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キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

か

ら
の

影
響
を

見
出
す
こ

と
が

で

き

る
。

ハ

イ
デ
ガ
ー

は

「

カ

ー

ル
・

ヤ
ス

パ

ー

ス

の

『

世

界
観
の

心

理

学
』

に

寄
せ

る

論
評
」

で
、

キ
ル

ケ
ゴ

ー
ル

に

よ
っ

て

な
さ

れ
た

よ
う
な

厳
密
な

方
法
意
識
は

め

っ

た

に

達
成
さ

れ
な
か
っ

た

こ

と、

そ

し

て

こ

の

方

法
意
識
が

見
落
と
さ

れ

る
な
ら

ぼ、

キ
ル

ケ

ゴ

ー
ル

の

決
定
的
な
も
の

が

手
放
さ

れ
る

と
い

う

こ

と
を

述
べ

て

い

る
。

「

方
法
意
識
」

と

は

「

問
接
的

伝
達
」

を

指
し

て

い

る
と

思
わ
れ

る
。

ハ

イ

デ
ガ

ー

の

形
式
的
告
示
も
ま

た
、

形
式
と

内
容

が

不
可
分
に

呼
応
す
る

よ

う
な

方
法
で

あ
り、

「

形
式
的
」

と
は、

世
界
−

内
−

存
在
の、

し
た
が

っ

て

気
遣
い

の

構

造
を
意

味
し
て

い

る
。

ハ

イ
デ

ガ

ー
の

現
象

学
は、

キ

ル

ケ

ゴ

ー
ル

の

諸
概
念
を

「

志

向
的
関
わ

り
」

と

し

て

捉
え
直
す

こ

と
に

よ
っ

て
、

キ
ル

ケ

ゴ

ー
ル

の

方
法
意
識
を

受
け

継

い

で

い

る

の

で

あ
る

。

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

と

洞
窟
の

比
喩

　

−
哲
学
者
の

死
に

つ

い

て

ー
田

　
鍋

　
良

臣

　
「

哲
学
の

終
わ
り

」

。

こ

の

言
葉
は
ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー

思
想
の

代
名
詞
と

し

て

広
く

流
通
し

て

い

る
。

だ
が

そ
の

意
味
す
る

と
こ

ろ

は

書
葉
の

容
易
さ

に

比
べ
、

難

解
で

あ
る

。

は

た

し
て

「

哲
学
の

終
わ
り

」

と

は

何
か

。

そ

れ
を
知
る

手
が

か

り
が

晩
年
に

発
表
さ

れ

た
「

哲

学
の

終
り
と

思
索
の

課

題
」

（

］

九
六
六
）

の

冒

頭
で

与
え

ら
れ

て

い

る
。

ハ

イ
デ
ッ

ガ

ー
に

よ

る

と、

こ

の

タ

イ

ト

ル

が

示
す
の

は

コ

九
三

〇

年
以
来
く
り
か

え
し

企

て

ら
れ

た
試
み

、

『

存
在
と

時
間
』

の

問
題
設
定
を
よ

り
始

源
的
に

形
成

す
る

こ

と
」

（
ω］
）”
OH
）

で

あ
る

。

と

こ

ろ

で、

「

哲
学
の

終
わ

り
」

と

関

係
が

あ

り
そ
う
な

問
題

、

「

哲

学
者
の

死
」

が

は

じ

め

て

論
じ
ら

れ
た
の

は、

ま

さ

し
く

引
用
に

あ
る

⊃

九
三

〇
年
」

直
後
の

こ

と

で

あ
る

。

そ

れ
は

プ

ラ

ト
ン

の

「

洞
窟
の

比

喩
」

（
以

下
「

比
喩
」

と

略
記）

解
釈
の

中
で

登

場
し

た
。

「

比
喩
」

解
釈
は
一

九
三

〇
年
以
前
に

も
見
ら

れ

る

が、

そ
こ

で

は

「

哲
学
者
の

死
」

は

注
目
さ

れ
て

お

ら

ず、

む
し

ろ

「

比
喩
」

に

即
し
て

『

存
在
と

時
間
』

構
想
の

仕
上
げ
が
重
ね

ら
れ
て

い

る
。

ゆ
え

に
、

「

哲
学
者
の

死
」

が

「

哲
学
の

終
わ

り
」

を
示

唆
す
る

な

ら、

一

九

三

〇
年
を

境
に

し

て

な
さ

れ

た

「

比

喩
」

解

釈
の

変
容
の

う
ち

に

は
、

「

『

存
在
と

時
間
』

の

問
題

設
定
を

よ
り

始
源
的
に
」

問
う
こ

と、

鋭
く

言
え
ば、

「

『

存
在
と

時
間
』

の

問
題
設
定
を

内
在
的
な

批
判
に

か

け

る

こ

と
」

（

ω

O”

