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構
築
第
七
回

国

際
研

究
集
会
報
告
書、

名

古
屋

大
学
大
学
院
文
学
研

究

科、

二

〇
〇
六

年
及
び

日
o
°。

臣

匡

容

芝
巴
山
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Φ

匹

シ

き
ミ
窺

謡

き
誉
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肇

昼

ミ

§
駄

ぎ
殊

の

鳥

§
ら

辞

U
色
ぴ剛”

ヨ
o

庄
巴
りd

譽
四
「
ω

貳

塁
P
悼

OO

Φ）
。

本

稿
で

は

こ

の

「

テ

ク

ス

ト

科
学
」

と
い

う

新
し
い

方

法
論
的
提

案
を

踏
ま

え
つ

つ
、

筆
者
自
身
の

見
解
に

つ

い

て

論
じ
て

行
き

た

い
。

　

こ

の

「

テ

ク

ス

ト

科
学
」

と

い

う

方
法
論
は

、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

と
い

う

概
念
に

注
目
す
る

。

こ

こ

で

い

う
「

コ

ン

テ

ク
ス

ト
」

と

い

う

概
念
は、

テ

ク

ス

ト

の

外

部
に

つ

い

て

の

様
々

な

情
報
で

あ
る

。

も
ち

ろ
ん、

こ

れ

ま
で

も
イ
ン

ド

哲
学
に

お

い

て

コ

ン

テ

ク

ス

ト
に

つ

い

て

の

議
論
が
な
か

っ

た

わ
け
で

は
な
い

。

し

か

し
、

和
田

に

よ

れ
ば
、

そ

の

研
究
の

多
く
が

無
意

識
的
で

あ
っ

た
の

で
、

そ

れ
を

意
図
的
に

駆
使
し

て

方
法
論
を

組
み

立
て

た

い

と

す
る

。

和
田

は

「

テ
ク
ス

ト

科
学
」

の

根
本
原

理
を

「

サ
ン

ス

ク

リ

ッ

ト
あ
る

い

は

他
の

言
語
で

書
か

れ

て

い

る
テ

ク

ス

ト
を
理
解
す

る
た
め

に
、

他
の

研

究
領
域
に

よ

っ

て

提

供
さ

れ

る

情
報
の

よ

う
に
、

私

た
ち

が
そ

れ
ら
の

外

側
の

要
因
と

し
て

働
く
も
の

（
1ー
コ

ン

テ
ク
ス

ト）

へ

の

注
意
を
は
ら
う
こ

と
」

と

規
定
し

て

い

る
。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

和
田

の

研

究
グ
ル

ー
プ

の

著
書
で

は
、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

の

概
念
に

お

い

て

対
立

す
る

見
解
が

出
さ

れ
て

い

る
。

歴
史
的
背
景
を
イ

ン

ド
の

哲
学
を

理
解
す

る
重

要
な

コ

ン

テ

ク
ス

ト

と

見
な

す
ヨ

ハ

ネ
ス
・

プ
ロ

ン

コ

ル

ス

ト
の

見

解
と、

テ

ク
ス

ト

の

「

史
料
的
側
面
」

だ
け

で

な

く
テ

ク

ス

ト

の

「

作
品

的
側

面
」

を
璽
視
し、

そ
の

「

作
品
的
側

面
」

を

持
つ

「

対
話
的
テ
ク

ス

ト
」

に

コ

ン

テ
ク
ス

ト
を

見
出
す
下
田

正
弘
の

見
解
で

あ
る

。

ブ
ロ

ン

コ

ル

ス

ト

は
、

イ
ン

ド

哲
学
の

学
説
や

論
点
は、

イ

ン

ド

の

歴

史
的
社
会
的

背
景

抜
き

に

理
解
す
る

こ

と

は

不
可
能
で

あ
り、

そ

れ
を
無
視
し
て

西
洋

の

哲
学
の

議
論
と
比

較
す
る

こ

と

を

極
度
に

危
険
視
す
る

。

こ

れ

に

対
し

て
、

下
田

は

思
想
史

家
の

ド
ミ

ニ

ク
・

ラ

カ

プ

ラ

の

「

対

話
的
テ

ク
ス

ト
」

の

議
論
を

援
用
し

、

コ

ン

テ

ク

ス

ト

と

は

現
在
と

の

関
係
な

し
で

閉

じ
ら
れ

て

い

る
過

去
で

は

な
く、

対
話
的
テ

ク

ス

ト

で

あ
る

仏
教
聖

典
の

中
の

「

現
在
に

影

響
す

る

過
去
」

を
示
す

概

念
と

考
え
る

。

　

