ？　 それは前に何 度

も触れ た よ うに，人間の 感覚器官を とお して 自然界や 人間社会の 刺激が脳髄 に伝え られ ，脳髄

は その物質的働 きの 頂点 と して の 意識 とい う精神的な もの を生み 出 し，意識は同時に，た ぶ ん

同時 に 言語 を生み 出 した こ と を考 えれ ば明白で あ る 。 そ して なに よ りも人間社会の 成 り立ちの

淵源は ，協働労働の なか に ある とい うこ とで ある 。 こ こ に言語と意識 との 発生 のみ な もとを探

さなければ ならな い の で ある 。 人間は協働労働 と い う極め て 社会的な行 い の なかか らサ ル と の

違 い を は っ きりさせ て ，日 々 の 労働の 成果 を得る こ と に よ り種族を維持 し，個体を維持 して き

た の で ある 。

　そ して 協働労働 の な かみ は
，

な に よ りも人間が社会的動物で ある とい うこ とで ある 。
こ の 社

会的な もの の な か に言語活動 の 原点を解 く鍵が ある の で ある
。 すな わ ち ， 人 間は社会的な関係

の なか で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 手段 として 言 語 を発明 して い っ た の で あ り
，

言語は あ くまで も

人間の 拠 っ て 立 つ 社会的基盤 を言 い あらわ し て い る に 過 ぎな い の で ある 。
つ ま り言語が先 な の

で は な く 「最初 に こ とばあ りき」で は な く，最初 に人 間 とい う社会的動物 あ りきな の で ある 。

　 こ の こ とは また で は ，人間の 言語活動の 改善の 原点 を ど こ に 求め た らよ い か と い う問 い の 答

え と もなる 。 言語活動 の 改善は
， 言語 その もの に求め る の で は な く， 言語が発生 した基盤 で あ

る 人 間 の 協働労働 の 改善の なか に こ そ求 め る べ きだ と い うこ と の 結論 の 間近 か まで わ れ わ れ を

導い て くれ る の で ある 。 で は 次の 問題 と して
，

人 間 の 協働労働 の 改 善とは
一

体何な の か とい う

こ と に なる 。 協働労働 の 改善 とは
，

い つ に 労働 の 観点 を社会性 に置 くと い うこ と に 尽 きる の で

ある 。な ぜ なら人 間 はそ れほ ど社会的な動物で あ り，そ の 社会性 を追及すれ ばす る ほ ど，その

社会性 を極 め る に は十分な ほ ど の 身体機能 と脳髄機能 とを兼ね備えて い るか らな の で あ る 。 こ

の 人間の 身体機能 と精神作用 を生み 出す脳髄機能 とは
，

こ の 世の 真理 を多 くは協働労働 の 成果

に よ っ てす べ て を汲 み 取る こ とは 出来な い に して も， しか しそ れ は こ の 世 の 真理 に近づ く， 接

近 して い くに は 充分過 ぎ る ほ ど充分 な ほ ど に出来て い る か らな の で あ る
。

5． ヴ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン の 「論理絵」概念

　分析哲学者 ヴ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン は，日常言語の 記述的分析 的手法 を用 い ，哲学の 仕事を言

語批判や 命題 の 意味を明らか にす る こ とを行 っ た 。 か れ は まず世界を事実 と事物 とに分 け 「世

界は
， 事実 （Tatsache）の 総体 で あ っ て ，事物 （Ding）の 総体で は な い 」

1’”
とする

。 まず こ こ に か

れ の 分析哲学が み ずか ら引 い た限界が 明言 され て い る の で ある 。 すな わ ち眼 に見 え
， 論理 的 に

記述 で きる と こ ろ の 事実 と，実在世 界 の 事物　　　 こ れは 現実世界の すべ て で あ り，人間は

自然 界 「事物」の 全 体像に 接近す べ く文字通 り 「事実」 を積み 重 ね て い っ て い る連関 を見な い

の で ある 。 従 っ て 事実と事物 と を峻別す る こ とは，事実の 積み 重ね，発展 の 過程 を経て 実在世

界の 事物 に 迫 っ て い くとい う事実 と事物 と の 弁証法的 な関係 を最初か ら見 て い な い の で あ り，

「世界は，事実の 総体で あ り，事物の 総体で はな い 」 とい うこ とにな っ て し まうの で あ る 。 世

界 は外界 事物 の 総体　　 全 部を人間は把握 ， 認識 しきれ ない が 　　 で あ り，論理的 に 明証 さ

れ る事実 に総体性を持たせ て しまうこ とは，外界事物 の 実在性 と，そ の外界事物 を構成する事

実の 環 とい う関係 を見失 っ て しまうこ と に なる の で ある 。

　だか ら こ こ は言 うとすれ ば，世界は 事物か ら成 り，そ れは事実の 総体，総和か ら成 り，わ れ
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われ は事物 の 総和 に は
， 事実 を発見 しなが ら

