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En apprenant Jes Hudes faites par des philosophes frarn;ais contemporains sur la pensee de 

Martin Heidegger, nous nous poserons quelques questions concernant son idee de l’oubli de I'

立tre. Tout d’abord, bien des penseurs post-heideggeriens (Levinas. Derrida. Marion, etc.) , et le 

dernier Heidegger lui-meme elaborent la pensee de I'《 autrement quモtre ,. ; mais n’est・ce pas la 

une sorte de l'oubli de l’Etre ? Ensuite, ne peut-on pas trouver la possibilite d・une autre pensee 

plus originaire de l'oubli de l'Etre en tant qu'Origine qu’est la Vie ? Car la Vie oublieuse de son 

etre aussi bien que de r:Etre meme pourrait quand meme etre consideree comme presuppose 

de la pensee qui thematise et questionne l'Etre lui-meme. Et nous ajouterons, en tant qu’－ 

annexe, une rem訂que sur les 30 livres choisis， 己crits en fran<;ais et consacres a la pensee de M. 

Heidegger. 

ハ イ デ ッ ガ 一 、 フ ラ ン ス 哲学、 有、 忘却、 生 ； Heidegger, philosophie fran�aise, 
Etre, oubli, Vie 

雑誌 『 カ イ エ ・ ド ・ レ ル ヌ 』 は 、 そ のハ イ デ ッ ガ ー 特集号 の 中 で、 こ う 述べ て い る 。 「現代の全て
の偉大 な 思索者 た ち は一一フ ラ ン ス 人だ け を 引 き 合い に 出 す と し て一一サ ル ト ル か ら フ ー コ 一 、 デ
リ ダや レ ヴ ィ ナ ス に 至 る ま で、 ハ イ デ ッ ガ ー に 対す る 彼 ら の恩義 を 書 き 留 め て い たJ （①， p. 4 )  1 0 
じ っ さ い サ ル ト ル、 メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ か ら 始 ま っ て 、 レ ヴ ィ ナ ス 、 リ ク ー ル、 ア ン リ 、 デ リ ダ ら
を 経て 、 マ リ オ ン や フ ラ ン ク の 世代 に 至 る ま で、 現代 フ ラ ン ス の 大物哲学者 た ち 一一 こ こ で 「大
物J と 言 う の は 、 自 ら の哲学 を 構築 し よ う と し て い た人 た ち と い う ほ ど の意昧だ が一一の 中 で、 ハ
イ デ ッ ガ ー か ら の影響 を 抜 き に し て 語れ る 者 な ど 一人 も い な い。 彼 ら はハ イ デ ッ ガ ー と の対決 を 糧
と し て こ そ 自 ら の哲学 を 形成 し え た の で あ っ て 、 彼 ら のハ イ デ ッ ガ ー 批判 は、 そ れが 強固 な も の で
あ れば あ る ほ ど 、 そ れ だ け一層高 L 、ハ イ デ ッ ガ ー への讃辞で あ っ た と さ え 言 う こ と が で き る で あ ろ
つ 。
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そ の よ う な 「大物 た ち J を 除外 し た と し て も 、 現代 フ ラ ン ス 哲学 界 に お け る ハ イ デ ッ ガ ー 研究
は 、 他の 国 々一一 日 本や本場 ド イ ツ も 含め てーーでは考 え ら れな い ほ ど 自 由 で独創 的 な 諸解釈 を 生
み 出 し 続 け て い る 。 中 に は明 ら か に 解釈の過剰、 や り す ぎの よ う な も の も 多 々 含 ま れて い よ う が、
フ ラ ン ス な ら で は の 自 由 さ は、 や は り 尊重す る に値す る 。 我 々 は こ の小論の 中 で、 現代 フ ラ ン ス に
お け る ハ イ デ ッ ガ ー 解釈の全て を 紹介す る こ と な ど で き な い が 、 幾つ か の 特異 な 考 え を 紹介す る こ
と に よ っ て 、 そ の一端 な り と も 示 し て お く こ と に し た い。 も ち ろ ん貴重 な ヒ ン ト も 、 そ れが た だ の
ヒ ン ト に留 ま る 限 り は、 単 な る 突飛 な 思 いつ き の域 を 超 え え ぬ可能性の方が高 く 、 そ の よ う な場合
に は、 哲学的 に は大 し て意昧の あ る も の と は言 え な い か も し れ な い。 し か し 我 々 が こ こ で呈示 し た
い の は、 当 然の こ と な が ら 、 我 々 自 身の哲学の構築 に と っ て貴重 な 示唆 を も た ら すで あ ろ う よ う な
考 え 方で あ る 。

I グ 口 ン ダ ン の聞 い 一一 ＜ 有の忘却 ＞の射程

フ ラ ン ス 人で は な い が 、 フ ラ ン ス 語圏 カ ナ ダ に 属す る 哲学者 ジ ャ ン ・ グ ロ ン ダ ン は、 2004年の
論文 「 な ぜ有 の 聞 い を 呼び醒 ま さ な け ればな ら な い か」 の 中 で、 「有の 聞 い は、 人間 も 哲学 も そ こ
か ら 逃れ去 ろ う と す る よ う な一つ の 聞 い で あ る J と い う 命題 を ハ イ デ ッ ガ ー の 「 テ ー ゼj と み な し 、
「有の忘却J が 「 こ の想起的思索の 出発点J で あ る こ と を 強調す る 。 『有 と 時』 の読者です ら 、 む し
ろ 「時J や 「死J 、 「不安J や 「ひ と J に つ い て のハ イ テー ッ ガ ー の洞察力 に 魅せ ら れた の で あ っ て 、
ア リ ス ト テ レ ス に よ っ て立て ら れた 「有の 問 L E」 を取 り 戻す必要性 を 、 直 ち に察知 し は し な か っ た 。
そ れ ど こ ろ か、 ハ イ デ ッ ガ ー の思索の 努 力 を 継承 し よ う と し て い た 現象学者 た ち の ほ と ん ど は、
「有 と い う 主題」 に つ い て ハ イ デ ッ ガ ー が認め て い た 「優位」 に 対 し 、 公然 と 異議 を 申 し 立 て さ え
し た の で あ る 。 例 え ば レ ヴ イ ナ ス は、 果た し て 「有論J は本 当 に 「哲学の基礎的学科」 な の か と 自
問す る 。 デ リ ダ の 「脱構築J の思索は、 ま ず も っ て 「有 の 問 い の破壊」 で も あ っ た 。 そ し て マ リ オ
ン は、 そ の著書 『有 な き 神』 の 中 で、 ハ イ デ ッ ガ ー 自 身の 「与 え る こ と 」 と い う 観念 に基づ い て 、 「有
な き 現象学」 を促進 し よ う と す る 。 そ の う え グ ロ ン ダ ン に よ れば、 「そ れが与 え る （es gibt) J と 「根
拠 な き そ の与 え 」 と を 重視 し た 後期ハ イ テ守 ツ ガ ー の思索の全体 が 、 あ た か も 「有の 問 い の 、 ま だ あ
ま り に も 形市上学的す ぎ る 優位J を 維持 し た 自 ら の前期思想に 対 し て 、 背 を 向 け て し ま っ た か の ご
と く で あ る （⑫， pp.43-5） 。

こ こ で興味深 い の は 、 グ ロ ン ダ ン の 喚起 し て い る の が、 単 に 「有 る も の」 の レ ヴ ェ ル に 甘 ん じ た
ハ イ デ ッ ガ ー 以前的 な 、 有論的 に は素朴 な 哲学者た ち の こ と で は な く 、 ハ イ デ ッ ガ ー に 、 と り わ け
後期ハ イ デ ッ ガ ー の思索 に 深 く 影響 さ れた人た ち だ と い う こ と で あ り 、 そ の う え 後期ハ イ デ ッ ガ ー
自 身 だ と い う こ と で あ る 。 ＜ 有 と は別様 に （autrement qu’etre) ＞ を 思索す る 諸々 の思想の登場
は 、 ひ ょ っ と し て そ れ 自 身 が 「有の忘却J の顕著 な る 兆候 な の で は な い だ ろ う か。

1I 有 と 性起／脱性起

じ っ さ い 「性起J の思想 を 中 心 と し た 後期ハ イ デ ッ ガ ー は、 「有J の 「消失」 ゃ 「消滅」 に つ い
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根源 と し て の 〈有の忘却〉 ー ハ イ デ ッ ガ ー に 関す る 幾つ かの 間 い ー

て 語 り 続 け て や ま な L E 。 例 え ば既 に 1949年の 『 ブ レ ー メ ン 連続講演』 は、 「 も し 世界が初 め て こ と
さ ら に性起す る な ら ば、 有 は世界す る こ と の 内 に消失 し 、 し か し 有 と と も に 無 も ま た 世界す る こ と
の 内 に 消失す る 」 と 述べ て い る 。 1955年の 『有 の 問 いへJ で は 、 「〈有〉 に つ い て 語 る こ と は、 或
る 困惑 か ら 別 の 困 惑へ と 、 表 象 を 狩 り 立 て る J だ け だ か ら 、 「我 々 は 〈有〉 と い う ［人 聞 か ら ］ 孤
立 さ せ、 分離す る 語 を 、 〈人間〉 と い う 名 称 と 同様、 断固 と し て 放棄 し な け れば な ら な L リ と さ え
言われて い る 。 そ し て 高名 な る 1962年の講演 『時 と 有』 を め ぐ る 「 プ ロ ト コ ルj の 中 で も 、 ハ イ デ ッ
ガ ー は 「有は、 性起 と し て ま な ざ し の 内 に 入 る こ と に よ っ て 、 有 と し て は消滅す る j と 言明 す る 2 0