筆
者
の

立

場
は、

下
田
の

見
解
に

近
い

も

の

で

あ
る

。

「

テ

ク

ス

ト
」

と

は、

記
号
論
者
の

ウ

ン

ベ

ル

ト
・

エ

ー

コ

が
い

う
よ
う
に

単
な
る

物
質

的
存
在
で

は

な

く
意

味
作
用
の

体
系
と

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

の

過

程
と

の

混

合
概
念
で

あ
り、

　］

つ

の

事
態
と

し
て

存
在
し
て

い

る
も
の

で

あ
る

と

考
え

る

か

ら
で

あ
る

。

社
会

的
歴
史
的
背
景
と

い

う
コ

ン

テ

ク

ス

ト

は
、

そ
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

過
程
に

存
在
す
る
一

つ

の

重
要
な
要

素
で

は
あ
る

が
、

そ
れ
以
上
の

存
在
で

は

な

い
。

む

し

ろ
、

こ

の

テ

ク

ス

ト

に

関
す
る

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

（
ラ

カ

プ

ラ

の

い

う

対
話）

的
要
素

を

無
視
し

歴
史
的
社
会

的
背
景
の

側
面
だ

け
に

研
究

者
が

縛
ら
れ

た

場

合
、

そ
の

テ

ク

ス

ト
は

博

物
館
に

飾
る

べ

き

遺
品
と

化
し
て

し
ま

う
。

逆

に

そ

の

テ
ク

ス

ト
が

古
典

的
な

価
値
を

持
つ

も

の

で

あ
れ
ば
あ
る

ほ

ど
、

そ

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

的
要

素
に

よ

り、

新
た

な
読
み

が
生
ま

れ

て

く
る

。

そ

の

新
た
な

読
み

や

解
釈
こ

そ、

イ
ン

ド

哲
学
研

究
の

豊
か

な

成

果
の

源
泉
と

な

り
得
る

の

で

あ
る

。

再
考
ブ

ー
バ

ー

「

我
−

汝
」

思
相
心

堀

川

敏

寛

　
マ

ル

テ
ィ

ン
・

ブ

ー

バ

ー

の

「

我
−

汝
」

思
想
は

、

プ

ー
バ

i
研
究
の

第
一

人
者
で

あ
る
ア

メ

リ

カ

の

研
究
者
モ

ー
リ

ス
・

フ

リ

ー

ド
マ

ン

と
エ
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マ

ニ

ュ

エ

ル

・

レ

ヴ
ィ

ナ
ス

の

解
釈
に

よ
っ

て

理

解
さ

れ
る

と

こ

ろ

が

大

き
い

。

前
者
は

対
話
の

哲
学
と

し
て
、

ま

た
後

者
は

倫
理
的
関
係
性
を

扱

う

他
者
論
と

し

て

ブ
ー

バ

ー

の

「

我
−

汝
」

思
想
を

解
し
た

。

こ

れ
ら

の

視
座
は、

ブ

ー

バ

i
理
解
に

当
た
っ

て

適
切
で

あ
ろ

う
か
。

本
発
表
で

は

一

九
二

三

年
の

『

我
と

汝
』

執
筆

時
に

お

け
る

、

彼
が

「

我
−

汝
」

概

念

を
創
出
し

、

「

我
−

汝
」

思

想
を

考
案
し

た

意

図
に

つ

い

て

再
検
証

し

た

い
。

　

