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1

テ

キ

ス

ト

解
釈
の

問
題

テ

キ

ス

ト

分

析
の

理

論
は

､

現

代
フ

ラ

ン

ス

に

お

い

て
､

主

と

し
て

構
造

言

語

学
､

記

号

学
の

立

場
か

ら

さ

か

ん

に

追

求
さ

れ

て

い

る

こ

と

は
､

周

知
の

事
実
で

あ
る

｡

そ

れ

に

対

し
､

ボ

ー

ル

･

リ

ク

ー

ル

は

解

釈
学
的
現

象
学

､

意
味
論
の

立

場
か

ら
､

テ

キ

ス

ト

解

釈
の

理

論
を

構
築
し
ょ

う
と
し

て

い

る
｡

そ

の

場
合

､

リ

ク

ー

ル

は

伝
統

的

な

解

釈

学
の

立

場
に

固
執
す
る

の

で

は

な

く
､

い

わ

ゆ

る

言

語
学

的
な

｢

テ

キ

ス

ト

の

科
学
+

と
の

弁

証

法

的
尤

対

立
の

関

係
に

入

り
､

そ

の

止

揚
を

企

て

よ

う

と

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

も

そ

も
■リ
ク

ー

ル

の

哲
学
体

系
に

お

い

て
､

テ

キ

ス

ト

解
釈

の

問
題
が

次

第
に

主

要
な

位
置
を

占
め

る

よ

う
に

な

り
､

言

語
学

㌻

や

修
辞

学
の

分

野
に

ま
で

理

論
的

枠
組
が

拡
げ

ら
れ

て

い

る

の

は
､

｢

解

釈

学

と
は

､

テ

キ

ス

ト

解
釈
と

の

関
連
に

お

け

る

了

解
の

操

(

1
)

作
の

理

論
で

あ
る
+

と
リ

ク

ー

ル

は

考
え
て

い

る

か

ら

で

あ
る

｡

す

な

わ

ち
､

文

化
や

歴

史
に

お

い

て

外

部
か

ら
与

え

ら

れ

た

記

号

の

解

釈
か

ら

自
己

了

解
ほ

発

す
る

の

で

あ

り
､

テ

キ

ス

ト

解

釈
は

そ

の

特

権
的
な

場
と

な

る

の

で

あ
る

｡

リ

ク

ー

ル

は

ま

ず
､

シ

三
フ

ィ

エ

ル

マ

ッ

ハ

ー
､

デ
ィ

ル

タ

イ
､

ハ

イ

デ
ブ

ガ

ー
､

ガ

ダ
マ

ー

と
い

う
ド

イ

ツ

解

釈
学
の

流
れ

を
､

弁
証

法
的
な

発

展
と

し
て

捉
え

､

そ

こ

か

ら

自
己
の

解
釈

学
の

課

題
を

見
い

だ

そ

う

と

す
る
｡

そ

の

退

避
を

き

わ

め

て

図
式
的
に

略

示
し

て

お

く

な

ら
､

シ

ニ
ア

イ

エ

ル

マ

γ

ハ

ー

を

経
て

､

デ
ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て

頂
点
に

達
す
る

､

心

理

主

義
的

､

歴

史
主

義
的
な
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ぺ

一

了

解
の

認

識
論
が

陥
っ

た

ア

ポ

リ

ア

を

克
服

す
べ

き
も

の

と
し

て
､

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

了

解
の

存
在
論
が

現

わ
れ

る
｡

し
か

し

そ

れ

ほ

テ

キ

ス

ト

解

釈
を

跳
び

こ

し
て

､

一

挙

に

存

在

様

態

と

し

て

の

｢

了

解
+

に

行
き
つ

こ

う

と

す
る

も

の

で

あ

り
､

そ

こ

に

ほ

言

語

分

析
の

過

程
が

欠
如
し
て

い

る
｡

そ

こ

で

存
在

論
的
志

向

と

テ

キ

ス

ト

解
釈
と

の

綜
合
を

ほ

か

ろ

う

と

す
右

､

ガ

ダ

マ

ー

の

弁
証

法

的
解

釈
学
が

登

場
す

る
｡

リ

ク

ー

ル

ほ

ガ

ダ
マ

ー

の

主

著
『

真
理

(

2
)

と

方

法
』

か

ら

枢
要
な

概
念
を

い

く
つ

か

と

り
だ

し
､

そ

れ

を

彼

な

り
に

修
正

､

発
展
さ

せ

て
､

自
己
の

解

釈
理

論
に

適
用
し

て

い

る
｡

本
論
は

そ

の

よ

う
な

､

リ

ク

ー

ル

と

ガ

ダ
マ

ー

の

生

産
的
な

出
会
い

を

た

ど

ろ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る
｡

法

解

釈
学

､

神
学

的
解

釈
学

､

古
典
解
釈
学
と
い

っ

た

個
別

的

解
釈
学
を

､

一

般
的

､

哲
学
的
解
釈
学
に

た

か

め

よ

う
と

す

る

動

き

は
､

シ

三
フ

ィ

エ

ル

マ

ブ

ハ

一

に

よ
っ

て

決
定

的
に

開
始
さ

れ

た
｡

そ

れ

ま
で

､

ギ

リ

シ

ャ

･

ロ

ー

マ

古

典
の

文

献
学

と

聖

書
釈

義
学
の

二

つ

の

領
域
に

お

い

て

は
､

テ

キ

ス

ト

の

多
様
性
に

応
じ

て
､

解
釈
の

操
作
も

多
様
で

あ
っ

た
｡

一

般
解
釈
学

を

確
立

す
る

に

は
､

テ

キ

ス

小

の

個
別

性
だ

け
で

な

く
､

解

釈
の

規
則

や

方

式

の

個
別

性
を
も

超
越
す
る

こ

と

が

要
式
さ

れ

る
｡

そ

こ

で

文

厭
学

モ

'

一
.