一
歩 ，

一
歩近づ い て い き， 外界事物の 全体像 に 接

近 して い くの で ある，とす べ きなの で ある 。

　こ の こ とは ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イン に よれば さらに 「成 立す る事 態 （Sachverhalt） の 総 体が ，

世界で ある」 （2 ・04）。 「現実の 総体が世 界で ある」（2 ・063＞ とな る の で ある 。
こ こ にお い て

もヴ ィ トゲ ン シ ュ タイン は論理 的命題 の 整合性 を重ん ず る あ ま り，言語論理的 に成立する す な

わ ち矛盾な く記述で きる事態や現実の 総体 を世界 として しまうの で ある 。 こ れ は また ヒ ュ
ーム

の 「われ われ の 知覚が真な の か偽な の か，つ ま り，知覚が 正 し く自然 を表現 して い る ぴ）か ，そ

れ と も感覚機能の 錯覚なの か
，

とい うこ と に つ い て は
， 知覚 の 整合性 か ら推論 を導 きだ せ る」

．7

と い う世界に 逆戻 りで あ る 。

　 しか しなが ら世界は客観的 に外界 に 存在す る 「事物」 の 「総体」なの で あ っ て
，

こ れ と事 実

と を敢 えて 区別 して
， 事物が 世界 の 根 本で ある こ と を曖 昧に して は な らな い の で あ る

。 しか も

「現実の 総体が 世界で あ る」 と し て
一

歩外 界事物 の 客観性 を認 め る立 場 に 近づ きな が ら何 故

「事態 の 成立 と非成立 とが すなわ ち現 実で あ る」 （2 ・06） とい うよ うに，事態 の 成立，非 成立

とい う事態 を記 述す る要素命題 （Elementarsatz ）に 生 き た現実 をそ の ま ま分解 し て し ま うの

か ？　 これ は言語分析 派の 立場か らす れば，明晰判明 に 言 い あらわせ る もの がす べ て で あ り，

それ が 「事実」で あ る とみず か ら よろ い 戸 を設定 して しま っ て い る の で あ る 。

　 こ れ は逆 の 表 現で は ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン に よれ ば 「世界 とは その 場 に 起 こ る こ と （was

der　Fall　ist）の すべ て で ある 」（1）とな る 。 生 起す る事実 がす べ て とする の で ある が
，

こ れ は

逆 の 意味で ヒ ュ
ー

ム や カ ン トが陥 っ た不 可 知論 に 導か れる の で ある 。 すなわ ちこ の 世に 生起 し

て い な い と命題化 され る こ とは感知 しな く，感知 する必 要が な く，人 間の 意識か ら独立 す る客

観的実在 に つ い て は
， なに ひ とつ 確 実なこ とは知 り得 な い とする不可知論 に 必然的 に導 かれ る

の で ある 。 ただ しヴ ィ トゲ ン シ ュ タイン は言語分析の 明晰性 に重 点を置 き，事実は言語 に よ る

整合性 を把持 する もの で ある と して ，言語分析 の 手法を摂取 した こ とは高 く評価 され なけ れ ば

な らない
。

　 また ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン は 「論理 的空 間 （logische　Raum ）の な か に ある 事実が ， す なわ

ち世 界 で ある」 （レ 13）と言 い ，命題 的 に記述 され得 る 限 りの す べ て の 事実か ら成る論理 的空

間，つ ま り事実 の 成立 と非成立 の場 が こ こ で は設定 され， また もや外界事物 の 存在が論理 空 間

の 「要素」 に分解 され，論理的命題の 範疇の なか で の 事実 の 成立 と非成立 と い う命題相互 間の

論理 的関係の な か に押 し込 め られて しま っ て い る の で ある 。

　 さらに ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン は言語の なか の 規則性 ・文法法則 に着 目し，もの ご と の 本質理