臼
）

の

痕
跡
が

残
さ

れ

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

　
本
発
表
は

、

以
上

の

よ
う
な

見
通
し

の

も

と
、

］

九
三

〇
年
前
後
で

の

「

比
喩
」

解
釈
を
「

『

存

在
と
時

間
』

の

問
題

設
定
」

に

注
目
し

つ

つ
、

以
下
の

二

点
に

ま

と

め

た
。

 
一

九
三

〇
年
以
前
の

「

比

喩
」

解
釈
は、

「

形
而
上

学
の

基
礎
づ

け
」

を

画
策
す

る

『

存
在
と

時
間
』

構
想
の

い

わ

ば
「

設
計
図
」

を

担
っ

て

い

る
。

洞
窟
か

ら
の

解
放
は

基
礎
的
存
在
論
と

し

て
、

洞

窟
へ

の

帰
還
は

メ

タ

存
在
論
と

し

て

そ

れ

ぞ
れ

解
釈
す
る
こ

と

が

で

き

る
。

だ
が

「

比
喩
」

解
釈
の

最
終
局

面
で、

哲

学
の

始
源
で

あ
る

神
話
／
宗
教
の

問
題
に

ぶ

つ

か

り、

そ
の

概

念
把
握
を
め
ぐ
っ

て

ハ

イ
デ

ッ

ガ

ー
は

動
揺
す
る

。

 
皿

九
三

〇
年
以
後
の

「

比
喩
」

解
釈
は
一

転、

基
礎
的
存
在
論
に

属
す
る

現
存
在
分
析
に

の

み

即
し

た
も
の

と

な

る
。

こ

こ

で

は

じ

め
て、

洞

窟
へ

の

帰
還
に

際
し
て

「

哲
学
者
の

死
」

が

問
題
と

な
り

、

同
時
に、

「

真
理
（
隠
れ

な

さ
）

の

本
質
に

非
真
理

（

隠
れ
）

が

属

す
る
」

こ

と

が
、

根

源
的
な

仕
方
で

あ
ら
わ
と

な

る

（

O
＞
ら。

♪

OO

ご
。
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ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

に

よ

れ

ば、

非
真
理

と
し

て

の

隠
れ

は
、

プ

ラ

ト

ン

以

来
の

形

而
上

学
に

お

い

て

は

根
本
的
に

経
験

さ

れ
て

い

な

い

（

〈
啣薨
鬥

Ω

跨
ω

肝

麗）
。

に

も

拘

わ

ら

ず
、

隠
れ

が

哲
学
の

探

求

す

る

隠
れ

な

さ

　（
真
理）

の

本
質
に

属
す
る

限
り
、

隠
れ

を

経
験
し
え

な
い

形
而
上

学
は

自
身
の

始
源
に

対
し
て

ど
こ

ま
で

も

「

無
的

−

無
力
」

な

ま
ま

に

留
ま

ら

ざ

る

を

え

な
い

（
O
＞
し。

倉

゜。

膳
）

。

同
じ

こ

と

は

「

形
而

上

学
の

基

礎
づ

け
」

を

企
図
し

た
「

『

存
在
と

時
間
」

の

問
題
設

定
」

に

も
堂
口

え
る

。

な

ぜ

な
ら、

そ

の

核
と

な
る

「

現
存
在
の

超
越
」

の

「

暴
露
」

の

う

ち
で

は
、

隠
れ

そ

の

も
の

は

隠
れ

て

し

ま

う
か

ら
で

あ
る
。

隠
れ
は

そ

も
そ

も

光
の

も
と

に

来
る

こ

と

は

で

き

な
い

。

「

哲

学
者
の

死
」

が

隠
れ

の

根
本

生
起
と

同
じ

場
面
で
、

そ

れ
も

現
存
在
分

析
に

即
し

て

語
ら
れ
た

こ

と

自

体、

そ
の

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

ハ

イ
デ
ッ

ガ
ー

は

こ

う
し

た

「

非
−

真
理
」

の

「

非
止

性
格
に

い

わ
ゆ

る

「

存
在
の

真
理
」

を

見
る

の

だ
が

（
≦
竃闇

お
ω

h°）
、

そ
れ
を

語
る

に

は
も

は

や
形

而
上

学

の

言
葉
で

は

間
に

合
わ

ず
、

こ

こ

で

「

形
而
ヒ

学
の

超
克
」

が

要
請
さ
れ

る

（

O
レ
G。

♪

°。

“。
虧）
。

求
め

ら
れ

る

の

は
、

形
而
上

学
と
は

別
の

言

葉
と

な
る

。

　