一

｢

レ
＼

ふ
■

二
一

や

釈
義
学

を

｢

技
術
学
+

只
仁

n
S

t
-

e

F

岩

に

た

か

め

よ

う
と

す
る

努
力
か

ら
､

一

般
解
釈
学
は

生

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

そ

れ

ほ

文

献

学
や

釈

義
学
の

個
々

の

規
則
を

､

｢

了

解
+

と

い

ぅ
一

般

的

問
題

に

従

属
さ

せ

る

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

リ

ク

ー

ル

に

よ

れ

ば
､

認

識
の

理

論
と

存
在
の

理

論
の

位
置
を

逆
転

さ

せ

た
､

カ

ン

ト

哲
学
に

お

け
る

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的
転
回

に

な

ぞ

ら

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

シ

ご
フ

ィ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

は

解
釈
の

規
則
を

､

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

言
わ
れ

て

い

る

こ

と
の

多
様

性
に

で

ほ

な

く
､

解
釈
の

多
様

性
を

統
合
す
る

中

心

的

振
作
に

関

係
づ

け
よ

う
と
し

た
｡

こ

う
し

た

彼
の

解

釈
学
は

一

面
で

ほ

批
判
主

義
的

で

あ
る

が
､

他

面
で

ほ

ロ

マ

ン

主

義
的
で

あ
る

｡

そ

れ

が

批
判

主

義
的

で

あ

る

の

は
､

(

3
)

｢

誤
れ

る

了

解
あ

る

と
こ

ろ
に

､

必

ず
解
釈

学
あ

り
+

と

彼
が

揚

言

す
る

よ

う
に

､

誤
れ

る

了

解
に

対
し

て

有
効
な

､

普
遍
的

な

了

解
の

規
則
を

立
て

よ

う
と

す
る

か

ら
で

あ
る

｡

そ

れ

が
ロ

マ

ン

主

義
的
で

あ
る

の

ほ
､

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ァ

ハ

ー

が

｢

他

者
が

自
己

(

ヰ
)