解 を探る際 に言語 の 中の 規則 ・
文法 と して 含まれ て い る と主張す る 。 かれ の 学説は ジ ョ ン ・ロ

ッ ク の 言語役割論批判か ら始まる の で ある 。
ロ ッ ク に よれ ば，言語の 役割は 「記録 と伝達 」 に

限 られる とす る 。 われ われが
一

度考 えた こ とを ， 忘れな い ように 「記録」 し，また 自分が考 え

たこ とを他人 に 「伝達」する こ とが，言語の 役割と考えたの で ある 。
つ ま りロ ッ ク に とっ て は ，

思考 とは 「こ こ ろ の なかの 観念」操作で あ り，こ こ ろ の なかで 観念に よ っ て 作 られる 「こ こ ろ

の 命題 」こ そが本 当の 「考 え」で あ っ て ，それ に 「記録 と伝達」の た め に外面的な表現 を与 え

た もの が 「こ とば の 命題」，す なわ ち言語表現 に 他 ならな い とす る の で ある ♂
．
こ れは あ くまで

も人 間思考 の 源泉を人 間の こ こ ろ の 働 きの 中に み る考 えで あ り，外界事物は その こ こ ろ の 働 き

に よ っ て 見 えて くる 「範 囲」の もの とい う解釈 を生み 出 し て しまうこ とにな る の で ある 。 こ こ
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ろ の なか の 観念の 「生 得性」の もととなる外 界事物 の 実在性 を見な い 余 り，外界事物か らの 人

間の 感覚器官をとお して の 人 間の 脳髄の 働きとして の 観念構成の プ ロ セ ス を み ようと しな い の

で ある 。

　 これ に た い して ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン は，ロ ッ ク を批判 しなが ら同 じ立 場 に 立 つ こ と に なる