以
上、

一

九
三

〇

年
前
後
の

「

比

喩
」

解
釈
の

変
容
を
あ
と

づ

け

る
こ

と

で
、

笥

形

而
上
学
の

基

礎
づ

け
」

を

意
図
し

て

な

さ
れ

た

「

根

拠
へ

の

帰
還
」

が、

形
而
上

学

自
身
の

「

没
落
（
N
二

〇

凄

巳
Φ

mqo7

Φ

巳
」

へ

と

移
行
す
る

さ
ま
を

確
認
し

た
。

そ

れ

は

ま
さ

し
く

「

哲
学
の

終
わ
り

」

と

呼
ぶ

に

ふ

さ
わ
し
い

で

あ
ろ

う
。

だ
が

こ

の

「

終
わ

り
」

は

思
索
に

と

っ

て

な
ん

ら

消
極
的

な
も

の

で

は

な
い
。

少

な
く
と

も
ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

自

身、

「

終
わ

り
」

を

「

別
の

も

の

に

向
け
て

の

終
わ
り

」

（

Qり

や

綻）

と

見

て

い

る
。

「

比
喩
」

解
釈
を

通
じ
て

展

開
さ

れ
た

「

［

真
理

概
念
の
］

歴
史

へ

の

真
正
な

帰
還
は、

本
来
的
な

将
来

性
の

決
定
的
な

始

源
」

（
O
＞
も・

脚”

一

〇）

を

準
備
す
る

の

で

あ

る
。

「

別
の

始
源
」

へ

の

問
い

は、

す
で

に

開

か

れ

て

い

る
。

oっ
Φ

言
N
自

ヨ

→
○

阜
Φ

再
考

　

　
　

ハ

イ
デ
ガ

ー

『

存
在
と

時

問
』

と

「

死
」

の

概
念

ー

松

本

直

樹

　
ハ

イ

デ
ガ
ー

が

『

存
在
と

時
間
』

の

後
半
で

論
じ

る

「

死
（

→
o

色
」

の

概

念
を

レ
分
に

理

解
す
る

こ

と

は

き

わ

め
て

困
難
で

あ
る
が
、

こ

の

発

表
で

は

試
み

に
一

つ

の

解
釈
を

提
示
し、

こ

の

解
釈
の

も

と

で

は

じ
め

て

『

存

在
と

時
間
』

の

後
半
の

議

論
が

統
一

的
に

理
解
で

き

る

こ

と

を

示
し

た

い
。

　
ハ

イ
デ
ガ
ー

が

死
を
問
題
に

す
る

の

は

人

間
存
在
の

全
体
を

そ

の

終
わ

り
に

至
る

ま
で

残
り
な

く

見

届
け
る

た
め

で

あ
る

が
、

そ
れ

は

た

と

え

ば
、

様
々

な
こ

と

昂
二

見、

ば
ら
ば
ら

に

し
て

い

る

入
に

「

要
す

る

に

何

を
し

て

い

る
の

か
」

と

問
う
こ

と

に

似
て

い

る
。

「

終
わ
り

」

に

相
当
す

る

ド

イ
ツ

語
国
コ
匹
 

は

「

目

的
」

「

趣
旨
」

と

い

う

意
味
で

も
あ
っ

て、

「

全

体
を

終
わ
り
ま
で

見
届
け
る

」

と

は
、

一

見
、

ぼ
ら

ば
ら
に

目

撃
さ

れ

る

人
間
存
在
の

様
々

な

あ

り
方
を、

そ

の

全
体
を

包
括
す
る

究

極
的
な

趣
旨
に

お

い

て

理

解
す
る

、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
と

は

い

え、

そ

れ
で

は

人

間
存
在
の

究
極
的
な

趣
旨
は

死
で

あ
っ

て、

生
と

は

「

要
す

る
に
」

死
で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

な

る

の

か
。

こ

こ

で
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