了

解
し
て

い

る

以

上
に

､

他
者
を

了

解
す
る
+

と

宣
言

す

る

よ

う

に
､

著
者
の

創
造

過

笹
の

同

化
を

め

ざ

す
か

ら
で

あ
る

｡

彼
に

お

い

て

ほ

む

し

ろ
､

客
観
的
な

｢

文

法

的
+

解

釈
よ

り
も

､

語
る

人

の

主

俄
に

過

ろ

う

と

す
る

｢

軍
証

釣
+

雇
衝

鈎
+

解
釈

車
が

優

∽
宅

ユ
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越
す
る

よ

う
に

な

り
､

そ

の

意
味
で

､

そ

れ

は

い

り

そ

う
心

理

主

義
的
に

な

る
｡

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ァ

ハ

ー

の

こ

の

よ

う

な

解

釈

学
的
志
向

は
､

デ
ィ

ル

タ

イ

に

受
け

継
が

れ

る

や
､

意
識
的
に

そ

の

傾
向
が

強

調

さ

れ

る
｡

こ

の

両

者
を

隔
て

る

歳
月
の

間
に

､

ラ

ン

ケ

や

ド

ロ

イ

ゼ

ン

ら
に

よ

る

ド

イ

ツ

史
学
の

顕
著
な

発
展
が

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

は
､

歴
史
的
文

書
ほ

､

人

間
の

記

録
､

資
料
と

し

て
､

も
っ

と

も

基
本

的
な

｢

生

の

表
現
+

と

み

な

さ

れ

た
｡

デ
ィ

ル

タ

イ

の

み

ず

か

ら
に

課
し

た

問
題
は

､

自
然
科

学
が

獲
得
し

た

科

学

性
に

匹

敵

す
る

科

学

性
を

､

歴
史

的
認

識
に

も

得
さ

せ

る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

歴

史
的

認

識
､

も
っ

と
一

般
に

は

｢

精
神

科

学
+

ほ

い

か

に

し
て

可

能
か

､

と
い

う

課

題
で

あ
る

｡

こ

の

間
題
は

､

見

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

方
を

変
え

れ

ば
､

自
然
の

説
明
と

歴
史
の

了

解
と

い

う

対
立
の

問

題
で

あ
る

｡

デ
ィ

ル

タ

イ

は

了

解
の

弁
別

的

特

徴
を

心

理

学
に

求

め
た

｡

彼
は

｢

頼
神
科

学
+

と
い

う
も
の

に

よ

っ

て
､

歴
史

的
関

係
を

含
意
す
る

､

人

間
の

一

切
の

認

識
様
態

を

意
味
し

ょ

う

と

す

る

の

だ

が
､

そ

れ

は
､

他

者
の

精
神
生

活
に

置
換
し

う
る

能
力

を

第
一

の

能
力
と

す

る
｡

人

間
が

人

間

を

識
る

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

自
然
を

識
る

の

と

は

異
な
る

の

で

あ
り

､

説
明

と

了

解
の

差
異
も

そ

こ

か

ら

由

来
す
る

｡

人

間
は

人

間
に

と

り

根
本

的
に

異

質
で

は

l
′

な
い
ひ

な

ぜ

な

ら
､

人

間
は

自
分
の

実

存
の

記
号

を

発
出
す
る

の

指
一

.▲

で

あ

り
､

そ

の

記
号

を

了

解
す
る

こ

と

が
､

人

間
棉
神

を

了

解
す

る

こ

と
で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
に

､

デ
ィ

ル

タ

イ

に

よ

れ

ば
､

精
神

科
学
は

基
礎

科
学

と

し
て

､

歴

史
と

社

会
の

中

で

行
動
す
る

個
人

の

科
学
で

あ

る

心

理

学

を

要
請
す
る

の

で

あ
る

｡

し

か

し

な
が

ら
､

他

者
と

置
換
し

得
る

能
力
に

よ

っ

て

定

義
さ

れ

る

了

解
か

ら
､

文

字
に

よ
っ

て

固
定

さ

れ

た

生
の

表
現
の

了

解
､

す

な

わ

ち

解
釈
へ

移
行
す
る

こ

と

は
､

二

重
の

問
題
を

提

起
す
る

｡

っ

ま

り

解

釈

学
ほ

了

解
の

心

理

学

を

補
足
す
る

と

同

時
に

､

了

解

の

心
理

学
は

解
釈
学
を

心

理

学

的
方

向
に

偏
ら
せ

る

の

で

あ

る
｡ユ

タ

解
釈

学
が

対

象
と

す
る

の

は
､

生
の

直

接
的

表
現
で

は

な

く
､

文

,

チ

ュ

ー

ル

字
言

語
に

よ
っ

て

固
定

さ

れ

た

テ

キ

ス

ト

で

あ

り
､

記
号
の

構
造

化
さ

れ

た

総
体
で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て

解
釈
学
は

他

者
の

心

的
生

活
を

直

接
的
表
現
に

お

い

て

捉
え

る

こ

と

ほ

で

き

ず
､

客
観
化
さ

れ

た

記

号
を

解
釈

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

心

的
生

活

を

再
生

､

再

構

成

n

g
F

b
-

E
2

ロ

し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
｡

だ

が

テ

キ

ス

ト

の

自

律
ほ

一

時
的
な

現

象
で

は

な
い

ゆ

え

に
､

客
観
性
の

問
題
は

デ

ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て
+

不

可

避
の

､

そ

し
て

解
決
不

可

能
の

問
題

と

な
っ

た

ま

ま
で

あ

る
｡

彼
は

客

観
化
の

要
請
に

応
え

ら
れ

る

よ

う
､

｢

再

生
+

の

概

念
を

完

成
す
べ

く

絶
え

ず
努
め

た

の

だ

が
､

ト

▲､



( 4 7 ) テ キ ス ト解釈 に お け る ｢疎 隔+ の 機 能

一

･

■一

一

′

ノ

､

解
釈
学
的
問

題
が

､

他

者
の

認

識
と
い

う
､

本
来
心
理

学
的
な

問

題
に

従
属

し

て

い

る

限

り
､

客
観
化
の

根
拠
を

､

解
釈
固
有
の

領

域
以

外
に

求

め

ね

ば

な

ら
な
い

わ

け
で

あ

る
｡

そ

も

そ

も
､

私

自

身
に

と
っ

て

の

｢

私
+

に

さ

え
､

私

自
身
の

生
の

客

観
化
を

経

て

し
か

到
達
し

得
な
い

と

す
れ

ば
､

｢

私
+

の

認

識
は

す

で

に

し

て

解
釈

で

あ

り
､

そ

れ

は

他

者
の

解
釈
よ

り

容

易
で

あ

る

と

ほ
､

け

っ

し
て

言

え

な
い

の

で

あ

る
｡

デ
ィ

ル

タ

イ

は

シ

ュ

ラ

イ
エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

以
上

に
､

テ

キ

ス

ト

に

表

現

さ

れ

て

い

る

他

者
の

生
の

了

解
と
い

う

法

則
の

も

と
に

テ

キ

ス

ト

了

解
を

置
く

､

解
釈

学
の

根
本
的
ア

ポ

リ

ア

を

明

白
に

さ

ら

け
だ

し
た

｡

デ
ィ

ル

タ

イ

の

企

図
が

心
理

主

義
的
で

あ
る

の

は
､

解
釈
の

究
極
目

的
を

､

テ

キ

ス

ト

の

言

う
こ

と

に

で

な

く
､

そ

こ

に

表
現
さ

れ

て

い

る

人
に

置
い

た

か

ら
で

あ

る
｡

同

様
に

そ

の

解

釈
学
の

対

象
は

､

テ

キ

ス

ト

か

ら
､

ま

た

そ

の

意
味
や

指
向

対

象

か

ら
､

そ

こ

に

表
現
さ

れ

て

い

る

体

験
へ

と
､

絶
え

ず
移
さ

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

ア

ポ

リ

ア

を

克
服
す
る

に

は
､

解
釈
学
の

目

標

を
､

他

者

の

生
の

了

解

と

い

う
､

純
粋
に

心

理

主

義
的

な

概

念
に

結
び
つ

け

る

の

で

な

く
､

そ

れ

を

テ

キ

ス

ト

の

内

包

す
る

意
味
の

ほ

う
へ

､

テ

キ

ス

ト

が

開
示
し

､

発
見
す
る

世

界
へ

設
定

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

'

一
.