の で ある。す なわち言語分析 を徹底化する こ とに よ り言語が表象す る とこ ろ の こ こ ろ の 働 きを

明 らか に す る こ とが で き ， その こ と に よ り概 念 と事物 とを峻別 し， 哲 学的探究 とは言語規則 に

かか わる概 念的探究 をなす こ とで あ り，それ と事物 とは峻別 され る べ きとす る の で ある 。
こ の

論点か らは
， まず第

一
に概 念 と事物 との 混同 を避 けたい あ まり事物 と概念 との 連環関係 に眼 を

閉 じて しま うの で あ る。 哲学的分析が なすべ き第
一

の 課題 は人間概念 と事物 と の 関聯 を明 らか

に し ， 第
一

義的に事物があ る の か ， そ れ と も概念が ある の か とい う問 題 を明確に解決する こ と

が求め ら れ て い る の で あ る 。
こ の 問題 を解決 しな けれ ば い くら精緻 に 言語分析 を行 っ て も 「も

の ご と の 本質」 に は迫 り得な い し
， 「もの ご と の 本質」 に迫 る ため の 道筋 を示 し得ない の で あ

る 。

　実際の と こ ろ，言語分析 を行 う際 に まず生 ず る整 合性が 得 られ な い 場合 に 言語分析 派は ，
わ

れわ れは なに か の 間違い をおか して い る と考える 。 そ してそ の 不 整合性の 原 因が 「事実に つ い

て の 判断」の 誤 りな の か ，それ と も端的に 「こ とば の 使用」 に つ い て の 誤 りな の か に つ い ては

立 ち入 っ て は い な い の で ある 。 否 ， 事物 と意味 と して の 言語の 問題 は峻別すべ きと して み ずか

ら の 手 を縛 っ て しま っ て い る の で あ る 。 こ れ は何に起 因す る の か
。 そ れ は い つ に 「言語の 成立

基盤 を事実 と して の われ われ の
一致 にある 」 とす る考え に あ る の で ある。「こ の 机が 丸い 」 と

わ れわ れ が
一

致 して 「丸 い 」 と言 えぱ，認識 すれ ばその 机 は丸 い の で あ り，い や その 机は 丸 く

ない の だ と い う意見 が出 た場合 に は
， それは整合性の 缺 い た もの とな り意味が ない もの だ と し

て避 け られる の で ある 。 こ れ は確かに言語を他の もの との 関聯 にお い て とらえ，他 との 関聯の

な か で 経 験的 に 「そ の 机は丸 い 」 とわれ わ れが
一

致 した 時に 整合性 を持 つ の だ とする こ と で は

意味 があ る 。 しか しなが ら ，
で は事物 と の 関聯 は ど うなる の か ？　 峻別 される の か 。 純粋 な

「丸い 」 とい う概念 を 「事物」 と い う汚染か ら切 り離す こ とに よ り，言語分析を徹頭徹尾行う

こ とで もの ご と の 本質は 把握 され る の で あ ろ うか ？　 重 要な の は机が 丸 い か ，四 角 い か とい う

わ れ われ の 側の 意識で は な く， 第
一

義的 に事物が
， 机 とい う事物物 質が外 界 に在 り， 人間の 感

覚器官が それ を視覚に よ っ て とらえ，人間の 意識作用 が 脳髄の働きに よ り生 じて，概念 を発生

させ ，丸 い とか 四角 い とか い う概 念 を発生 させ る と い う過程 を踏む の で ある 。 従 っ て そこ で は

「わ れわ れの 一致」 で は な く， 外界事物で あ る机 の 存在が もとなの で あ り， 人 間の 感覚は その

外界事物 に た い し て 文字 とお り丸い とか 四 角い とか い う言わ ば記号化 した 概 念，そ の 表象形態

と して の 言語 を生 み 出す と い うこ とな の で ある 。 こ こ に お い て 事物 と意識 と の 峻別理 論 は逆の

意味で 観念論化 して しまい ，外界事物 の 第
一
義性 と観念の 第二 義性 を 「峻別」で きな くなる の

で ある 。 す なわち，物質が われ われ の 感覚器官 に 作用 して感覚 を生み 出すの で ある 。 物質 の存

在は感覚に依存 して い な い の で あ り，人間の 「丸 い とい う感覚の われ われ の 一
致」に もの ご と

の 本質が あ る の で はな く， 「物質が 第
一

義的な ものr
．
で あ り， 「わ れ わ れ の 感覚 ， 思想 ， 意識

は特殊な仕方で組織され た物質の 最高の 所産」
11a

で ある とい う観点に もの ご と の 本質が あ る の

で あ る 。
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6． 言語 と実在世界

　ヴィ トゲ ン シ ュ タイ ン が言 うよ うに 「現実の 総体 が世界 で あ る」 と外界事物 の 実在性 に
一

歩

も二 歩 も近づ きなが ら，接近 しなが らな ぜ 「事実の 絵 （Bild）」 （2 ・1）を書か な け れ ば な ら な

