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が
、

こ

の

亀

裂
は

『

テ
ィ

マ

イ
オ

ス
』

の

結
論
部
分
で、
獲
い

隠
さ

れ
た
と

読
み

取
っ

た
。 ，

　
「

場
所
」

は
、

エ

ド
ワ

ー

ド
・

ケ

ー

シ

ー
に

よ
る

と
、

西
洋

哲

学
・

形

而
上

学
に

お

い

て

長

く
忘
れ

ら

れ、

眠
り
込
ま

さ

れ
る

ま
ま
に

な
っ

て

い

た
。

そ

れ

は
、

中
世
の

間
に

場
所
が

空

間
に

敗
北
し

た

た
め
で

あ
る

と

い

う
。

ア

リ
ス

ト
テ

レ

ス

以

来
の

場
所
と

空

聞
の

勢
力
争
い

に

決

着
が

つ

い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ　　　ヘ
　　　へ

た
と
い

う

わ
け
で

あ
る

が、

ケ

ー

シ

ー
が
勝
っ

た

と

す
る
空

間
は
プ
ラ

ト

ン

に

よ

っ

て

提
起
さ

れ、

そ

し

て
、

デ
リ
ダ
が

注
目
し

た

コ

ー

ラ

で

は

な

い
。

コ

ー

ラ

も
ま

た

眠
っ

て

い

た
の

だ
。

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

は

『

自
然

学
』

の

中
に、

「

場
所
」

を

存
在
の

第
］

の

も
の

と

し

て

置
い

た
。

そ

し

て

「

コ

ー
ラ
」

は

「

空
間
」

に

棚
上
げ

さ

れ
て

し

ま

い
、

「

場
所
」

復
権

の

現
代、

コ

ー
ラ
を

引
き

な

が
ら
も
ト

ポ
ス

に

基
礎
を

置
い

て
、

第
三

の

も

の

と

名
づ

け
ら
れ

る

こ

と

な
く

語
ら
れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

　

第
三

の

も
の

は
プ
ラ
ト

ン

が

語
っ

た
よ

う
に

第
　

の

も
の

と

第
二

の

も

の

と

を

結
び
つ

け
る

。

こ

の

対
立
す

る

二

項

　
　
た
と

え

ば、

敵
と

味

方、

強

者
と

弱
者、

支

配
す
る

者
と

支

配
さ

れ

る

者

ー
の

解
と

し

て
、

コ

ー

ラ

が

考
え
ら
れ

る
の

で

は
な

い
．

デ

リ
ダ
は

、

「

コ

ー
ラ

に

つ

い

て

の

言
説
は

、

類
（
げq
 

口
o
の
）

と

い

う
も
の

に

つ

い

て

の
、

そ
し
て

さ
ま

ざ

ま
な

種
類
の

ジ
ャ

ン

ル

に

つ

い

て

の

言

説
で

も
あ

る
」

と

言
う

。

「

コ

ー

ラ
」

、

「

場
」

を

考
え
る

こ

と

は
、

類
（
δ

騎
Φ

霞
o）

に

つ

い

て、

対
立
す

る
ジ
ャ

ン

ル

の

あ
る

世
界
を
思
い

描
く
こ

と

で

あ
る

。

私
た

ち

が

コ

ー

ラ

（
場）

口

第
三

の

も
の

を

思
考
す
る

と
き、

人
の

生
活
の

場
へ

の

到

来、

居
住
に

つ

い

て

の

問
い

を

誘
発
す
る

。

息

詰
ま

る
よ

う
な
二

項
の

み
の

在

　
　

　
　

　
あ
　
　
　へ
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　も
　　　へ

り
方
か

ら
、

第
三

者
の

あ
る

こ

と

に

よ
る

第
三

者
に

限
定
し
な

い

自
由
と

多
様
性
へ

の

広
が
り

も

視
野
に

入
る
。

L
・

シ

ュ

ト

ラ

ウ
ス

に

よ

る

　
　

F
・

ロ

ー
ゼ

ン

ツ

ヴ

ァ

イ

ク

批
判
の

射
程

佐

藤

貴

史

　

近
年、

レ

オ
・

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

の

思
想
は

わ
が

国
に

お

い

て

も

積
極
的

に

論
じ
ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
が、

そ

の

き
っ

か

け
の
一

つ

と

し

て、

彼

を
前
ア
メ

リ
カ

大
統
領
の

「

知

的
ゴ

ッ

ト
・

フ

ァ

ー
ザ

ー
」

と

み

な

す

傾

向
を

あ
げ
る

こ

と

が

で

き

る
だ

ろ
う

。

　