′

一-

←

･

J

■

､-

ノ

解

釈

学
を

認
識

論
の

一

つ

と

す
る

デ
ィ

ル

タ

イ

の

前
提
が

､

ま

さ

に
ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

や

ガ

ダ
マ

一

に

よ
っ

て

問
題
に

さ

れ

た
｡

こ

の

両

者
の

特

質
は

､

解

釈
学
を
デ
ィ

ル

タ

イ

の

延

長

上
に

で

な

く
､

存
在

論
の

観
点

か

ら

見

な
お

そ

う
と

す
る

こ

と
に

あ

る
｡

認
識
論

か

ら

存

在
論
へ

は
､

リ

ク

ー

ル

に

よ

れ

ば
､

解
釈
学
に

お

け
る

第

二

の

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的

転
回
で

あ

る
｡

こ

こ

で

新
し

く

提
示
さ

れ

た

問
題
は

､

わ
れ

わ

れ

は

い

か

に

し

て

知
り

得
る

か

を

問
う
の

で

な

く
､

｢

了

解
し

っ

つ

存

在
す

る

存

在
の

存
在
様
態

ほ

何
か
+

を

問
う
こ

と

で

あ
る

｡

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

『

存
在
と

時

間
』

に

お

い

て
､

力
点

は

存
在

者
一

般
の

存
在
よ

り

も
､

｢

現

存
在
+

に

あ
る

｡

現

存
在

は

客
体

に

対

す
る

主

体
で

は

な

く
､

存
在
の

中
の

一

存
在

､

存
在
を

含
む

ヽ

一

存

在
で

あ
る

｡

現

存
在
は

存

在
の

問
題
が

生

起
す
る

場
､

存
在

ヽ

が

顕
現

す
る

場
を

指
し

示

す
｡

と
こ

ろ
で
ハ

イ

デ
ブ

ガ

一

に

よ

れ

ば
､

解
釈

学
は

清
神
科

学
に

つ

い

て

の

反

省
で

ほ

な

く
､

こ

の

科

学

を

樹
立

し

得
る

存
在
論
的
な

地

盤
の

説
明
で

あ

り
､

し

た
が

っ

て

解

釈
学
ほ

､

現

存
在
の

解

釈

で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

｢

現

象
学

的

記
述
の

方

法

的

意
味
は

解

釈
で

あ

る
｡

現

存

在
の

現

象

学
の

ロ

ゴ

ス

は
､

ヘ

ル

メ

ー

ネ

ウ

ェ

イ

ン

､

す

な

わ

ち

解
釈

9

ス

ル

と
い

う

性
格
を

も
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

も
の

を

つ

〃
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う
じ
て

､

現

存
在
自

身
に

属
し

て

い

る

存
在

了

解
内

容
に

は
､

存

在
の

本

来
的

意
味
と

､

現

存
在
に

固
有
な

存
在
の

語

根
本

構
造
と

が

告
知
さ

れ

る
｡

現

存
在
の

現

象
学
は

根

渡
的
な

語

義
に

お

け

る

ヽ

ヽ

ヽ

解

釈
学
な
の

で

あ
っ

て
､

そ

の

根
源
的
な

語

義
に

し
た

が

え

ば
､

(

5
)

こ

の

語
は

解

釈
の

仕
事
を

表
示
し

て

い

る
｡

+

リ

ク

ー

ル

に

よ

る

解
釈
学
の

第
三

の

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的
転
回

と

は
､

デ
ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て
､

了

解
の

問
題
ほ

他

者
と
の

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

甘

ン

の

問
題
に

結
び

つ

い

て

い

た

の

が
､

今
や

『

存
在

と

時
湖
』

に

お

い

て
､

そ

れ

が

存
在
と

世

界
の

問
題
と
な
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り
そ

れ

は
､

存
在
に

お

け
る

私
の

位

置
の

根
本

的
了

解
の

中
に

求
め

ら
れ

る

べ

き
な

の

で

あ

る
｡

了

解
の

存
在
論
が

ほ

じ
ま

る

の

は
､

｢

共

存
在
+

で

な

く
､

｢

内

存
在
+

に

つ

い

て

の

反
省
か

ら
で

あ
る
｡

｢

他

者
+

の

問

題
は

､

｢

世

界
+

の

問
題
に

変
る

の

で

あ
り

､

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

は

こ

の

よ

ヽ

ヽ

ヽ

う
に

､

了

解
を

世

界
化

す
る

こ

と

に

よ

り
､

脱
心
理

主

義
化
を

果

し

た

の

で

あ
る

｡

了

解
す
る

こ

と
は

､

『

存

在
と

時
間
』

に

お

い

て

は
､

言

語
の

事
象

､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

ま

た

ほ

テ

キ

ス

ト

の

事
象
で

あ

る

前
に

､

ま

ず
｢

存
在
可

能
+

の

問
題
で

あ
る

｡

了

解
の

第
一

の

機
能
は

､

わ

れ

わ

れ

を

状
況
へ

指
向
さ

せ

る

こ

と

で

あ

り
､

了

解
は

事
実
の

/

′

把

捉
を

呼
び

か

け

る

の

で

な

く
､

存
在
の

可
能
性
の

把

握
を

呼
び

畑

か

け
る

｡

し

た

が
っ

て
､

少

な

く

と
も

『

存
在
と

時
間
』

に

お

け

る
ハ

イ

デ
ブ

ガ

ー

哲

学
ほ

言

語
の

哲
学
で

は

な

く
､

言

語
の

問
題

は
､

状
況

､

了

解
､

解
釈
の

問
題
の

後
に

導
入

さ

れ

て

く
る

｡

｢

い

ま
や

は

じ

め

て

言

語
が

主

題
と
な

る

と
い

う
こ

と

ほ
､

言

語
と
い

う
こ

の

現

象
が

現

存
在
の

開

示

性
の

実
存
論
的
機
構
の

う

ち
に

そ

の

故
を

も
っ

て

い

る

こ

と

を
､

暗
示

す
る

ほ

ず
で

あ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

言
語
の

実

存
論
的

･

存
在

論
的

基

礎
は

語
り

で

あ

る
｡

…

…

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

語

り
ほ

情
状
性
お

よ

び

了

解
と

実
存
論
的
に

等
根
漁
的
で

あ

る
｡

了

解

可

能
性
は

､

我
が

も
の

に

さ

せ

る

解

釈
に

先

立
っ

て
､

い

ち

は

や

く
つ

ね

に

す
で

に

分

節
さ

れ

て

い

る
｡

語
り

ほ

了

解
可

能
性

(

6
)