い の か ？　み ずか ら論理的命題 の 整合性 と い う枠 組み を設定 して は な らな い の で ある 。 「絵 と

は，論理 的空間 の な か に あ る状 況 を，すな わ ち，さ まざまな事態 （Sachverhalt）の 成 立 と非成

立 とを表す」 （2 ・ll）とな り，論理 的空 間また は
， 論理的命題 の 整合性 を強調 し， 再 び 「現実」

に敷居を設け，「現実」 か ら遠ざか ろ うとす る 。 何故な の か ？

　それは 「絵 は現 実の モ デル で ある」（2 ・12）とい う論理 を追及 しな く 「描かれた 諸対象 に は
，

絵の なか で ，絵の 要素が それ ぞ れ対応 して い る」 （2 ・13） とい う状況 を逆 に追 及 して い る の で

ある 。 それは ひ とえに絵 は現実の 「忠実 な」模写 なの で あ り， その 絵 は外界事物 の 刺激 を感覚

器官に よ っ て信号 化 され，脳髄が そ れ を消化吸収す る の で あ り，外界事物の 実在性 に基づ く反

映論 を理解 しな い か らなの で ある 。

　第
一
義的な もの は 事物で あ り，「絵」（Bild）は そ の 事物の 「モ デ ル 」すな わ ち 「模写」な の

で あ っ て
，

こ の 反映論に ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン はあ と
一

歩 な の で あ る 。 そ れ な の に なぜ 「論理

絵」 を導 き出 し ， 「論理的形式」 を持 ち出す の か ？　 そ して こ の 論理 的命題 は，当然 に さまざ

まな要素 の 配 置，す なわち構造 を持 つ とす る 。 こ こ で要素 を持 ち出 し 「絵 を絵た らしめ て い る

もの はそ の 要素が特定の 仕方で 互 い に かか わ り」 （2 ・14）合 っ て い る とい うこ とは ，絵 とそ こ

に描 かれ た もの の 構造的対応可能性 の 問題 とされ る 。 そ して 構造 的対応可能性 を論ず る際 に は
，

さら に こ の 対応可能性理論を押 し進 め る 必 要が あ る
。 す な わ ちそれ は 「対応」で は な く，外界

事物 を感覚器官が知覚 し，脳髄に伝え，模写が な され，脳髄が そ の 信号を消化吸収 し，産 み だ

され た意識や思考が 再び外界事物 に 戻 り，外界事物 に働 きか けて い くと い う 「構造」 が重 要 な

の で ある 。

　 しか も事物を 「要素」命題 に還 元 す る手法はか っ て の マ ッ ハ 主義へ の 逆戻 りで あ る 。

　 マ ッ ハ 主義者 に と っ て は ，世界 とは われ われ の 感覚の こ とで ある とす る 。 す な わ ちわ れ われ

の感 覚に よ っ て と らえられ る もの が世界 を構成す る 要素で あ り， そ の 他 に は実在的 なもの は な

く，た しか な の は ，わ れ わ れ の 感覚 で と らえられ る世 界で あ る と主 張す る の で あ る 。
こ れ は ジ

ョ ン ・m ッ ク の 言 う 「私た ち の 持 つ 観念 の 大部分の 大 きな源泉 は ま っ た く感官 匚感覚器官］に

依存 し， 感官 に よ っ て 知性 へ もた ら され る の で
， 私た ちは こ の 源泉 を感覚 と呼ぶ 」

°1：
の 世界 に

逆戻 りで ある 。
こ の 立 場 もまた，感覚 とい うもの を取 り出 して事物 の 実在性 を覆 い 隠そ うと し

て い る の で ある 。 もちろ ん われ われ は
， 感覚あ働 きな し に は外界事物 を とらえ る こ とは で きな

い 。 こ れ は 事実 で あ る が ，
わ れ わ れ の 感 覚 器 官 の 働 きは

， 外 界 事 物 を正 確 に 模 写

（Abschrift ） ・撮影 （Aufnahme ） ・反映 （Widerspieg ］ung ）で きる能 力が あ り，
わ れ わ れ は その

模写 さ れ た外界事物 をわ れ わ れ の 脳 髄で 消化吸収 して そ こ か ら意識 や思考 を生 み 出 し，再 び 外

界事物 を変化させ る べ く思考や 意識 を巡 らす と い う関係 を理解 しな けれ ばな らな い の で あ る 。

　 マ ッ ハ 主義者 の 世界要素 の 発見 とは 次 の ようなこ とで ある 。

　E ・マ ッ ハ に よれ ば 「感覚 な い しは 現象 と物 と の 対立 は脱落 し て
， 問題 な の は

， 要素 α βγ

……ABC ……KLM ……
の 聯関 だ け にな る 弾 とな っ て しま うの で ある 。 外界実在 の 物 と感

覚 な い し現象 と の 相互 関係 を文字通 り r脱落」 させ
， 物体や 自我が 存在す る こ の 全世界 を要素
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の 聯 関だけに 収斂 させ て しま うの で ある 。