し か し そ れは 、 或 る 意味で は や は り 「有の忘却J で は な い だ ろ う か。 な ぜ ＜ 有が 自 ら を 与 え る ＞
と 言 っ て は な ら な い の だ ろ う か。 む し ろ 「有J の背後 に 何か を 認め る こ と は、 実体化 の 危機 に 曝 さ
れ る こ と で は な い だ ろ う か。 そ こ に は 「有J に つ い て の あ ま り に も 一面 的 な 理解 が 、 一種の 先入観
と な っ て 「有の思索j を 妨 げて は い な い だ ろ う か。 あ る い は前期ハ イ デ ッ ガ ー に お い て 主観の主観
性の 自 由 な 超越が 「有 る も の の有」 を 「企投」 し て い た よ う に 、 後期ハ イ デ ッ ガ ー に お い て も 「有」
を 与 え る 「性起J は 、 裏返 さ れた だ け の 一種の超主観 た る 危険 を 宿 し て は い な い だ ろ う か。 そ し て
そ の よ う な 危険 を 字ん だ 「性起J こ そ が 、 む し ろ 「脱 ・ 性起j と し て消滅すべ き で は な い だ ろ う か

我 々 は 、 ハ イ デ ッ ガ ー が そ の よ う な 意味で 「脱 ・ 性起」 と い う 語 を 用 い た の で は な い と い う こ と
を 、 よ く 知 っ て い る 。 し か し ＜ 有 の 問 い ＞ に 関 し で も 、 逆 に ＜ 有の消滅 ＞ に 関 し で も 、 我 々 は常 に
一一ハ イ デ ッ ガ ー を 批判 す る 時で さ え 、 あ る い は む し ろ ハ イ デ ッ ガ ー を 批判 す る 時 に こ そ 一一 あ ま
り に も ハ イ テe ツ ガ ー の言説の言い な り に な っ て 、 我 々 自 身で 自 ら 問 う と い う 姿勢 を 「忘却J し す ぎ
て は い な い だ ろ う か一一我 々 が 問題 に し た い第一点 は 、 そ れで、 あ る 。

m ア ー ルの聞 い 一一 生 と し て の く 有の忘却 ＞

し か し 第二 に 、 「忘却」 は本 当 に 弾劾 さ れ る べ き だ け の も の な の だ ろ う か。
ミ シ ェ ル ・ ア ー ル は名 著 『大地の歌J の 「緒言j の 中 で、 「有」 は 「有の歴史J に 還元 さ れ う る

だ ろ う か と 問 い、 ハ イ デ ッ ガ ー の 「性起」 の 内 に 「非歴史的J な も の を 見 ょ う と す る 。 「非形而上
学 的 な も のJ は 、 「非歴史 的 な も のJ が存在す る こ と を 「要請J す る の で あ る 。 結局 ア ー ル が 非歴
史的 な 地層 と し て 認め る の は 「大地J な の だ が 、 し か し そ の前 に 、 彼 は 「個人的実存j が 「歴史 の
一限界J た り う る 可能性 に つ い て も 問 う て い る 。 こ の考 え はハ イ デ ッ ガ ー に お い て は否定 さ れて し
ま う こ と に な る が 、 ア ー ル は 「個人J が 「忘却」 、 と り わ け 「歴史の 忘却」 の 内 に 自 ら の幸福 を 見
出す可能性 を 、 ニ ー チ ェ 思想、の 内 に 見 出 そ う と す る （⑥， pp.18-23） 。

だ が 同様の こ と は、 「有 の 忘却」 に つ い て も 言 え る の で は な い だ ろ う か。 な ぜ な ら 根源的 な 意味
での 「有」 は 、 主題化や対象化 と い う 形で思索 さ れ る 以前 に 現前 し 、 そ の意味では志向的思惟の 視
圏 か ら 消失 し て い な け れば な ら な い か ら で あ る 。 ミ シ ェ ル ・ ア ン リ が 『精神分析の 系 譜』 の ニ ー チ ェ
解釈の 中 で述べて い る よ う に 、 「有」 は根源的な意味に お い て は 「生J で あ り 、 そ し て 「生J と は 「忘
却」 で あ る 。 そ れは生が無意識 だ と い う こ と では決 し て な く 、 そ れ ど こ ろ か む し ろ 生 の本質 は 「情
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感性」 に よ っ て規定 さ れ る 。 生の本質の 内 に は 「本源的現象性」 が存す る の で あ っ て 、 こ の よ う な
意昧に お い て こ そ 生 は 「絶対的 ＜ 真性 ＞ 」 で あ る 一一 「生 の 内在J と は、 生 の 「 自 己忘却」 な の で
あ る 3 0

N ＜ 有の忘却 ＞ の根源的 な意味 と 意義

我 々 自 身 と し て は、 根源的 な 意味で は 「有」 は忘却 さ れ え な い と 考 え る 。 な ぜな ら ハ イ デ ッ ガ ー
自 身 が 述べ て い る よ う に 、 も し 「有J が 「端的 に包み隠 さ れて （schlechthin verh凶t) J し ま う の
で あ れば、 人 聞 は 「有J を 「忘却」 し て 「有 る も のJ の み を 知 る と い う よ う に し て 、 「有 る も の」
に 対 し て 振 る 舞 う こ と さ え で き な い で あ ろ う か ら で あ る 七 『顕現の本質』 の ア ン り も 、 「意識は有

を忘却す る こ と な ど で き な L ' J 5 と 述べて い る 。 そ し て も し 敢 え て 「有 の 忘却j に つ い て 語 り う る
と す る な ら 、 そ れ は 「有」 が 「 こ と さ ら に」 思惟 さ れて い な い こ と だ と 考 え る 。 し か し こ と さ ら な
る 「有」 の思索は、 こ と さ ら な ら ざ る 「有」 の経験一ーそ の意味での 「有の忘却」 ーー を 、 前提 と
し て は い な い だ ろ う か ヘ

ア ン リ ・ ビ ロ ー は こ う 述べ て い る 。 「知 る こ と と は、 知 っ て い る と い う こ と を 知 る こ と で は な
い。 知 る こ と と は、 知 っ て い る と い う こ と を 感覚す る こ と で は な い。 真の 知 と は、 反対に 、 知 ら れ
ざ る 知、 感覚 さ れ ざ る 知で あ り 、 永遠 に 同化 し え な い表象の よ う に し て意識の ま な ざ し の前 に 漂 う
必要の も はや な い知で あ る 。 メ ノ ン は、 徳 と は何であ る か を 知 ら な い が ゆ え に ま さ し く 、 彼が そ れ
を 知 っ て い る と い う こ と を 知 ら な い が ゆ え に ま さ し く 、 ソ ク ラ テ ス よ り 有徳で あ る 。 ［…］ 良 き 記
憶 と は 、 忘却的 な 記憶で あ り 、 思 い 出 な き 記憶で あ る 。 ［…］ プ ラ ト ン 的、 へ ー ゲル的、 そ し て 恐
ら く はハ イ デ ッ ガ ー 的 で さ え あ る 想起 に は、 ニ ー チ ェ 的健忘症 を 対置す る こ と に し よ う 。 思索す
る こ と と は、 も は や 思 い 出 す こ と で は な い。 思索す る こ と （Denken） と は、 も や は 回想す る こ と

(Andenken） で は な L 'J （②， p.620） 。

v 附記一一 フ ラ ン ス の研究者た ち に よ る ハ イ テε ツ ガー解釈 に つ い て

な お 、 本稿 は 「2009年度愛知県立芸術大学学長特別教員研究費J の交付 を 受 け 、 2009年 4 月 1 0
日 か ら 9 月 20 日 ま で フ ラ ン ス で行 わ れ た 長期海外研修の 「研究成果」 の 報告 で も あ る の で、 最 後
に 「附記」 と し て 、 当 期 間 内 に 研究 し え た30冊のハ イ デ ッ ガ 一 文献 （ そ れ以 外 に 読解 し え た 6 冊
の シ ェ リ ン グ文献は除 く ） を 、 寸評 を 交 え な が ら 紹介 し て お く 。 も ち ろ ん膨大 な ハ イ デ ッ ガ 一 文献
の全て を 読破す る こ と な ど 半年間で は不可能であ り 、 特に政治が ら みのハ イ デ ッ ガ ー 解釈 に つ い て
は、 筆者の哲学観か ら し て 意図的 に 避 け た こ と は予め お 断 り し て お く 一一以下、 ハ イ デ ッ ガ ー の死
(1976年） の直後 あ た り か ら 始め 、 基本的 に は年代順 に 著作 を 紹介 し て ゆ く が 、 同 じ 著者 の も の や
同傾向の も の な ど 、 ま と め て呈示 し た方 が 好 ま し い と 思 わ れ る 場合 に は 、 順序 を 変更す る こ と に す
る 。