の

分

節

化

な
の

で

あ

る
｡

+

つ

ま

り
､

語
り

を

存
在
の

構
造
の

中
に

入

れ

か

え
る

の

で

あ

り
､

存
在
の

構
造
を

語
り

の

中
に

入

れ

か

え

る

の

で

は

な
い

｡

『

存

在

と

時

間
』

で

は
､

語
る

こ

と

R

乱
e

n

ほ

話

す
こ

と

S

勺
1
e

旨
e

n

よ

り

優
越
し

て

い

る
｡

語
る

こ

と
は

実
存
の

構

造

を

示

す
が

､

話
す
こ

と

は

経

験
に

堕
し
た

世

俗
的
な

様

相

を

示

す
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ

こ

で
､

語
る

こ

と
の

第
一

の

決

定
は

､

話
す
こ

と
で

な

く
､

閲

く
--

沈
黙
す
る

こ

と

で

あ
る

｡

了

解
す
る

こ

と

ほ
､

｢

聞
く
こ

と
+

な
の

で

あ

る
｡
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ぺ

ノ

｢

語
り

が

了

解
お

よ

び

了

解
可

能
性
と

連
関
し
て

い

る

こ

と
ほ

､

語
る

こ

と

自
身
に

属
し
て

い

る

実

存

論
的
な

一

つ

の

可

能

性
つ

ま

り

聞
く
こ

と

か

ら
､

判

然
と
な

る
｡

わ

れ

わ

れ

が

次
の

よ

う
に

言

っ

て

い

る

の

は

偶
然
で

は

な
い

､

す

な

わ

ち
､

〝

正

し

く
″

聞
い

て

い

な
か

っ

た

と

き
に

は
､

〝

了

解
し

て
″

い

な

か
っ

た

の

だ
､

(

7
)

と
｡

聞
く
こ

と

は

語
る

こ

と
に

と
っ

て

構
成

的
な

の

で

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
に

聞

く
こ

と

が

優
先

す

る

こ

と
は

､

こ

と

ば

が

世

界

や

他

者
に

む
か

つ

て

開
か

れ

た

関
係
を

も
つ

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

ほ

大

き
な

方

法

論
的
帰
結
を

も
た

ら

す
｡

す
な

わ

ち
､

言

語
学

､

記
号

学
､

言

語
哲
学
ほ

話
す
こ

と

の

水

準
に

と
ど

ま

り
､

ヽ

ヽ

語
る

こ

と

の

水

準
に

は

達
し
な
い

｡

話
す
こ

と
は

話
者
に

関
係
づ

け

ら
れ

る

が
､

語
る

こ

と
は

語

ら
れ

た

こ

と

に

関
係
づ

け

ら
れ

る

の

で

あ
る

｡

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

哲
学
は

､

基
礎
へ

は

滴
っ

て

い

か

せ

る

が
､

そ

こ

か

ら

還

帰
す
る

こ

と
､

つ

ま

り

基
礎
的

存
在
論
か

ら

精
神
科

学
の

認

識
論
へ

ひ

き

返

す
の

を

不

可

能
に

す
る

｡

プ

ラ

ト

ン

が

示

し
た

ご

と

く
､

上

昇
的
弁
証

法
ほ

下

降
的
弁
証

法
よ

り

も

容
易
な

の

で

あ
る

｡

新
た

な

ア

ポ

リ

ア

は

存
在
論
と

認

識
論
と

の

間
に

存

す
る

｡

こ

れ

を

克
服

す
る

に

は
､

再

び

シ

ご
フ

ィ

エ

ル

マ

ッ

ハ

ー

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

や

デ
ィ

ル

タ

イ

に

還
る

こ

と
､

す

な

わ

ち

解
釈
の

第
一

の

場
に

還

J

主

･
.

ノ

.

一

ヾ

少

･

′

､{

､

る

こ

と

で

あ

る
｡

解

釈

学
が

開

拓

す
べ

き

第
一

の

場
は

言

語
で

あ

り
､

と

り

わ

け

書
か

れ

た

言

語
で

あ

る
｡

解

釈
学
の

歴
史
に

お

い

て
､

釈
義
学
や

文

献
学
に

力

点
は

絶
え

ず
お

か

れ

て

き
た

｡

テ

キ

ス

ト
､

釈

義
学

､

文

献
学
の

問
題
に

も

ど

り
､

そ

れ

ら

と
の

絆
を

回

復
さ

せ

る

こ

と

に

よ

り
､

普
遍
性
を

実
現

す
る

こ

と
が

で

き

よ

う
｡

も

ろ

も

ろ
の

解
釈
学

を

個
別

化
か

ら

脱
却
さ

せ

る

も
の

ほ

言

語
な

の

で

あ

る
｡

2

ガ

ダ

マ

一

に

お

け
る

｢

疎
隔
+

の

概

念

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

陥
っ

た

ア

ポ

リ

ア

が
､

ガ

ダ

マ

ー

の

『

真
理

と

方

法
』

に

お

け
る

解

釈
学

的
哲
学
の

中
心

的

問
題
と

な
る

｡

ガ

ダ
マ

ー

の

解

釈

学
ほ

､

個
別

的

解

釈

学
か

ら
一

般
解
釈

学
へ

､

精

神
科

学
の

認

識
論
か

ら

存
在
論
へ

と
い

う
二

つ

の

動
き

を

綜
合
す

る

こ

と

を
め

ざ

す
だ

け
で

な

く
､

ハ

イ

デ
ブ

ガ

ー

と
は

逆
に

､

存

在
論
か

ら

認

識
論
的

問
題
へ

の

回

帰
の

動
き

を

開

始
す
る

の

で

あ

る
｡

ガ

ダ
マ

ー

は

歴

史
や

伝

統
に

対

す
る

態

度
を

､

疎
隔
(

く
e

r
f

r

2

⊇
↑

d

亡

日
羽
)