　 しか もマ ッ ハ は，こ の 要素 を感覚だとし，諸要素す なわ ち感覚が第
一
次的なもの とす る 。つ

ま り私が 「緑」 と感覚す る の は
， 諸要素が他の 諸要素で あ る感覚 ・記憶の 或 る複合体の うちに

現れ る こ とだ とす る。すなわちマ ッ ハ にあ っ て は，あ くまで もこ の 世の な か にある 実在的な も

の は
， 「緑」 と感ずる 「私」 の 「感覚」で り， その感覚 は また世界 を構成す る 要素 （世界要素）

で ある とす る 。
こ うして 「知覚 も意志 も，感情 も，内外世界の 全 体は ，ある 時に は 流動的 に結

合 し，あ る 時に は鞏 固に結 合 して い る 少数の 要素か ら成 り立 っ て い る」
．1：1

とな っ て しまうの で

ある 。 こ の 主 張は ，要素 を主観 ・客観 の 区別の な い 中性 的な もの とみ る こ と に よ り， 観念論 ，

唯物論を克服 した とす るが ， 見て の 通 り実在 を感覚に求め る限 り， 人 間感覚 に映 し出 され る客

観的外界事物の 存在 を否定する立 場 に陥 っ て しま っ て い る の で ある 。

　 マ ッ ハ は 「物体が 感覚を産出す る の で は な く， 要素複合体 （感覚複合体 ）が 物体 を形づ くる」。

「物体はす べ て 要素複合体 （感覚複合体 ）に 対する思 想上 の 記号 （Gedanken −symbol ）に す ぎな

い 」
tL4．

と し
， 物体 を思想上 の 記号 と し て しまっ て い る の で あ る 。

　 こ の こ とは言語論 に も重要な示 唆を与える 。 言語を要 素だ として，外的世 界をか た る要素と し

て の 言語機 能を強調 し，言語は思想上 の 記号だ とする誤 っ た理論に導か れ る 。 しか し既 に何度 も

述べ た ように 言語 は外界事物 ・物体 ， 人間 関係が一旦人間 の 脳髄 に消化吸収 され ， 意識 が発生 し ，

意識 の 濫 型 が言語 で あ り ， あ くま で も第
一

義的な もの は 外的な実在 で ある とい う点が重 要な の

で あ る 。 しか もさ ら に第二 義的意義を持 つ 言語が今度 は第
一

義的外的世界に働 きか けて
， 外的世

界 を変革 して い くポ テ ン シ ャ ル を有 して い る とい う観点 を忘れ て はな らな い の で あ る 。

　 ヴ ィ トゲ ン シ ュ タイン は 「人間知 り得ぬ もの に つ い て は 語 り得な い 」（6 ・7） とする 。 確か に

一
面の 真理 で はあ る 。

こ れは 「真理 へ の われ われ の知識の接近の限界 （Grenzen　der　Annaherung

unserer 　Kenntnisse ）が 歴史的 に条件づ け られて い る」
：’／
と い う意義へ あと

一
歩で ある 。 人間の 認識

には限界が あ り， 人間 の 知覚能力には 限界があ り， 人間 の 意識や言語活動 に も限界があ り， 人間

の 脳髄 の 働 き に もお の ず と限界が あ る
。 だが人 間は 真理 に接近 で きる の で ある 。 なぜ な ら人 間は

人智 の 限界 を認識で きる し
，

また人間叡智は実在する真理接 近へ の 努力に よ っ て 真理 に 永遠に接

近 して い ける ほ ど に は充分で ある こ と も知 っ て い る か らなの で ある 。

7． 言語 の本 質 （「結び ］に代 えて）

　言語 の 本 質 を再 び考えてみ よ う。 言語 は大別する と音声言語 と文字言語 と に 区分で きるが ，

音声 に よ る 言語使用 に つ い て 特 に み て み た い
。 言語 は現代社会 に お い て缺 か す こ と の で きな い

人間相互 の コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 手段で あ る。また そ の 人 間 の 思考を相手に 伝える もの で ある 。

そ して い ままで 幾度 も述べ て きた が
， その 思考の もとは 人間の 脳髄 に お い て 行わ れ る物質代謝

過程にあ る 。 すなわち，人間は外界世界で ある 自然界，人間世 界か らの刺激を感覚器官が 受け

取 り，脳髄 に外 界刺激信号 と して
一

種の 電気信号の 形で 伝達す る の で ある 。 その 際，外界の 刺

激の 質的強弱，量的 な量 や 繰 り返 しの 頻度等 々 に よ っ て計量 で きる刺激の 質的 ・量 的違 い を読

み 取 り，電気信号化 して 脳髄に 送 る の で あ る 。 こ の 際 ， 常 日頃人間の 意識が関心 を持 っ て い る

外的刺激 に た い して はた とえば視覚神経 も い わ ば研 ぎ澄 まされ て 鋭 くな り，い わ ば 「眼を凝 ら

す」 とい うよ うに視覚神経の 働 きが意識の 働 きか けに よ り物質的に鋭 くなる の で ある 。
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　感覚器官に よ っ て 受け取 られ た外界刺激 は感覚器官 に よ っ て 電気信号化 され脳髄 に 伝達 され