ボ ー フ レ ら と 並ん で旧世代 （古典的世代） を代表す る ア ン リ ・ ピ ロ ー の 1 978年の著作 『ハ イ デ ッ
ガ ー と 思惟の 経験』 （②） は、 本文624頁 に も 及ぶ大著で あ り 、 今で も 基本文献 と し て 挙 げ ら れ る
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こ と が 多 い。 た だ し 著者本人 も 認め て い る よ う に 、 本 書 はハ イ デ ッ ガ ー の全体像 を 示 そ う と す る
も の で は な い （p. 9 ） 。 そ も そ も 二部 か ら 成 る 本書の 第一部全体 が 、 ハ イ デ ッ ガ ー へ の 「序論」 的
考察 と し て 、 カ ン ト を 取 り 上 げ る 一一ち な み に こ の よ う な カ ン ト の特権視 が 、 の ち の 世代 の ハ イ
デ ッ ガ ー 解釈 に 、 多 少 な り と も 影響 を 与 え て い る よ う に 思 われ る 。 ま た 第二部 は 、 「技術J 「真性」
「時」 「歴史j 等の 問 題 を 扱い な が ら 、 ハ イ デ ッ ガ ー に お け る 「思惟の経験」 を 主題化す る が 、 今 と
な っ て は周知の事柄 と 思 え る 解釈 も 少 な く な い。 た だ し ハ イ デ ッ ガ ー が カ ン ト の 「可能性 の 条件J
と ニ ー チ ェ の 「価値j を 等置 し た こ と を 踏 ま え （p.150） 、 第一部でニ ー チ ェ の価値論への言 及 が 多
か っ た の と 同様に 、 第二部 も ま た ハ イ デ ッ ガ ー と ニ ー チ ェ の 思想を 比較 し つ つ 、 本稿W で も 触れ た
よ う に 、 む し ろ ニ ー チ ェ の方 を 評価 し て終わ っ て い る の は、 極 め て 興味深 い こ と で あ る一一こ れ も
或 る 意味では、 の ち の フ ラ ン ス に お け る ハ イ デ ッ ガ ー 解釈の一つ の流れ を 形成す る も の で あ っ た と
言 う こ と が で き る か も し れ な い。

旧世代の押 し も 押 さ れ も せ ぬ 巨匠 ジ ャ ン ・ ボ ー フ レ は、 生前 に 高名 な る 三冊本 『ハ イ デ ッ ガ ー と
の 対話』 7 を 上梓 し て い た が 、 そ の 死 （1982年） の三年後 に 、 既刊 ・ 未刊 の 九本 の テ ク ス ト を 集 め
た 『ハ イ デ ッ ガ ー と の対話。 IV . ハ イ デ ッ ガ ー の 道』 （⑤） が 公刊 さ れ る 。 そ の 中 で は本書の副題
と も な っ た 1977年の 論孜 「ハ イ デ ッ ガ ー の 道」 や、 「キ リ ス ト 教的」 ・ 「哲学」 に つ い て の ジ ル ソ ン
と ハ イ デ ッ ガ ー の考 え の違 い に つ い て 扱 っ た 1980年の 「キ リ ス ト 教的哲学 に つ い てj 、 ま た 同年 に
公表 さ れ今 日 で も 引証 さ れ る こ と の 多 い論文 「ハ イ デ ッ ガ ー と 神学」 な ど が興味深 い が 、 何 よ り ハ
イ デ ッ ガ ー が ル ー ブル や ヴ ェ ル サ イ ユ を 訪れた 時の 報告 （p.86） 、 確か に ハ イ デ ッ ガ ー は 俗物 に 見
え た が 、 一度彼 と 過 ごす と 、 あ た り に 何かが放射 さ れた か の よ う に な っ た 、 そ し て こ の よ う な 人物
は彼以外 に は ピ カ ソ だ け だ っ た と い う ユ ン ガ ー の 談話 （p.87） 、 ハ イ デ ッ ガ ー が い つ も 『真性 の 本
質 に つ い て』 を 個別 ヴ ァ ー ジ ョ ン と し て携 え て い た と い う 逸話 （p.93） 、 1955年夏 「 マ ロ ニ エ の木
の 下 で」 ハ イ デ ッ ガ ー が 詩人ル ネ ・ シ ヤ ー ル と 出会 っ た と い う 有名 な エ ピ ソ ー ド （p.107） な ど 、
ハ イ テー ッ ガ ー の近辺 に い た 者 に し か語 り え な い貴重 な 証言 が 、 本書の魅力 の 一端 を 成 し て い る 。 な
お 、 エ リ ッ ク ・ ド ・ リ ュ ベル シ 、 ド ミ ニ ク ・ ル ・ ピ ュ ア ン の 『マル テ ィ ン ・ ハ イ デ ッ ガ ー に 関 し て
ジ ャ ン ・ ボ ー フ レ に 立 て ら れ た 十 二 の 問 p』 （④） は、 1974年 に 雑誌.Les Lettres Nouvellesに 掲載
さ れ、 1983年 に 加筆 ・ 修正 さ れて 出版 さ れ た も の だ が 、 同 書で も ボ ー フ レ は 、 あ た か も ハ イ デ ッ
ガ ー の 肉声 が 聞 こ え て く る か の よ う に 、 ハ イ デ ッ ガ ー に代わ っ て 彼 の 思索 に 関す る 問 い に 答 え て い
る 一一同書 も 引 用 さ れ る こ と が 多 い。

し か し 何 と 言 っ て も 1983年の画期 的 な 出来事 は、 雑誌 『カ イ エ ・ ド ・ レ ル ヌ 』 の 『マ ル テ ィ ン ・
ハ イ デ ッ ガ － j 特集号 （③） の 出版 で あ ろ う 。 ミ シ ェ ル ・ ア ー ル編の600頁 を 超す本書 は 、 ハ イ デ ッ
ガ ー の 1 2 の短 い テ ク ス ト の 仏訳 と 、 「形市上学の歴史J 「技術 の 時代J 「政治」 「神 の 問 L E」 「記号 と
道J の五つ を 主題 と し た 17の寄稿論文 と か ら 成 っ て い る が 、 ガ ダ マ 一 、 マ リ オ ン 、 ク ル テ ィ ー ヌ 、
ボ ー フ レ 、 ク レ テ ィ ア ン 、 タ ミ ニ オ 、 ア ー ル、 ジ ャ ニ コ 、 シ ュ ー マ ン 、 ヴ ェ イ ス 、 ピ ロ 一 、 グ レ ー
シ ュ 、 デ リ ダ等々 、 当 時 よ く こ れほ ど の寄稿者 を 集め え た と 思 え る ほ ど に 、 新旧 の ビ ッ グ ネ ー ム が
揃 っ て い る 一一本書 は 今 日 の フ ラ ン ス で も 必ず挙げ ら れ る 重要文献で あ る 。 編者 ア ー ル の 言葉 を
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ヲ I t E て お く 。 「ハ イ デ ッ ガ ー を 読む こ と は、 我 々 が読む全て を 別様 に 読み直す こ と で あ る 。 こ の う
え な く 言 い 古 さ れた 諸 々 の 問 い が、 ま だ 一度 も 聞カ通れた こ と の な い 問 い へ と 化 す。 ［…］ ハ イ デ ッ
ガ ー 的方法 は、 既 に 思索 さ れた も の を 、 ま だ一度 も 思索 さ れた こ と の な い も の と し て 思索 し 直すJ
(p.10） 。

同書の 自 ら の寄稿論文の 中 で、 ア ー ル はハ イ テ矛 ツ ガ ー の 講義 『へ ラ ク レ イ ト ス 』 か ら 「大地の歌」
と い う 言葉 を 引 い て い る が （p.356） 、 そ れが二年後の彼 自 身の著作 『大地の歌』 （⑥） の表題 と な る 。
同 書 は第一部 「有 と 大地」 、 第二部 「歴史の諸限界J 、 第三部 「芸術 と 大地」 の三部か ら 成 り 、 本稿
E で も 触れた よ う に 、 彼 はハ イ デ ッ ガ ー が 「性起J を 「非歴史的J で 「没歴運的J と 定 め た こ と か ら 、
「非形而上学的 な も のj は 「非歴史的 な も のJ が存在す る こ と を 要請 し 、 「非歴史 的 な も の」 は 「有」
が 「形市上学の 閉域J の 内 に取 り 込 ま れな い こ と を 想定す る と 考 え る （pp.21-2） 。 具体的 に 言 う な
ら 、 「大地」 は 「エ ポ ッ ク ー 外j 的 な 次元 を 保持 し （p.25） 、 「 ピ ュ シ ス 」 の 内 に は 「 あ ら ゆ る 歴史
性 に 還元不可能 な ー要素j 、 「永久 に 非エ ポ ッ ク 的な一次元j が 認め ら れ る べ き で あ る （p.39） 一一
「 ピ ュ シ ス は決 し て歴史 の 内 に は入 っ て は来 な か っ た J (p.120） の で あ る 。 ま た 「芸術J に 関 し で
も 、 ア ー ル は芸術 が 「歴史 を 始源せ し め る J と い う 能力 自 体 は 「一つの非歴史的 な能力J (p.193) 
な の だ か ら 、 「芸術 は本源的 に は歴史の 中 に は な L リ （p.218） と 主張す る 。 こ の よ う な 試み は、 更
に 1990年の著書 『ハ イ デ ッ ガ ー と 人間 の本質』 （⑩） に 引 き 継が れ、 「人間の非歴史的本質J (pp.23, 
236, 247） が主題化 さ れ る に至 る 。 つ ま り 「有の歴史j を 通 じ て存続す る 「有の本質j が あ る よ う
に 、 「変わ る こ と な き 人間の本質J (p.203） と い う も の も 存在す る の で は な い か 。 「身体的 な 世界 M