と

帰
属
(

N

点
e

F

腎
芯
材
e
i

t
)

と
い

う

対

立

す
る

概
念
で

表

わ

す
｡

現

在
と

過

去
と
の

間
の

緊
張

関

係
こ

そ
､

解
釈
学
に

と

り
､

中
心

的
で

生

産
的
な

要
素
で

あ

る
｡

J ∂J
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解
釈
学

的

意
識
と

事
物
と
の

問
に

は
､

｢

事
実

､

親

和

と

違

和

と
の

対

極

性
が

生
じ

る
｡

解
釈

学
の

務
め

は
､

ま

さ

に

こ

の

対

極

(

8
)

性
に

基
づ

い

て

い

る
｡

+

｢

わ

れ

わ

れ

に

と

り
､

伝
統
が

占

め
る

位
置
ほ

､

こ

の

親
和

と

違
和
と
の

中

間
で

あ
る

｡

史
料
編
纂
的
な

意
味
で

､

わ

れ

わ

れ

か

ら

距

離

を
お

い

た

客
観
性
と

､

伝
統
へ

の

帰

属
と
の

間
に

確
立

さ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ

る
､

こ

の

両

者
の

問
(

N

w
訂
ロ

ビ
e

且

に

こ

そ
､

解

釈

学
ほ

そ

の

(

9
)

真
の

場
を

も
つ

の

で

あ

る
｡

+

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ

の

疎
隔
と

帰
属
の

経
験
と

の

問
の

葛
藤
ほ

､

『

真
理

と

方

法
』

で

は
､

次
の

三

つ

の

領
域
で

探
求
さ

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

美

的
領
域

､

歴
史

的

領
域

､

言

語
的

領
域
で

あ
る

｡

疎
隔

､

隔
た

り

は

肯
定

､

否
定
両

面
の

機
能
を

も
つ

｡

ち
ょ

う
ど

作
品

を

鑑
賞
す

る

の

に

適
し

た

美
的

距
離
が

あ
る

よ

う
に

､

｢

時

間

的

距

離
+

を

お

い

て
､

ほ

じ

め
て

テ

キ
■

ス

ト

の

言

わ
ん

と

す

る

と
こ

ろ
が

把

握

で

き
る

｡

テ

キ

ス

ト

の

媒
介
す
る

の

は

著
者
の

生

や

意
見
で

ほ

な

く
､

テ

キ

ス

ト

が

指
向

す
る

も
の

で

あ
る

｡

解
釈

学
の

課

題
ほ

テ

キ

ス

ト

を

理

解
す

る

こ

と

で

あ

り
､

著
者
を

理

解
す
る

こ

と
で

は

な
い

｡

｢

時

間

的

距

離
+

と

｢

歴

史
的

了

解
+

と
い

う
二

つ

の

概

念
は

､

こ

の

こ

と

を

明

証

し
て

く
れ

る
｡

テ

キ

ス

ト

が

了

解

さ

れ

る

の

は
､

そ

こ

に

人
間

問
の

関

係
が

含
意
さ

れ

て

い

る

か

ら

で

ほ

な

く
､

テ

キ

ス

ト

が

伝
達
す
る

主

題
に

参
加
で

き
る

か

ら
で

あ

る
｡

甜
一

⊥

｢

了

解

す

る

こ

と

自
体
は

､

主

観
性
の

行
為
と

し
て

よ

り
も

､

伝
達
の

出
来
事
に

入
る

こ

と
､

と

み

な

さ

れ

る

ぺ

き
で

､

常
に

過

去
と

現

在
と

ほ
､

そ

の

伝

達
の

出
来
事
に

お

い

て

床
介
し

あ
っ

て

(

1 0
)

い

る
｡

+

問

題
は

こ

の

時
間

的
距

離
を
い

か

に

し
て

埋

め

て
､

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

生

じ

て

い

る

意
味
の

疎
外

(

E
n
t
h

岩
ヨ
d

亡

n

巴

を

克
服

す
る

か

で

あ

る
｡

ガ

ダ
マ

ー

は

そ

こ

で

通
用

(

A
n

w
2
】

邑
仁

口

巴

と

い

う

概
念
を

も

ち

だ

す
｡

了

解

す
る

こ

と

ほ
､

テ

キ

ス

ト

を

現

代

の

状
況
に

適
用

す

る

こ

と
で

あ

る
｡

｢

わ

れ

わ

れ

の

テ

ー

ゼ

は
､

し

た

が
っ

て
､

歴

史
的

解

釈
学
も

(

1 1
)

ま
た

､

通
用
の

操
作
を

お

こ

な

う
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

+

ガ

ダ

マ

ー

ほ

人
間
が

歴

史
か

ら
さ

ま

ざ

ま

な

影

響
を

受
け
て

形

成

す
る

歴

史
的
意
識
を

反

省
し
て

､

そ

れ

を

｢

作
用
の

歴

史
の

意

識
+

(

W
i

【

打
戸
口

思
g
①
∽

已
F
-

c

F
t
】
-

已
F
①

∽

出
e

w
亡
∽
∽

t

邑
n
)

と

表

現

す
る

｡

そ

れ

ほ

歴

史
が

常
に

作
用

し
て

い

る
､

と
い

う

意
識
で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

ほ

過

去
が

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

客

体

と
な

る

よ

う
に

は
､

歴
史
的

生

成
か

ら

離
脱
す

る

こ

と

も
､

歴

史
に

距

離
を

お

く
こ

と

も
で

き

な

い
｡

わ
れ

わ

れ

ほ

常
に

歴

史
の

中
に

位
置
づ

け

ら
れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡
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ガ

ダ
マ

ー

は

こ

の

歴

史

的
作

用
の

意
識
を

､

我
=

汝
の

対

話
関

係
に

よ
っ

て

説
明

す
る

｡

こ

の

汝
ほ

､

我
の

投
影

と
し

て

の

汝
で

な

ぐ
､

語
り
か

け
る

伝
統
と

し

て

の

汝
で

あ
る

｡

こ

の

解
釈
学

的

関
係
に

お

け
る

汝
は

､

我
に

語
ら

せ

る

開
か

れ

た

態

度
を

も
っ

た

汝
で

.