第
 

に

『

我
と

汝
』

の

テ

キ

ス

ト
を
分

析
す
る

と
、

彼
が

力
点
を

置
く

主

要
概
念
が

浮
き

彫
り
に

な

る
。

本
作
品
で

は

「

対
話
」

θ凶
巴
o
 ）

と

い

う
表

現
は

見

ら
れ

ず、

主

題
と

な

る

概
念
は
、

根
源

的
な

「

関
係
」

（
潜
在
状
態）

と

「

出
会
い
」

〔
顕

在
状

態
）

で

あ

る
。

ま

た

論
考
が

根

元

語
「

我
−

汝
」

「

我
−

そ

れ
」

の

説
明
か

ら

始
ま
っ

て

い

る

が
、

根
元

語

と

い

う
表
現
は

他
の

著
作
に

お

い

て

見
ら

れ
ず、

「

我
−

汝
」

思
想
の

展

開

順
序
を

次
の

よ

う

に

再
検
証

す
る

必
要
が

あ
る
。

一
、

「

初
め

に

関
わ

り

あ
り

」

と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、

根
源

的
に

我
々

に

向
か
っ

て

生

ず
る

し

る

し
が
あ

る

の

だ
が、

我
々

は

自
ら
を

開
く
こ

と

が

な
く、

「

我
−

そ

れ
」

関

係
に

て

日

常
を

営
ん

で

い

る

限
り、

そ

れ

に

気
づ

く
こ

と
は

な

い
。

二
、

「

そ
れ

の

世
界
」

か

ら

距
離
を

取

り
、

そ

の

状
態

を

脱
す

る
。

三
、

「

汝

の

感

覚
」

「

生

得
の

汝
」

を

働
か

せ

る

中
で

、

汝
の

呼
び

か

け

に

自
ら
を

向
け
る

。

四
、

「

汝
と
の

出
会
い
」

に

よ
っ

て

初
め
て

「

我
−

汝
」

関
係
が

築
か

れ
、

そ
こ

で

初
め

て

臼
己
が

「

我
」

と

し
て

存
立

す
る

。

こ

れ

が

「

我
−

汝
」

関
係
成
立
の

順
序
で

あ

る
。

我
と

汝
の

出
会
い

と

は
、

互
い

が

語
り

語
ら

れ
る

中
で、

「

関
係
内

存
在
」

と
し

て

白
己
が

存
立

す
る

過

程
を

経
て

互
い

が

向
き

合
っ

た

瞬

間、

両

者
が

「

た

だ

関
係
の

中
に

立

つ
」

こ

と

で

あ
る

。

　

第
二

に

『

我
と

汝』

執
筆
当
時
の

ブ
ー

バ

ー

の

学
問
的
関
心
と

生

活
様

式
か

ら
検

証
し
た

い
。

ブ

ー
バ

ー

は

ロ

ー
ゼ
ン

ツ

ヴ

ァ

イ

ク

の

依
頼
に

よ

っ

て
、

当
時
ユ

ダ

ヤ

自
由

学

院
に

て

「

現

在
と

し

て

の

宗
教
」

（

需

亀・

讐
o
璋

巴
ω

O
Φ
αq
Φ
置

≦

穹
叶

）

と

い

う
題
目
で

講
義
を

行
っ

て

お

り
、

『

我
と

汝
』

の

草

稿
は

こ

の

講
義
内
容
を

軸
に

書
か

れ

た
。

こ

こ

で

は

宗
教
が
、

過

去
の

記
憶
で

も

未
来
の

希
望
で

も

な
く、

現
在
の

我
々

の

実
存
に

関
わ

る

リ

ア
ル

な

問
題
で

あ
る

の

だ
が
、

現
代
社
会
は

「

そ

れ
の

世

界
」

の

影

響
が

多
大

な
た

め、

宗
教
的
に

生

き
る

こ

と

の

難
し

さ

が

語
ら

れ
て

い

た
。

ま

た

彼
と

共
同
で

行
っ

た
ヘ

ブ
ラ

イ
語
聖
書
の

独
語
訳
で

は、

聖

書

に

お

け
る

神
の

言
葉
と

読
者
と

が

出
会
う
こ

と

を

目
的
に

翻
訳
が
試
み

ら

れ
た

。

最
後
に

シ

オ
ニ

ズ
ム

運
動
を
通
し
て、

ア
ラ

ブ
側
の

主
張
に

向
き

合
う

必
要

性
に

迫
ら

れ
て

い

た
。

つ

ま

り
ブ

ー
バ

ー

は

実
生

活
を
通
し

て
、

異
他
な

る

も
の

か

ら
の

語
り
か

け
に

直
面
す
る

状
況
下
に

あ
っ

た
。

　

ブ

ー

バ

ー

は

自
己
（
我）

と
他
者
（
汝
・

そ

れ）

と

い

う
「

対
象
」

に

対
す
る

関

係
性
を
論
じ

た

の

で

は

な
く、

「

我
−

汝
」

「

我
−

そ

れ
」

と

い

う

表
現
を
通
し

て

「

実
存
の

関
わ
り
方
」

が

二

種
類
あ
る
こ

と

を

述
べ

て

い

た
。

そ
れ
は

他
者
に

対
し

て

責
任
を

負
う
倫
理

的
関
係
性
で

は

な

く、

他

者
を

措
定
せ

ず、

「

問
の

領
域
」

に

て

生
じ
て

い

る

根
源

的
な

語
り
か

け

に

自
ら
を
向
け、

互
い

に

向
き

合
っ

て

「

汝
と

言
う

」

こ

と

に

責
任
を
負

う
こ

と

を
論
じ
た

の

で

あ
る

。

し

た

が

っ

て

「

我
−

汝
」

思
想
の

焦
点
は、

「

関
わ
り
へ

と

参
入

す
る

た

め

の

関
わ

り
」 、

と

表
現
す
る
こ

と

が

的
確

で

あ
ろ

う
。

対

話
以
前
に

、

如
何
に

し

て

自
ら

を

汝
へ

と

向
け、

潜
在
状

態
だ
っ

た

両
者
の

関
係
を
「

出
会
い
」

に

よ

っ

て

顕
在
化
で

き
る

か
、

そ

の

「

関
係
へ

の

努
力
」

（
しu
 

恩
 

げ

蕁
ぴq
の

嘗
Φ
ぴ

穹
）

が

こ

の

思
想
に

と

っ

て

重

要
な
の

で

あ
る
。
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