ア ン コ ー ポ ラ シ オ ン

内 ・ 有J 「気分」 「我 々 が住 む場所の 身体的同化」 「愛 の 関係J 「他人 た ち と の 出 会い や 交換J 「芸術
作品への接近」 の よ う に 、 「人 間 の大地 的 な 、 非エ ポ ッ ク 的 な 本質」 （p.246） も 存在す る の で あ る
一一 ち な み に こ の よ う な 「大地」 の 主題化 は、 最近の若い世代 で は 、 ア ラ ン ・ ヴ ュ イ ヨ の2001年
の著作 『ハ イ デ ッ ガ ー と 大地。 地層 と 滞在』 （⑫） に継承 さ れ る 。 ヴ ュ イ ヨ も こ こ で 「性起の非エ
ポ ッ ク 的 な経験J (p.185） に つ い て 語 り 、 「“大地的真性” は 〈有の遣わ し の 中 で歴史の欄外 に 留 ま
り 、 密や か に歴史 を 支 え て い る も の〉 に属す」 （p.93） と 、 ま た 「詩的 に住 ま う こ と は い か な る エ ポ ッ
ク の も の で も な i 'J (p.188） 等 と 述べて い る 。 た だ し 著者 自 身 も 告 白 し て い る よ う に 、 本書が ア ー
ル の 影響下 に あ り （p.1 5） 、 い わ ば二番煎 じ で あ る こ と は否み難い が 、 本書 は1969年生 ま れの著者
の ま だ三十代初期の作品 な ので、 今後の発展 に 期待 し た い。

少 し戻 っ て 1986年、 マ ル レ ー ヌ ・ ザ ラ デが力作 『ハ イ デ ッ ガ ー と 根源の言葉』 （⑦） を 公刊す る 。
同書で彼女 は ま ずギ リ シ ア 語 の 「 ピ ュ シ ス J 「 ア レ ー テ イ ア J に つ い て の 、 次 い で ア ナ ク シ マ ン ド
ロ ス の 「 ク レ オ ー ン j 、 パル メ ニ デス の 「モ イ ラ J 、 ヘ ラ ク レ イ ト ス の 「 ロ ゴ ス J 等 に つ い て のハ イ デ ッ
ガ ー の 解釈 に 関す る 極 め て 精織 な 分析 を 示 し 、 更 に ハ イ デ ッ ガ ー 自 身 の思索の 道 を 、 「 ギ リ シ ア 人
た ち の 同化J （ 「有か ら 時へJ ） 、 「ギ リ シ ア 人た ち の超出J （ 「時か ら 性起へ」 ） と し て呈示す る 。 ハ イ
デ ッ ガ ー の仕事 は 、 始源の テ ク ス ト に お い て 「思索 さ れ ざ る ま ま に」 留 ま っ て い た も の を 取 り 出 す
作業 に あ っ た の だ が （p.261 ） 、 し か し こ の よ う なAndenken （回思 ・ 回想） を 超 え て 、 ハ イ デ ッ ガ ー
は更 に 「別 の 始源」 に お い て 、 「思索 さ れ う る も の」 を歴史 を 超 え てVordenken （先思） し よ う と
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し さ え す る （p.268） 。 そ こ でハ イ デ ッ ガ ー の著作 に は 「二重の転回」 （p.271） が 認め ら れ る べ き だ
と 彼女 は主張す る の で あ る 一一最後 に 同書 は 、 ハ イ デ ッ ガ ー が 「ギ リ シ ア 的源泉J に つ い て の み析
出 し 、 「ユ ダ ヤ 的源泉」 に つ い て は黙過 し た こ と を 指摘 し て 終わ る の だ が （p.279） 、 そ れ が 1 990年
の 次著 『思索 さ れ ざ る 負債。 ハ イ デ ッ ガ ー と へ ブ ラ イ 的遺産』 （⑫） の 主題 と な る 。 同書第一部で
ザ ラ デ は 、 例 え ば 「言語の宇宙 と 有 る も の の宇宙 と の あ ら ゆ る 議離 は 、 へ ブ ラ イ の言語 に は疎遠で
あ る J (p.57） 、 「言語の宇宙 は 、 有 る も の の 宇宙全体の現出 条件で あ る 」 （p.58） と い っ た よ う に 、
へ ブ ラ イ の 「言語j 観 と ハ イ デ ッ ガ ー の 「言語j 観の近 さ を 詳細 に 分析 し 、 同様の こ と を 「思索J
や 「解釈」 に 関 し で も 行 う 。 第二部は 「有 と 神 と の諸関係 に つ い て の 問 い全体J (p.129） に 着手 し 、
「有J は確か に 「ギ リ シ ア 的 な 問 L 'J だ が 、 し か し そ の彫琢に 関 し て は、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「初次的
に は ［へ ブ ラ イ の 神 に つ い て の］ 或 る 別 の遺産 に 属 し て い た 思惟の カ テ ゴ リ ー 」 （p.162） を 用 い て
い る と 指摘す る 。 極 め て 独創 的 な 本書 は 、 更 に ［へ ブ ラ イ の遺産J がハ イ テe ツ ガ ー に伝 わ っ た の は、
「神学J を 介 し て の 「特権的 な j 仕方 と 、 「西洋の歴史 と 文化全体J を 介 し て の 「 も っ と 広 く 、 も っ
と 拡散 し たJ 仕方 と い う 「二重の道J (p.182） に よ っ て で あ る と 付言 し 、 こ の 問 題 に 関 す る デ リ ダ
や ボ ー フ レ の 解釈 を 批判 的 に検討す る こ と で、終わ っ て い る 。

そ の ザ ラ デの扱 う デ リ ダ の 1987年の テ ク ス ト 『精神 に つ い て 。 ハ イ デ ッ ガ ー と 問 L リ は 、 『有 と
時』 で は 引 用 符つ き で し か 語 ら れて い な か っ た 「精神j と い う 語が 、 1 930年代 の 総長就任演説や
『形而上学入門』 で は 復権 し 、 1953年の ト ラ ー ク ル論で最終的 に 「火」 ゃ 「炎」 と し て 規定 さ れ る
ま で を 追 っ た 講演 だ が 、 今 日 で は 1983年の 「性的差異、 有論的差別 （ ゲ シ ュ レ ヒ ト I ) 」 、 1985年
の 「ハ イ デ ッ ガ ー の 手 （ ゲ シ ュ レ ヒ ト II ) J と い う こつ の テ ク ス ト と と も に 、 『ハ イ デ ッ ガ ー と 問 L 'j 
（⑧） と い う 著作 の 中 に 収め ら れて い る ［へ ブ ラ イ 語のruahへの言及 に 関 し て は 、 pp.128, 141 な ど
を 参照］ 。 し か し 邦訳 ［平凡社］ も あ る 本書 よ り 、 1987年の刊行 に お い て 恐 ら く 一層重要 な の は、
ジ ャ ン ・ グ ロ ン ダ ン の 著作 『マ ル テ ィ ン ・ ハ イ デ ッ ガ ー の思索 に お け る 転回j （⑨） で あ ろ う 。 同
書で グ ロ ン ダ ン は、 「転回」 は ま ず も っ て 「ハ イ デ ッ ガ ー の進化」 に 関 わ る 転回 （ 「伝記的」 も し く
は 「主観的」 な 転回） で は な く 、 「事柄 そ の も のj に 関わ る 転回 （ 「主題的」 あ る い は 「客観的」 な
転回） (p.24） で あ る と 主張す る 。 『有 と 時』 も 「時 と 有」 への転回 （ 「オ ン ト ク ロ ニ ッ ク ［有時的］
な転回、 ibid.） に よ っ て 「主観性J を 放棄 し よ う と し て は い た の だ が 、 完全 に は そ れが で き て い な
か っ た 。 し か し 『有 と 時』 の直後 に 「有限性J 概念 を ラ デ イ カ ル化す る に 至 っ た ハ イ デ ッ ガ ー は、 「概
念 の 明噺 さ J で も っ て 「有j を 捉 え よ う と す る 野心に 疑問 を 抱 く 。 「有限 な 現有J に は 「有の神秘」
を 最終決定 的 に 解決す る こ と な ど で き ず、 「有」 は 「主観性J の 意味での あ ら ゆ る 「企投」 を 超出
し て し ま う の で あ る （pp.94-5） 。 「真の転回」 は 「有が 〈 自 ら を ー 拒む こ と ｝J と し て完遂 さ れ、 「有」
は 「 自 ら を 拒むJ こ と に よ っ て こ そ 「 自 ら の本質 を 開示」 す る 、 そ れがハ イ デ ッ ガ ー の 「否定有論J
(p.109） な の だ と い う 。

こ の よ う な グ ロ ン ダ ン の め ざ ま し い 解釈 と は対照 的 に 、 1990年の わ 、 イ デ ッ ガ ー と 時 の 間 L E』
（⑪） で デ ビ ュ ー し た フ ラ ン ソ ワ ー ズ ・ ダ ス テ ュ ー ル は、 む し ろ 堅実で、 或 る 意味で は ド イ ツ 的 な
ア プ ロ ー チ を 示す。 本書 は執筆の 時点で入手可能 だ っ た 全集版 を も 押 さ え な が ら 、 1924年の 『時
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の概念』 か ら 始 め 、 1927年の 『有 と 時』 を 中核 と し て 、 1962年の 『時 と 有』 に 至 る ま で、 主 と し
て ハ イ デ ッ ガ ー に お け る 「時j の 思索 を 追 っ た も の で、 小著 だ が 、 今 日 で も 基本文献 と し て 挙 げ ら
れ る こ と が 多 い。 そ の後 も 彼女 は 、 「死J 「有限性J 「動物性j 「 ヒ ュ ー マ ニ ズ ム J 「世界J 「言語J と
い う 六つ の観点 か ら ハ イ デ ッ ガ ー に お け る 「人間の 問 L \j を 探求 し た 2003年の 『ハ イ デ ッ ガ ー と
人間学的 問 L E』 （⑮） や 、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「論理学」 ゃ 「科学J に 反対 し た 「非合理主義者J だ っ
た と い う 俗説 に 抗 し て 、 彼 は最初か ら 「論理的 な も の」 に つ い て 自 問す る こ と を や め な か っ た と い
う 主張の も と 、 初期か ら 後期 に 至 る ま でのハ イ デ ッ ガ ー に お け る 「 ロ ゴ ス の 問 L E」 、 即 ち 「論理学
な ら びに言語の 問 L リ を 主題化 し た2007年の 『ハ イ デ ッ ガ ー』 （＠） な ど 、 今 な お活 発 な 著作活動
を続 け て い る 。