る 。 脳髄は その 信号 を
， 今度は読 み取 り

， 信号を分析 し
， 総 合的 に構成 し

， 瞬時に 判断 を下 し，

人間 の 各組織に命令を送る の で ある 。 た とえば手 を動 かす とか，走 る とか。 しか しこ の よ うな

身体 的な行動指令 は基礎 的な部分で ある 。 人間が 人間た る ゆえん は脳 髄の 物質的な働 きが 精神

作用 として結集 され ，そ れが 意識，概念形成，思考とい っ た精神作用 を形成す る とこ ろ にあ る

の で ある 。 そ して 言語は ，こ の 人間の 精神 的作用 の 産物 で ある 意識 形成 に伴 っ て
， その 現実的

な形 と し て 形作 られ る の で ある 。 す な わち言語 は，人間の 意識 が 具体化 した もの な の で ある 。

そ して意識は人 間が 自然界や 人間世界に働 きか けて い き ，
よ り人 間的 に生 きる とい う本能的要

求 を充たすた め の 人聞の 行動 の 原動力 となる の で ある 。

　すな わ ち精神作用 の 産 物 で あ る意識 の 形 成が あ っ て は じめ て ，人 間は 再び こ の 外界世 界 ， 人

間世界に 主体 的 に働 きか けて い くこ とが で きる の で ある 。 従 っ て 言語 は
， 外界世界 に た い する

，

人間世界にた い す る 人間 と して の 働 きか けの 重要な フ ァ ク タ
ーな の で ある 。 それは手 を動か す

こ と，足 を動 かす こ と と基本 的に は 出発点は変 わ らな い が ，脳髄 に お い て よ り高度化 され精緻

化 された入 間の 精神活動の 精華 なの で あ る 。従 っ て 言語は まず，入間が生 きる 現実世界 の 外的

刺激が基 礎 にあ り，そ の 刺激 を人間の 脳髄が消化吸収 し，み ずか ら練 り上 げ，脳髄 にあ る過 去

の 経験の 蓄積領野 ， 創造 的領野の働 きを総合化 ， 活性化 して 作 り出 した 人間の 精神作用の 精華

なの である 。

　人間の こ こ ろ が行 う仕事は
， 客観的世界の 認識 もそ うで あるが

， 感覚器官で 受け取 られ符号

化 された情報を処理 す る こ とか らす べ て 生ずる 。 感覚器官に よ っ て 受容 され た外界情報は 中枢

神経系の さ まざまな レ ベ ル が 協力す る な か で ，加工 ・処理 され た情報は最後 には大脳皮質に到

達する 。 すなわ ち 「意識諸過程は，大脳皮質全 体が皮 質下 の 部分 系 と共 同 して果 たす総合 的な

仕事」
［’‘ト
なの で あ る 。 こ の よ うに 形成 された 意識 か ら発生す る概念 お よび思考 に 基づ き人間の

外的な行動が発現する 。 すなわちそ れは手の動 き， 骨格筋肉の 動 き，そ して言語とな っ て 発現

す る の で ある 。

　すな わち言語 は
， 人間の 意識 ，

こ れが最高度 に結晶 した の が 思想なの で ある が
， その 「思想

の 直接的現実性が 言語尸 な の で あ る 。

　そ して思想の 直接 的現実性で ある言語 は
，

な に よ りも こ の 自然界，人間世界の 真理 を言 い あ

らわすため に ， また外界事物 の実在性が持 つ 本質に迫 る た め に用 い られ る の で ある 。 す なわ ち

人 間は言語 を用 い る こ とに よ り，もの ご との本質に迫 り，再 びそ の 本質を言語活動で逆照射す

る こ と に よ り，人間に と っ て もの ご との 本質を よ り明 らか に す る こ とが で きる ように なる の で

ある 。 すなわちたとえば日常，話 して い る うちにだんだん わか っ て くる とい う事態 をわれ われ

は 経験す る こ とが あ る 。
こ れは言語が 用 い られ た と きに 真実 を言 い あ らわ して い る の で ある 。

す なわ ち，わ れ わ れ は 思考 の 現実性 と して 言語 を用 い ，そ の 言語 を用 い る と きに ，すなわ ち話

して い る うちに だん だん に い まま で 不明瞭だ っ た こ とが 明瞭に な っ て くる こ とを経験する 。
つ

ま り言語 に よっ て もの ご との 本質 に迫 りつ つ あ る の で ある 。そ して さらに重要な こ とは
， そ の

意識か ら生 み 出 され た言語が 今度は現実世界 に働 きか けて
， その 現実世界 を変化 させ て い くと

い う観点で ある 。 言語 は外界刺激 に よ っ て形成 され る 意識 に よ っ て生 み 出 され，そ の 言語が 現

実世界に 戻 る こ と に よ り， 今度は その 発生基盤で ある現実世界 を変化 させ て い くこ とが で きる

の で ある 。
こ こ に こ そ言 語 と人間世 界 との 相互 浸透の 連環性が 存在す る の で ある 。
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