し

か

し、

本
発
表
の

目
的
は
、

シ

ュ

ト
ラ

ウ

ス

の

思

想
と

現
実

政
治
と

の

関
係
で

は
な
い

。

そ

う
で

は

な
く、

ヴ
ァ

イ
マ

ー

ル

時
代
の

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

と

彼
に

大
き
な

影
響
を
与
え
た

フ

ラ

ン

ツ
・

ロ

ー

ゼ
ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク

の

関
係、

と

く
に

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

に

よ

る

ロ

ー
ゼ
ン

ツ

ヴ
ァ

イ

ク

批
判
の

内
実
と

そ
の

射

程
を

測
定
す
る

こ

と

で
、

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

自
身
の

問
題
意

識・
の
一

端
を
明
ら
か

に

す
る

こ

と

で

あ
る
。

　
シ

ュ

ト
ラ

ウ

ス

に

と

っ

て

ロ

ー
ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ

ク

は、

二

〇

世
紀
初
頭

の

ド

イ
ツ

に

お

け
る

カ

ー

ル
・

バ

ル

ト
と

な

ら

ぶ

「

神
学
復

興
」

の

立
役

者
の
一

人
で

あ
っ

た
．

し
か

し
、

シ
ュ

ト

ラ

ス

に

と

っ

て
ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ

ァ

イ
ク
に

よ

る

「

聖

書
の

啓
示
へ

の

無
条
件
の

回

帰
」

は

「

無
条
件
の

回

帰
」

と

呼
べ

る

も
の

で

は

な
か

っ

た
。

口

く、

「

彼
が

回

帰
し

た

ユ

ダ
ヤ

教
は
、

モ

ー

ゼ
ス
・

メ

ン

デ
ル

ス

ゾ
ー

ン

以
前
の

ユ

ダ
ヤ

教
と

は

同
】

の

も
の

で

は

な
か

っ

た
」

。

ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク
の

「

新
し

い

思
考
」

は、

「

新
し
い
」

と

い

い

な
が

ら

も、

結
局
の

と

こ

ろ

「

古
い

思
考
」

に

囚
わ

れ
て

い

た
の

で

あ
る
。

シ

ュ

ト
ラ

ウ

ス

は
、

そ

の

し

る

し
を
ロ

ー
ゼ

ン

ツ
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ヴ
ァ

イ
ク

の

新
し
い

思
考
と
し

て

の

「

経
験
す

る

哲
学
」

に

見
出
す

。

　
シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

に

よ

れ
ば

、

「

新
し

い

思

考
は、

現
在
の

信
仰

者
に

よ

っ

て

経
験
さ
れ
た
こ

と
、

あ
る

い

は

少
な

く
と

も

経
験
さ

れ
る

こ

と
が

可

能
な
こ

と
と
、

伝
統
に

よ
っ

て

単
に

知
ら
れ

る

だ
け

の

こ

と
と

の

あ
い

だ

の

差
異
に、

情
熱
的
に

関
心

を
む

け
る

」

。

「

経
験
す

る

哲
学
」

は

そ
の

名

の

通
り、

「

経
験
さ

れ
る

こ

と

か
ら
い

つ

で

も
出
発
」

す
る

が
、

「

経
験
の

経
験
さ

れ
ざ
る

『

前
提
条
件
』

か

ら
は

出
発
し

な
い
」

の

で

あ

る
。

「

経

験
の

経
験
さ

れ
ざ
る

『

前
提
条
件
』

」

あ
る

い

は

「

ユ

ダ

ヤ

人
の

意

識
に

と

っ

て

第
一

義
的
で

あ
り

権
威
あ
る

こ

と
」

と

は

何
か

。

そ

れ

は、

あ
ら

ゆ

る
も
の

に

先
立
つ

「

神
の

律
法
で

あ
る

ト
ー

ラ

ー
」

で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

彼
に

と
っ

て

結
局
の

と
こ

ろ
、

ロ

ー
ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ

ク
の

啓
示

論
は

律
法
を
真
剣
に

受
け
取
る
こ

と

な

く、

神
と

人

間
の

結
合
点
を

現
在
の

信

仰
者
の

経
験
と

意
識
に

求
め
た

の

で

あ
る

。

　