同 じ く 1990年 に 出版 さ れ、 や は り 基礎文献 と し て 引 証 さ れ る こ と の 多 い の が、 高名 な 哲学史家
ジ ャ ン ー フ ラ ン ソ ワ ・ ク ル テ ィ ー ヌ の著作 『ハ イ デ ッ ガ ー と 現象学』 （⑬） で あ る 。 本書 は 1978年
か ら 1989年 に か け て 書 カ通 れ た 15の 講演 ・ 論文 か ら 成 り 、 扱わ れ る 内容 も プ ラ ト ン 、 カ ン ト 、 シ ェ
リ ン グ、 フ ッ サ ー ル、 ジ ル ソ ン 等の先行哲学者 た ち と ハ イ デ ッ ガ ー と の 関係、 「現象学」 の理念に
対す る ハ イ デ ッ ガ ー の態度、 真性 ・ ア レ ー テ イ ア 、 子、 不安 と 良 心 の 声、 ト ー ト ロ ジ ー の 問 題 な
ど 、 極 め て 多 岐 に わ た り （ 中 に は第三部第四稿 「有 と 他人。 フ ッ サ ー ル に お け る ア ナ ロ ジ ー と 相互
主観性J の よ う に 、 直接ハ イ デ ッ ガ ー と は 関係の な い論孜 ま で含 ま れて い る ） 、 そ れ だ け に や や著
作 と し て の統一性 に 欠 け る き ら い は あ る 。 中 では、 そ の形而上学批判 に も か か わ ら ずハ イ デ ッ ガ ー
の思索の内 に 含 ま れ る 「 プ ラ ト ニ ス ム 」 や、 プ ラ ト ン と の両義的 な 関係 を 論 じ た 第一部第六稿 「ハ
イ デ ッ ガ ー の プ ラ ト ニ ス ム 」 が 特 に優れて お り 、 フ ッ サ ー ル のハ イ デ ッ ガ ー 批判 に も か か わ ら ず 『有
と 時』 の 内 に 「超越論的現象学的還元」 の 「 ラ デ イ カ ル化J を 見 ょ う と す る 第二部第三稿 「超越論

オ ン テ イ コ オ ン ト ロ ジ ッ ク

的 － 現象学的還元 と 有 る も の 的 － 有論的差別」 や、 ハ イ テ子 ツ ガ ー に と っ て 「良心の呼びか け」 は 「 自
己 の 呼びか けJ で あ っ て 、 そ こ に は他者が介入 し え な い こ と を 、 「対話」 に つ い て のハ イ デ ッ ガ ー
特有の 考 え 方か ら 明 ら か に し た 第三部第三稿 「友の （異他的 な ） 声。 呼びか け と ／ あ る い は対話J
な ど も 興味深い。

1993年 に 刊行 さ れ た ダ ニ エ ル ・ パ ニ の著作 『 イ リ ア ・ ル ・ イ リ ア ［有 が 有 る ］ 。 ハ イ デ ッ ガ ー の
謎.I （⑭） は、 そ の表題か ら は分か り づ ら い が 、 も っ ぱ ら 1955-6年のハ イ デ ッ ガ ー の講義 『根拠律』
を 、 そ し て 聞 に 挟む よ う な 形 で1929年の論孜 『根拠の本質 に つ い て』 や 1941年の 講義 『根本諸概
念J 等 を 扱 う 。 本書の テ ー ゼ は 「或 る ポ ス ト ・ ハ イ デ ッ ガ ー 的 な 伝統が 思惟す る の と は 反対 に 、 ハ
イ デ ッ ガ ー はつ い に は根拠律 を 放棄す る 思索者 な の で は な く 、 反対 に 彼 は根拠律に 、 そ れに値す る
名 誉 を 真 に 返 し た 最初の人で あ る 」 （p.52） と い う も の で あ る 。 蓄積 は 「何故 な し に有 る j が 、 「根
拠J を 欠 い て い る わ け で は な く 、 そ れは 「咲 く が ゆ え に 咲 く J 。 根拠 と は 「咲 く こ と 」 そ れ 自 身 で
あ る （p.88） 一一 「有 る が ゆ え に 有 が 有 る J (p.94） 。 「根拠 （Grund) J は 「元底 （ 砂－Grund) J で
あ る と き 「深淵 （Ab-Grund） 」 だ が 、 そ れは 「無底 ( Ungrund) J で は な い （p.162） 。 「底知れず深
い根拠J そ れ 自 身 は 「根拠 な し に」 戯れ る が （p.241） 、 思索 し な け ればな ら な い の は、 単 に 「根拠
と し て の有」 の みで も 、 単 に 「根拠な き も の と し て の有」 のみで も な く 、 ま さ し く 「根拠 ー な き 司
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根源 と し て の 〈有の忘却〉 ハ イ デ ッ ガ ー に 関す る 幾つ か の 間 い ー

根拠 と し て の有J (p.244） な の だ と い う 。
1994年出版 の500頁 を 超 す ジ ャ ン ・ グ レ ー シ ュ の大著 『有論 と 時性j （⑮） は 、 既 に 邦訳 （ 『 『存

在 と 時間』 講義』 、 法政大学 出版局） も あ る の で、 よ く 知 ら れて い よ う 。 三 部 か ら 成 る 本書 は 、 ま
ず序論で1910-8年 の修行期、 1919-23年の 「事実性の 解釈学」 に 至 る ま での 初期 フ ラ イ ブル ク 期、
1923・8年の 『有 と 時』 の執筆 に 支配 さ れて い た マ ー ル ブル ク 期 の 三期 を 区別 し た あ と 、 本論第一部
と 第二部に お い て 『有 と 時』 の精搬 な 分析 を 試み、 第三部で、 は未刊 に 終わ っ た 『有 と 時』 第一部第
三編 「時 と 有」 に 関 し て 、 1 927-8年の マ ー ル ブル ク 講義 を 中 心 に 考察す る 。 グ レ ー シ ュ は一言で言
う な ら 律儀 な 歴史家で、 本書の魅力 の一端 を な し て い る の は、 レ ヴ ィ ナ ス 、 ア ン リ 、 リ ク ー ル 、 マ
リ オ ン 、 フ ラ ン ク な ど の ハ イ デ ッ ガ ー 批判への言及や、 ハ イ デ ッ ガ ー と ウ ィ ト ゲ ン シ ュ タ イ ン と の
対照等 々 で あ る 。 逆 に言 う な ら 彼 自 身の 解釈 は ど ち ら か と 言 う と 保守的で、 大胆 さ や独創性 に 欠 け
る き ら い は あ るーーた だ し 第三部 冒 頭で1927年の 講演 『現象学 と 神学』 に 注 目 し 、 30頁弱 を 費や
し て 詳細 な 分析 を 施 し て い る の は、 長年パ リ カ ト リ ッ ク 大学教授 を 務 め た グ レ ー シ ュ ら し い特徴 と
言 え る か も し れな い。