あ
る

｡

我

は
､

汝
の

呼
び

か

け
に

対

し

て

耳

を
ふ

さ

ぐ
の

で

な

く
､

歴

史
的

作
用
の

意
識
に

含
ま

れ

る

伝

統
に

対

し
て

開
か

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

歴

史
的
通
産

と
の

出
会

い

の

経

験
が

､

｢

解

釈
学

的

経
験
+

で

あ

る
｡

こ

の

経

験

と
は

｢

知

る

こ

と

で

は

な

く
､

経

験
に

対

し

て

開
か

れ

て

い

る

こ

と
+

で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

に

お

け
る

我
--

汝
の

関

係
は

人

間
関

係
で

は

な
い
｡

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

歴

史
的

通
産
は

語
り

か

け
､

要
求
し

､

読
者

は

そ

れ

に

応
え

る

相

互

性
を

も
つ

｡

テ

キ

ス

ト

を

し
て

語
ら

し

め

る

読
者
は

､

対

象
と
い

う
よ

り
､

主

体
と

し

て

テ

キ

ス

ト

に

対
し

て

開
か

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

こ

で

テ

キ

ス

ト

に

お

け

る

我
=

汝
の

関

係
は

､

問
い

=

答
え
の

関
係
で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

に

対
し

､

問
い

が

な

さ

れ
､

も
っ

と

深
い

意
味
に

お

い

て
､

解

釈

者
に

問
い

が

な

さ

れ

る
｡

解
釈
学

的
経

験
の

弁
証

法
的

構
造

は
､

そ

れ

自
体

､

問
い

=

答
え
の

構
造

を

反

映
し

て

い

る
｡

し
か

し
テ

キ

ス

ト

は

文

字
言

語

に

よ

っ

て

固
定
さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

こ

一
､

一

-

山
,

ふ

†
■p

専
J

で

テ

キ

ス

ト

を

ギ

グ
･

ア

ン

ド
･

テ

イ

ク

の

対

話
関
係
に

入

ら

せ

る

必

要
が

あ

る
｡

解

釈
学
の

課

題
は

､

｢

テ

キ

ス

ト

が

陥
っ

て

い

る

(

固
定
さ

れ
､

書
か

れ

た

形
と

し

て
)

疎
外
か

ら

テ

キ

ス

ト

を

引

き
だ

し

て
､

対

話
の

生
き

た

現

在
に

も

ど

す
こ

と
で

あ

る
｡

対

(

㌶
)

話
の

最
初
の

成
就
は

問
い

と

答
え

で

あ

る
｡

+

テ

キ

ス

ト

を

了

解

す
る

こ

と
は

､

テ

キ

ス

ト

の

問
い

を

了

解
す

る

こ

と

で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

を

解

釈

す
る

こ

と

は
､

意
味
ま
た

は

問
い

の

地

平
､

テ

キ

ス

ト

の

意
味
の

指
向

が

決

定

さ

れ

て

い

る

地

平
と

､

解
釈
者
の

地

平

と
が

融
合

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

異
な
っ

た

状
況
に

位
置
し

て

い

る

二

つ

の

意
識
間
の

遠
隔
交

流
は

､

両

者
の

地

平
の

融
合

(

試
O
r
i

N

O

n
t

畠
記
C

F

ヨ
巴
N

亡

口

巴

に

よ

っ

て

実

現

す

る
｡

逆
に

い

え

ば
､

了

解

す
る

に

は
､

遠
い

も
の

､

近
い

も
の

､

開
か

れ

た

も

の

の

間
に

隔
り

が

前
提
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

､

わ
れ

わ

れ

が

住
ん

で

い

る

の

は
､

閉
じ
た

地

平
で

も
､

唯
一

の

地

平
で

も

な
い

｡

こ

う

し
た

地

平
の

融
合
を

可

能
に

す
る

の

は
､

人

間
の

経

験
の

言

語

性
S

p

岩
C

E
-

c

E

邑
t

で

あ

る
｡

言

語
は

わ

れ

わ

れ

の

｢

生

世

界
+

を

露
わ

に

し
､

逆
に

､

世

界
を
も

つ

こ

と
は

､

同

時
に

言

語
を

も
つ

こ

と
で

あ
る

｡

｢

言

語
の

本

質
的
に

人

間

的
な

性
格
は

､

同

時
に

､

人

間
の

骨

ば
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界
内

存
在
の

根
浜
的
に

言

語

的
な

性

希
を

意
味
す
る

｡

そ

れ

ゆ

え

わ

れ

わ
れ

が
､

解
釈

学

的
性
格
の

言

語
的
構
造
に

適
合
す

る

地

平

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に

到

達
す
る

に

は
､

言

語
と

世

界
の

関

係
を
た

ど

ら

な

け

れ

ば

な

(

u
)