さ
ら
に

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

の

目
か

ら

み

れ

ば
、

ロ

ー
ゼ
ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク

に

よ

る
聖
書
の

啓
示
へ

の

回
帰
は

「

近
代
哲
学
」

す
な
わ

ち

「

啓
蒙
主
義
」

の

影
響
の

下
で

な
さ

れ

た
も
の

で

あ
っ

た
。

ロ

ー
ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク
も
ま

た
、

次
の

よ

う
な
ユ

ダ
ヤ

人
の
｝

人
に

す
ぎ
な

か
っ

た

の

で

あ
る

。

「

伝

統
に

回

帰
す
る

こ

れ
ら

現

代
の

ユ

ダ
ヤ

人
た
ち

は、

伝
統
の

な

か

で

無
意

識
的
な
い

し

素
朴
に

な

さ
れ
て

い

た

こ

と

を
、

反
省
の

地

平
で

行
お

う
と

す
る

。

彼
ら
の

態
度
は
、

伝
統
的
と

い

う
よ

り
は
む
し

ろ

歴
史
的
な
も
の

で

あ
る

。

彼
ら
は

過
去
の

思

想
を

過
去
の

思
想
と
し
て、

そ

れ

ゆ

え
現
在

の

世
代
を
必

ず
し

も
そ

の

ま
ま

で

拘
束
す
る

の

で

は
な
い

も
の

と

し

て

研

究
す
る

」

。

こ

う
し
て

二

〇

世
紀
の

回

帰
運

動
は、

根
本
か

ら

見
直
さ

れ

な

け
れ
ば
な
ら
な

く
な

っ

た
。

す
な

わ
ち
、

シ

ュ

ト
ラ

ウ
ス

に

よ

る

ロ

ー

ゼ
ン

ツ

ヴ
ァ

イ
ク

批
判
の

射
程
は

単
に

彼
の

新
し
い

思

考
や

当
時
の

ユ

ダ

ヤ

人
思
想
家
に

の

み

な

ら

ず、

当
時
の

ユ

ダ
ヤ

教
お

よ

び
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

思

想
が

そ

の

背
後
に

隠
し

も

っ

て

い

た

近
代
理

解
の

不
徹
底
性
に

ま

で

及
ん

で

い

た

の

で

あ
る

。

　
シ

ュ

ト

ラ

ウ
ス

は
、

「

『

ス

ピ

ノ

ザ
の

宗

教

批

判
』

（

英
語
版
へ

の

序

言
と

の

な
か

で

次
の

よ

う
に

書
い

た
。

「

本
研
究
は、

近

代
以

前
の

哲

学

へ

の

回
帰
は
不
可

能
で

あ
る

と

い

う、

強
力
な

偏
見
に

よ
っ

て

認

可
さ

れ

た

前
提
に

基
づ

い

て

い

た
」

。

「

強
力
な

偏
見
」

か

ら
ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ

ク

も

ま
た

逃
れ
る
こ

と

は

で

き

な
か

っ

た、

と
い

う
の

が
シ

ュ

ト
ラ

ウ

ス

の

結
論
で

あ
ろ

う
。

し
か

し
、

そ
れ
以
上
に

彼
の

ロ

ー

ぜ

ン

ツ

ヴ
ァ

イ

ク

批

判
は

「

啓
蒙
主
義
と
正

統
派
の

古
典
的
論
争
」

の

「

取
り
戻
し

／
再
理

解
」

を
も、

そ

の

射
程
に

お

さ

め

て

い

た
の

で

あ
る

。

『

論
理

哲
学
論
考
』

の

　
　

「

文
番
号
七
」

の

原
形
と

新
解
釈

星

　
川

　
啓

慈

　
ウ

イ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ
ン

の

『

論
理

哲
学
論

考
』

（

『

論
考
』

）

に

お

け

る

「

人
は
、

語
り

え
な

い

も
の

に

つ

い

て

は、

沈
黙
し
な
け
れ

ば
な

ら

な

い
」

と

い

う
文

番
号
七
を

、

『

原

原
論
考
」

（
『

原

論
考
』

以
前
の

も
の
）

に

ま

で

遡
り、

そ

の

原
形
を

確
認
す
る

と、

そ
れ
は

も
と

も

と

「

価
値
」

（
神
・

信
仰
・

宗
教
・

倫
理）

と

の

関
わ
り

で

書
か

れ

た
可
能

性
が

高
い

。

　
『

論
考
』

出
版
後
は
、

最
初
「

自
戒
」

で

あ
っ

た

文
番
号
七
が

「

公
言
」

と

な
っ

て

彼
に

付
き
ま
と
い

、

彼
の

「

神
や

信
仰
や

宗
教
に

つ

い

て

語
り
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