と こ ろ でハ イ デ ッ ガ ー と へ ル ダ ー リ ン の 関係 に 関 し て は、 1954年 に 初版、 1956年 に 第二 増補版
が ド イ ツ で 出版 さ れ、 1959年 に フ ラ ン ソ ワ ・ フ ェ デ ィ エ に よ っ て 仏訳 さ れ た ベ ー ダ ・ ア レ マ ン の
著作 『ヘ ル ダ ー リ ン と ハ イ デ ッ ガ ー』 （①） が、 今 日 の フ ラ ン ス に お い て も 必須文献 と し て 挙 げ ら
れ る が一一本書 は ヘ ル ダ ー リ ン の 「帰郷」 と ハ イ デ ッ ガ ー の 「転 回j と を 対照 さ せつ つ 、 最終的
に は両者 と ド イ ツ 観念論の 「絶対形而上学J と の 関係 を 探 っ た も の で、 ヘル ダ ー リ ン に 関 す る 箇所
は興味深 い が 、 ハ イ デ ッ ガ ー 解釈 に 関 し て は さ す が に 古 さ と 素朴 さ と を 感 じ さ せ る一一200 1 年 に
は ジ ャ ン ー フ ラ ン ソ ワ ・ マ ッ テ イ が 『ハ イ デ ッ ガ ー と ヘル ダ ー リ ン 。 四 要素j （⑮） を 公刊 す る 。
同書でマ ッ テ イ は、 ア レ マ ン ら の解釈に は反対 し て 、 確か に ヘル ダ ー リ ン の詩作品 の 内 に ハ イ デ ッ
ガ ー の 「四者J の 「エ ス キ ス 」 を 見 出 す の は 困難では な い が （p.264） 、 ハ イ デ ッ ガ ー の 思索 を 「四
方 （Geviert) J の 思想、へ と 導い た の はヘル ダ ー リ ン で は な く 、 む し ろ 「四方」 こ そ が ハ イ デ ッ ガ ー
を し て へ ル ダ ー リ ン の 詩法の 内 に 「四方の素描」 を 見出 すべ く 導 い た の だ と 主張す る （p.251 ） 。 そ
し て ハ イ デ ッ ガ ー を ヘ ル ダ ー リ ン の方へ と 転回すべ く 導い た の が 、 ブ レ ン タ ー ノ を 介 し た ア リ ス ト
テ レ ス な の だ と い う （p.26） 。 か く し て マ ッ テ イ は、 ア リ ス ト テ レ ス に お け る 「有j の 「 四 つj の
理解か ら 始め て 、 「四」 原 因 説 は言 う に 及ばず、 「有 る も の」 の 「四つ」 の ジ ャ ン ル、 「－J や 「実体」
に つ い て の 「四 つ」 の 理解、 「性質J の 「四つJ の様態等 々 、 ア リ ス ト テ レ ス に お け る 「四」 と い
う 数字の意義 を 列挙 し 続 け 、 更 に は カ ン ト の カ テ ゴ リ ー に お け る 「四j の 意味や 、 つ い に はハ イ デ ッ
ガ ー の 諸著作 中 の 「四j 部構成 に 至 る ま で、 さ な が ら 「四J と い う 数字の オ ン パ レ ー ド の よ う に 「四
要素」 を 暴 き 続 け る 。 マ ッ テ イ は更 に 幾つ か の 四 区 分相互の対応関係 ま で明 ら か に し よ う と さ え し
て い る が 、 そ の過度の 図式化 の試み は い さ さ か酔狂で、 説得力 に 欠 け る と 言わ ざ る を え な いーーな
お 彼 は 、 自 ら が 組織 し 、 オ ー バ ン ク 、 グ ロ ン ダ ン 、 ク ル テ ィ ー ヌ 、 フ ラ ン ク を 共著者 と す る 2004
年の 小著 『ハ イ デ ッ ガ ー 。 有 の 謎』 （⑩） の 中 で も 同様の 主張 を 繰 り 返 し て い る が 、 し か し 同書 で
重要 な の は、 む し ろ 本稿 I で も 取 り 上 げた グ ロ ン ダ ン の論孜 「 なぜ有の 問 い を 呼び醒 ま さ な け れば

- 99 -



愛知県立芸術大学紀要 No.39 (2009) 

な ら な い かJ や 、 デ ィ デ ィ エ ・ フ ラ ン ク の 論文 「 ア レ ー テ イ ア か ら 性起へ」 ［本稿 は 同年公刊 の フ
ラ ン ク の著作 『ハ イ デ ッ ガ ー と キ リ ス ト 教』 （Heidegger et le christianisme, P.U.F.， 拙訳が萌書房
よ り 既刊） の 、 特 に へ ラ ク レ イ ト ス 部分 を 中心 と し た 要約で あ る ］ で あ ろ う 。 ま た形而上学 に 対す
る ハ イ デ ッ ガ ー の態度 に 関 し て 考察 し た ピエ ー ル ・ オ ー バ ン ク の 「有 か ら の逸脱 と 有の守 り 」 も 、
ギ リ シ ア 哲学研究の重鎮の書 い た 論孜 と し て 、 一定の風格 を 保つ 。

チ ェ ンジ

そ の 同 じ 2004年、 カ ト リ ー ヌ ・ マ ラ ブが 『変革 ・ ハ イ デ ッ ガ ー 』 （⑮） と い う 元気 の 良 い著作 を
発表す る 。 「変革 ・ ハ イ デ ッ ガ ー 」 と は、 「形而上学の変異」 「人 間 の変貌」 「神 の変貌J 「言葉の 変
化」 「 ま な ざ し の変形J 「ハ イ デ ッ ガ ー そ れ 自 身の脱皮」 と い っ た 「有論的、 象徴的、 実存的諸体制
の 諸転換」 を 遂行す る も の の こ と で （p却 、 マ ラ ブは 「変化 （ Wandel） 」 「変形 （ Wandlung) J 「変
貌 （ Verwandlung) J と L E う 「変革の三つ組J を 、 W, W, Vと 略 し て こ れ を パ タ ー ン 化す る （p.10） 。 じ っ
さ い に 彼女が行 っ て い る の は、 ハ イ デ ッ ガ ー の形而上学解釈に従いつつ、 そ の 開始期 の プ ラ ト ン や
完成期の ニ ー チ ェ が ど の よ う な 変革 を も た ら し た か と か、 ハ イ デ ッ ガ ー 自 身の思索が ど の よ う に変
革 し た か と か （ 「ハ イ デ ッ ガ ー 的不変な ど存在 し な Pj p.150） 、 ［性起 に 遣わ さ れて］ 「有」 に 至 る
こ と は 「変革す る こ と j で あ っ て 、 そ の ゆ え に ［有の エ ポ ッ ク 的 な］ 「歴史J が あ る と か （p.176） 、 「放
下」 は 「思惟の 一変形J で あ る と か （p.248） 、 「不安の 分析J は 「人 聞 か ら そ の 現有への変貌」 を
準備 さ せ た と か （p.322） 、 そ う い う 諸分析 を 貫徹す る こ と で あ る 。 本書 は全編が こ の よ う な W, W, 
Vの精神 に 貰 か れ、 そ の こ と 自 体 はハ イ デ ッ ガ ー 解釈 と し て不可能で は な い の か も し れ な い が 、 や
は り 過度 の 図式化 が読解の深 さ を 損 な っ て い る と い う 印象 は否 め な い。

2005年の衝撃 は 、 1976年生 ま れの 青年 マ ク サ ン ス ・ カ ロ ン が 公刊 し た 1700頁 を 優 に 超 え る 大著
『ハ イ デ ッ ガ ー 。 有の思索 と 主観性の根源』 （＠） の登場で あ ろ う 。 同 書 で カ ロ ン は 「 自 己は有への

関係の 中 で し か 自 ら を 聞 か な い、 有 は一つ の 自 己 に と っ て し か 聞 か れ な L E」 （p.83） と い う 考 え の
も と に 、 ハ イ デ ッ ガ ー の思索の 「内 的整合性J (p.12） や 「連続性」 （p.1 5） を一一 「ハ イ デ ッ ガ ー
の 思索 に は或 る 深 い統一性 が あ る J (p.86） 一一 「 自 己の根源 に つ い て の 問 L 'J (p.13） の 内 に 見 ょ
う と す る 。 大切 な の は 「ハ イ デ ッ ガ ー が伝統的主観性 を 自 己 も し く は 自 己性 に 置 き 換 え る 仕方 を 吟
味す る こ と 」 （p.62） で あ っ て 、 「性起 と し て 明 ら か に さ れ た有j が 「主観性 の根源」 （p.14） な の
で あ る 。 こ の よ う な 方針か ら 本論第一編 は、 そ の第一章でハ イ デ ッ ガ ー と フ ッ サ ー ル の 関係 を 、 第
二章で ソ フ オ ク レ ス ゃ い わ ゆ る プ レ ー ソ ク ラ テ ィ ッ ク た ち 、 プ ラ ト ン 、 ア リ ス ト テ レ ス 、 デ カ ル ト
を 扱 う 。 第三章 は ニ ー チ ェ と カ ン ト を 主題化 し 、 第四章ではハ イ デ ッ ガ ー 自 身 の 「現有J や 「 自 己
性」 に つ い て の考 え が検討 さ れ る 一一 こ の よ う に カ ロ ン の論述 は 時代 を 前後 し 、 特 に カ ン ト の特権
視 に 関 し て は若干の疑問 も 残 る が 、 第一編ではギ リ シ ア の思想家の扱 い が 最 も 充実 し て い る 。 第二
編 は そ の 「序論」 で 「転回」 の 問題 を 論 じ 、 第一章で 「 ア レ ー テ イ ア j や 「明 け 聞 け （Lichtung) J 
を 扱 う 。 第二章が 「 ロ ゴ ス 」 ゃ 「思索J 、 「詩J や 「芸術J を検討 し た あ と 、 第三章は 「性起J
カ ロ ン はAccord と 訳す よ う 提唱す る （p.1514） 一ーに つ い て 本格的 に 考察す る 。 第 二編 で は 「明
け 聞 け」 に つ い て 扱 っ た 箇所が最 も 優れ、 芸術 に つ い て 論 じ た 部分が最 も 理解 に 乏 し い。 全体 と し
て 見 た場合、 本書はハ イ デ ッ ガ ー の思索の道の 「統一性j を 強調 し よ う と す る あ ま り 、 前期ハ イ デ ッ
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ガ ー の主観主義的傾向 を い さ さ か抑圧 し す ぎて い る よ う に 思 われ、 ま た細部 に お い て も 未熟 な 部分
は 多 々 指摘 さ れ え よ う が 、 し か し 若干29歳の 若者が堂 々 た る 風格 を も っ て 論述 し 切 っ た 大著 に 見
ら れ る 力量 の高 さ に は、 や は り 敬意 を表すべ き で あ ろ う 。

カ ロ ン は 同 じ 年 に小著 『ハ イ デ ッ ガ 一 入門』 （＠） を 上梓 し 、 更 に 翌2006年 に は総勢16名 の ハ イ
デ ッ ガ ー 論 を 集め た 『ハ イ デ ッ ガ ー』 （⑫） を 編集す る 。 前者 は本論の あ と に 「主要概念j と 「 固
有名 」 の 語葉集 を 加 え た 三部構成の入門書 と い う 形式の内 に巧み に 自 説 を 盛 り 込 ん だ 、 言 わ ば前著
の何十分 の ー か の縮約 で あ り 、 や は り 覆蔵 と 明 け 聞 け に 関す る 部 分 （pp.31-6） が 優れ て い る 。 後
者 は 1976年のハ イ デ ッ ガ ー の 死後30年間 に 渡 る 諸 テ キ ス ト を 結集 し た も の で （p.10） 、 そ こ に 名 を
寄せ た マ リ オ ン 、 ザ ラ デ、 ヴ ェ イ ス 、 タ ミ ニ オ 、 ダ ス テ ュ ー ル、 グ レ ー シ ュ 、 カ ロ ン 、 ク レ テ ィ ア
ン 、 マ ル ケ と い っ た 鐸々 た る 顔ぶれ を 見 る だ け で も 、 編者 カ ロ ン の 力 の ほ ど が推 し 量 ら れ る 。 い ず
れ も 充実 し た 内容 を 誇 る 力作 ぞ ろ い だ が 、 こ こ では ザ ラ デの1986年の論文 「三つ の 反映 を も っ鏡」
を 紹介 し て お こ う 。 ザ ラ デ に よ る と 、 ハ イ デ ッ ガ ー が プ レ ー ソ ク ラ テ ィ ッ ク た ち を 解釈す る 仕方
は、 そ こ に 「三つ の 異 な る 時期J が 区別 さ れ う る よ う な 「進化」 を 遂 げ （p.39） 、 大筋 に お い て そ
れぞれ と 同時期のハ イ デ、 ッ ガ ー 自 身の思索 も 区別 さ れ る 。 第一期 は マ ー ル ブル ク 時代で あ り 、 こ こ
で は プ レ ー ソ ク ラ テ ィ ッ ク た ち と プ ラ ト ン の 聞 に 「分裂J は な く 、 両者一括 し て 「ギ リ シ ア 人 た ち 」
と 呼ばれ る （p.40） 。 第二 期 は 1930年代初頭の 「転回j と と も に 始 ま り （p.45） 、 「有J や 「真性」
を一一 「思索」 こ そ し な か っ た が一一 「経験J し た プ レ ー ソ ク ラ テ ィ ッ ク た ち に は、 そ れ を 「経験」
し な か っ た プ ラ ト ン 以降の 人た ち と は違 っ て 、 或 る 「持権j が認め ら れ る （pp.47- 8 ） 。 「出 発点」
が 「二重化」 さ れて 「歴史j が 「藁離J し （p.49） 、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「遡行 （Schritt zuruck） 」 を
称揚す る よ う に な る （p.52） 。 し か る に 第三期 に は 「 ギ リ シ ア の 早朝J に 認 め ら れて い た こ の よ う
な 「特権」 が再び消 さ れ る （p.54） 一一 「 ア レ ー テ イ ア J は初め か ら 表象 の 「正 し さ j で し か な か っ
た こ と が 認 め ら れ た か ら で あ る （p.56） 。 歴史 と の 関 わ り は 「遡行 （pas en arriere） 」 と い う よ り
は む し ろ 「斜行 （pas de cote) J (p.58） で あ り 、 歴史の 「終罵J や 「放棄J (p.61 ） に つ い て 語 ら
れ る よ う に な る 。 か く し て ザ ラ デは 「転回」 を 複数形で表示す る に 至 り 、 ま ず、 は ハ イ デ ッ ガ ー が 「知
ら 」 ず、 次 い で 「予言者的」 で あ る こ と を 欲 し 、 最後 に 「盲 目 的」 と み な し た 「 ギ リ シ ア の早朝」
は 、 本稿で は 「諸転回の地形図」 （p.65） を 与 え る 機会 だ っ た の だ と 総括 し て終わ る 。

2005年 に戻 る 。 ジ ャ ッ ク ・ タ ミ ニ オ は 『芸術 と 生起。 思弁 と 判 断、 ギ リ シ ア 人 た ち か ら ハ イ デ ッ
ガ ー へ』 （⑫） を 公刊 す る 。 本 書 の 「緒言J は、 ハ イ デ ッ ガ ー の 総長就任演 説 に も 彼 の 芸術作 品
の根源 に つ い て の 問 L 功道 け に も 、 プ ラ ト ン 、 ヘ ー ゲル、 ニ ー チ ェ の三 人 が 活躍 す る こ と に 注 目 し
(p.1 5） 、 古代人の 中 で は ア リ ス ト テ レ ス を犠牲 に し て プ ラ ト ン を 、 近代人の 中 で は カ ン ト を 犠牲 に
し て へ ー ゲル を 選 ん だ こ と に よ っ て 、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「芸術j に 関 し で も 「政治的 な も のj に 関 し
で も 、 「判 断」 を 犠牲 に し て 「思弁」 の立場 を 表 明 し た の だ と 公言す る （p.16） 。 そ し て じ っ さ い に
本論第一部で は そ の よ う な観点 か ら 、 芸術的 な 生起や政治的 な 生起 を 軽視 し て 思弁 に走 り が ち だ っ
た プ ラ ト ン と へ ー ゲル の 理論が、 ま た逆に特異的生起 を 重視 し て判 断 を 尊重 し た ア リ ス ト テ レ ス と
カ ン ト の 説 が検討 さ れ る 。 し か し 第二部で は む し ろ一一 『有 と 時』 の 時代の 「芸術j 観や、 そ の直
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後 に お け る 「歴史 的民族 の 現有」 への 「基礎的有論J の 「拡張」 、 あ る い は ま た 1936・7年冬学 期 の
ニ ー チ ェ 講義 『芸術 と し て の 力へ意志』 に お け る ハ イ デ ッ ガ ー の 思索 に つ い て の考察 を 聞 に 挟み な
が ら 一一 『芸術作品 の根源』 の 三つ の ヴ ァ ー ジ ョ ン 、 即 ち 1935年の 「最初 の完成原稿」 、 1935年の
講演、 1936年 と 目 さ れ る 最終 ヴ ァ ー ジ ョ ン の相違 に つ い て 、 「覚悟せ る 自 己性 と い う 主意主義的 な
軸j と 「謎への注意 と い う 省察 的 な 軸」 （p.24日 と の対比か ら 一一最初の 二つ の ヴ ァ ー ジ ョ ン で は
前者の傾 向 が 強 く 、 最終 ヴ ァ ー ジ ョ ン で は後者の傾向 が優勢 と な る （p.219） 一一詳細 に 検討す る
と い う 作業 が 中心 と な っ て い る 。

2006年 に は ジ ョ エ ル ・ パ ラ スー ュ が 若干過激 な 内容 を も っ た 著書 『ハ イ デ ッ ガ ー 哲学 の 思索 さ れ
ざ る も の 。 悲劇 的 な も の の 本質.l （⑮） を 公刊す る 。 パ ラ ズP ュ に よ れば、 ハ イ デ ッ ガ ー の 著作 の 内
に は 「有 の 意 味 に つ い て の 基礎的 な 問 L � J への 「極め て正確で、彫琢 さ れ た 一つ の 回答」 が一一 こ
の 回答 は 「思索 さ れ ざ る ま ま に J 留 ま っ た と は い え 一一見 出 さ れ る （p.1 1 ） 。 ハ イ デ ッ ガ ー 哲学 は
「悲劇的 な も の」 お よ び 「 ラ デ イ カ ル な 有限性」 の思索の 内 に そ の 「論理的達成」 を 見 出 す が （p.12） 、
し か し 彼 は 「深い宗教的不安」 と 「神 に つ い て の 聞 い を 聞 かれた ま ま に 維持 し た い と い う 意志」 の
ゆ え に 「後退j し 、 「彼の思索の 内 に あ る こ の う え な く 深い も の」 が一部 「思索 さ れ ざ る ま ま に 」 留 ま っ
た の だ と い う （p.13） 。 こ の よ う な 観点 の も と に 、 パ ラ ズP ュ は主 と し て カ ン ト に お け る 「超越論的
構想力」 ゃ 「知覚の予料J に つ い て の ハ イ デ ッ ガ ー の解釈 を利用 し な が ら 、 「有の意味」 に つ い て
のハ イ デ ッ ガ ー の 問 いへ の 回 答 を 「物質J 「大地J 「 カ オ ス J 「現象的感性界J 「 自 然j の 内 に 、 最終
的 に は 「 ピ ュ シ ス J の 内 に求め る と い う 驚 く べ き 解釈 を 断行す る （同書第二部、 第三部） 。 ハ イ デ ッ
ガ ー が 自 ら の思索 を 前 に し て 「後退j し て し ま っ た の は、 「有の 〈神秘〉 を 無傷の ま ま に守 る た め」
だ っ た の だ が （p.169） 、 そ れで も 「 カ オ ス J を 含 ん だ 「 コ ス モ ス j と し て の 「有 に 内続す る 差異j
こ そ が、 ハ イ デ ッ ガ ー に よ っ て 「悲劇的 な も のJ と 名 づ け ら れた の で あ り （p.188） 、 「世界 に つ い
て の こ の よ う な悲劇的 な 考 え が 、 有の問 いへのハ イ デ ッ ガ ー の 、 一部思索 さ れ ざ る 回答 を 構成 す
る j の だ と い う （p.190） 。 我 々 と し て は こ の よ う なパ ラ ズ ュ の 解釈 こ そ が む し ろ 彼 自 身 の超絶的空
想力 の産物で は な い か と 反論 し た く も な る の だ が、 パ ラ ズ ュ は二年後 の2008年 に 刊 行 さ れ、 前著
の縮約版 と も 言 う べ き 小著 『ハ イ デ ッ ガ ー』 （＠） の 中 で も 同様の主張 を 繰 り 返す一一 「 ピ ュ シ ス

概念 は そ れゆ え 、 ハ イ デ ッ ガ ー が立て る よ う な有の聞いへの回答 を 、 唯一可能 な 回 答 を 構成 す る 」
(p.64） 、 「有 は最終的 に は 〈 自 然〉 の本質 を構成す る 〈カ オ ス 〉 と 同一視 さ れ る で あ ろ う 」 （p.1 1 8） 、
等 々 。

同2008年 に 出版 さ れ た ピ エ ー ル ・ テ寺 ユ ロ の 『ハ イ デ ッ ガ ー 。 一歩一歩.l （⑮） は、 表題の示す よ
う に 、 ま た 著者 自 身 も 認め る よ う に 、 「初心者」 （p.4） の た め の 入門書で あ り 、 第一部 は 「有 と は
何 で あ る か」 と い う 問 い が も っ 「全て の深い含蓄J を把捉 さ せて く れ る よ う な 四つ の概念 （pp.5-6)
に 基づ い て 、 「 ＜ 謎 ＞ と し て の有j 「 ＜ 技術＞ と し て の有」 「 ＜ 言葉＞ と し て の有j 「 ＜根源＞ と し て
の有」 と い う 四つ の章か ら 成 り 、 ま た比較的短い第二部 に お い て は、 ハ イ デ ッ ガ ー の 簡単な 「伝記」
が 記 さ れ る 。

翌2009年の セ ル ヴ ァ ン ヌ ・ ジ ョ リ ヴ ェ の小著 『ハ イ デ ッ ガ ー 。 意昧 と 歴史 （1912-1927） 』 （⑩）
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は、 「意昧 と 歴史 と に つ い て の 問 p j を 「特権 的 な 入場 の 道」 （p.12） と み な し つ つ 、 1912年以 降
の ハ イ デ ッ ガ ー の 論理学へ の 最初 の 諸寄稿論文 か ら 、 1927年の 『有 と 時』 の 公刊 に 先立つ マ ー ル
ブル ク 諸講義 に 至 る ま で （p. 9 ） 、 即 ち 大筋 に お い て は 「意味の 解釈学的深化J か ら 「 あ ら ゆ る 有
論の 時的基礎の 発 見」 に 至 る ま で、 そ の 道程 を 辿 る （p.13） 。 そ し て本論 は 、 「意味の純粋論理学j
(p.19） へ の 関心 か ら 「生」 や 「歴史」 に 向 か う 時代 （1912-9年） 、 デ ィ ル タ イ の影響 を 受 け な が ら
も 自 然科学 と 精神諸科学 と の デ ィ ル タ イ 的対置 を 超出 し よ う と し た 「根源的学J (p.51 ） や 「宗教
的生の現象学」 の 時代 （1919・21年） 、 い わ ゆ る 『ナ ト ル プ報告』 （p.94） や 『事実性の 解釈学』 （p.95)
の 時代 （1921・3年） 、 自 ら の パ ー ス ペ ク テ イ ヴ を 「有論化J (p.1 19） し て い っ た 時代 （1924-7年） 、
以上四期 を 区別 し つ つハ イ デ ッ ガ ー の行程 を 追 っ て ゆ き 、 最 後 に 「エ ピ ロ ー グj と し て ハ イ デ ッ ガ ー
に お け る 「相対主義」 の 問 題 を 検討 し な が ら 、 「転回」 以降の ハ イ デ ッ ガ ー の 思索への展望 を 簡単
に示 し て終わ る 。

最後 に 、 こ れ は い わ ゆ る 研究書 で は な い が 、 同2009年 に デ ィ デ ィ エ ・ フ ラ ン ク は 、 自 ら が 仏訳
し た ハ イ デ ッ ガ ー の小著 『芸術 一 彫刻 一 空間 に つ い て の所見』 （＠） の 後書 と し て 論孜 「身体の
滞在」 （pp.39・89） を 寄せ、 前期ハ イ デ ッ ガ ー の空間論 と 後期 の そ れ と を 対照 さ せ な が ら 、 「空 間」
は 身体の 「身体化」 に よ っ て 「空間化」 さ れ、 「空間」 は 身体の 「身体化」 を 「空 間化」 す る 、 そ
れゆ え 「身体化J は 「性起」 の一つの仕方で あ っ て 「有」 や 「時熟J の仕方 な の で は な い 、 そ し て 「性起」
そ れ 自 身 が 「有」 や有の意昧 と し て の 「時」 を 免れ る よ う に 、 「身体J も 「有」 や 有 の 理解 の 地平
と し て の 「時J な し に 「 自 ら を 身体化す る 」 （p.87） と い う 、 い か に も 『ハ イ デ ッ ガ ー と 空間 の 問
題.I 8 の著者 ら し い結論 を 導 き 出 し て 、 健在ぶ り を示 し て い る 。

1 本文 V の 冒 頭で も 付言す る よ う に 、 本稿は 「2009年度愛知県立芸術大学学長特別教員研究費」 の 交付 を 受 け 、 「現代 フ ラ ン
ス に お け る ハ イ デ ッ ガ ー 解釈の研究」 と い う テ ー マ の も と 、 同年 4 月 10 日 か ら 9 月 20 日 ま で フ ラ ン ス で行われた 長期海外研修
の 「研究成果J の報告で あ る 。 そ の 聞 に 研究 し え た30冊のハ イ デ ッ ガ 一 文献 に 関 し て は、 以下の囲み数字で示す。

①B. Allemann, Holder/in et Heidegger, P.U.F .. 19872 (19591) 
②H. Birault. Heidegger et fe;ψerience de la pensee, Gallimard. 1978 
③M. Haar (dir.) . Cahier de f Herne. Martin Heidegger, Poche. !'Herne. 1983 
④E de Rubercy, D. Le Buhan, Douze questions ρosees a Jean Beaufret a propos de Martin Heidegger, Aubier. 1983 
⑤IJ. Beaufret, Dialogue avec Heidegger. IV. Le chemin de Heidegger, Minuit, 1985 
⑥M. Haar, Le chant de la terre, !'Herne, 1985 
⑦M. Zarader. Heidegger et les paroles de forigine, Vrin, 19902 (19861) 
⑧iJ. Derrida, Heidegger et la question, Flammarion, 1990 (198t) 
⑨1J. Grondin, Le tournant dans la pe悶ee de Martin Heidegger, P.U.F .. 1987 
⑮M. Haar, Heidegger et {essence de fhomme, Millon, 20022 (19901) 
⑪F. Dastur. Heidegger et la question du temρS, P.U.F .. 20053 (19901) 
⑫M. Zarader, La dette imρensee. Heidegger et {heritage hebraique, Seuil, 1990 
⑬1J.-F. Courtine, Heidegger et la ρhenomenologie, Vrin, 1990 
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⑭D. Panis, II y a le ii y ι L’Enigme de Heideggeれ Ousia, 1993 
⑮iJ. Greisch, Ontologie et temρoralite, P.U.F .. 20033 (19941) 
⑮iJ.-F. Mattei. Heidegger et Hiilderlin. Le Quadriparti, P.U.F .. 2001 
⑫A. Vuillot, Heidegger et la terre. L’assise et le sejour, L'Harmattan, 2001 
⑬F. Dastur. Heidegger et la question anthropologique, Peeters. 2003 
⑬C. Malabou. Le Ch仰＇ge Heidegger, Leo Scheer, 2004 
⑫＇］.－F. Mattei. et. al., Heidegger. L’enigme de fetre, P.U.F .. 2004 
⑫M. Caron, Heidegger. Pe悶ee de fetre et on訟ne de la subjectivite, Cerf. 2005 
⑫M. Caron, Introduction tl Heidegger, Ellipses, 2005 
⑫＇］. Taminiaux. Art et evenement. 砂eculation et jugement des Crees tl Heidegger, Belin. 2005 
⑫M. Caron (dir.l , Heidegger, Cerf. 2006 
⑫1J. Balazu t, L’i問：pense de la ρhilosoρhie heideggerienne. L’essence du tragique, L’Harmattan. 2006 
⑧F Dastur, Heidegger, V rin, 2007 
⑫＇J. Balazut, Heidegger, L’Harmattan, 2008 
⑫P Dulau, Heidegger. Pas tl Pas, Ellipses, 2008 
⑧M. Heidegger. Remarques sur art - sculpture - espace, Payot & Rivages, 2009 
⑩S. Jollivet. Heidegger. Sens et histoire (1912-192η ， P.U.F .. 2009 
2 M. Heidegger. Gesamtausgabe, Bd.79, Vittorio Klostermann, 1994, S.49 ; Wegmarken, Vittorio Klostermann, 1978, S.401-2 ; 

Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer, 1976, S.46 
3 M. Henry, Genealogie de la ρsychanalyse, P.U.F .. 1985, pp.257, 275. 304. 323 
4 M. Heidegger. Gesamtausgabe, Bd.49, Vittorio Klostermann, 1991, S.66 
5 M. Henry, L’essence de la manifestation, 2 vol目， P.U.F.. 1963, p.170 
6 拙著 『歴史 と 文化の根底へ一一 〈 自 然の現象学〉 第二編』 世界思想社、 2008年、 210・8頁 を 参照。
7 J. Beaufret, Dialogue avec Heidegger. よ Philosoρhie grecque, 1973, II. Philosophie moderne, 1973. III. AJゆroche de 

Heidegger, 1974. Minuit 
8 D. Franck. Heidegger et le probteme de l'espace, Minuit. 1986 

- 1 04 -