ら

な
い

｡

+

解
釈
学
的
経

験
は

､

言

語
に

先

行

す
る

の

で

な

く
､

言

語
に

お

い

て
､

言

語
を

通

し
て

生

起
す
る

も

の

で

あ

る
｡

言

語
性
は

､

歴

史
的
人

間
が

世

界
内

存
在
と
な

る

道
を

き

り

ひ

ら

く
｡

わ
れ

わ

れ

の

経

験
が

普
遍
的
に

言

語

的
で

あ

る

こ

と

ほ
､

わ

れ

わ

れ

が

記
号

､

作
品

､

テ

キ

ス

ト

の

解

釈
を

必

然
的
に

経

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

こ

と

を

意
味

す
る

｡

作
品
や

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て
､

文
化

的
遺

産
は

､

わ

れ

わ

れ

が

解
読
す
べ

く
､

わ

れ

わ

れ

に

提
示
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

｢

わ

れ

わ

れ

は

対

話
で

あ

る
+

ロ
p
s

G
e

∽

勺

誌
c

F

d

p
∽

鼓
:

i

n

d
.

と

ガ

ダ
マ

ー

は

く

り
か

え

し

語
る

｡

し

か

し

対

話
に

お

け
る

了

解

ほ
､

対

話
者
を

了

解
す
る

の

で

は

な
い

｡

対

話
に

お

い

て
､

言

わ

れ

た

も
の

が

了

解
さ

れ

る

や
､

対

話
者
は

い

ず
れ

も

消
え

て

し

ま

う
｡

ヽ

ヽ

わ

れ

わ

れ

は

言

わ

れ

た

も
の

に

お

い

て
､

了

解
し

あ
っ

て

い

る
｡

ヽ

ヽ

こ

の

よ

う

な
､

了

解
に

お

け

る

も
の

の

支

配
は

､

言

語

性
が

｢

書

記
体
+

S
c

F
ユ

E
i

c

F

訂
-

t

に

な
る

と
き

､

さ

ら

に

明

瞭
に

な

る
｡

つ

ま

り

言

語
に

よ

る

媒
介
が

､

テ

キ

ス

ト

に

ょ

る

媒

介
と

な
る

と

ヽ

ヽ

き
で

あ

る
｡

距
離
を
お

い

て

伝

達
さ

れ

る

の

は

｢

も
の

と
し

て

の

朗
一

.⊥

テ

キ

ス

ト
+

で

あ

る
｡

こ

れ

ほ

著
者
に

も
､

読
者
に

も

属
さ

ぬ

も

の

で

あ

る
｡

｢

会
話
に

お

け
る

と

同

様
､

了

解
ほ

言

わ

れ

た

も

の

の

意
味
を

強
化

す
る

よ

う
に

し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い
｡

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

言

わ

れ

た

も

の

は
､

テ

キ

ス

ト

に

附
随
す
る

一

切

の

偶

有
事
か

ら

切

り

離
さ

れ

て
､

そ

の

理

念

性
に

お

い

て

捉

え

ら

れ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

そ

の

理

念
性
の

外

側
で

は

テ

キ

ス

ト

は
一

切
の

有
効

性

を

失

う
｡

こ

う
し

て
､

書
か

れ

た

も
の

に

よ

る

固
定

が
､

了

解
せ

ん

と

す
る

読
者
を

､

真
理
の

要
求
の

弁
護
者
と

す
る

の

は
､

ま
さ

に

固

定
化

が

書
か

れ

た

も
の

の

意
味
と

､

書
く

人

と

を

完
全
に

分

離

す

(

M
)

る

か

ら

で

あ
る

｡

+

ヽ

ヽ

こ

の

よ

う

な
､

も

の

と

し

て

の

テ

キ

ス

ト
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

よ

る

固
定

化
が

つ

く
り

だ

す
､

新
た

な

疎
隔
こ

そ
､

精
神
科

学

の

客

観
化
を

可

能
に

す

る

の

で

あ

る
｡

註

リ

ク

ー

ル

の

解
釈
理

論
に

お

け

る

｢

疎
隔
+

の

機
能

リ

ク

ー

ル

は

ガ

ダ
マ

ー

の

『

真
理

と

方

法
』

の

本
質
的

原

動
力

と

な
っ

て

い

る
､

疎
隔

と

帰
属
と
い

う
対

立

概
念
を

重

視
し

､

⊥

見

逆
説

的
な
が

ら
､

疎
隔
の

機
能
こ

そ
､

テ

キ

ス

ト

解
釈

を

可

能
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に

す
る

も

の

で

あ

る

こ

と

を
､

ガ

ダ
マ

ー

以

上
に

積

極

的
に

強
調

し
､

立

証
し

ょ

う
と

し
て

い

る
｡

そ

れ

は

ガ

ダ

マ

ー

の

延

長
で

あ

る

と

同

時
に

､

新
た

な

展
開

で

あ

る
｡

疎
隔
と

訳
し

た

原
語

く
e

r

冒
｡

ヨ
d

呂
的

ほ
､

ブ

レ

ヒ

ト

の

演

劇

理

論
に

お

け
る

く
e

r
f

l
e

m
d

仁

n

笥
e

評
打
t

に

よ

っ

て

知
ら

れ

て

い

る
｡

異
化

効
果
と

訳
さ

れ

て

い

る

そ

の

語

は
､

演
技
者
が

そ

の

役

割
と

の

間
に

距

離
を

保
つ

こ

と

に

よ
っ

て

得
ら
れ

る

効
果
を

意
味

す

る
｡

リ

ク

ー

ル

ほ

く
e

旨
e

m
d

亡

品

を

d
i

∽

t

呂
C
-
N

邑
O

n

巴
㌫
n
･

甲
ロ
t
e

ま

た

は

単
に

d
山

霊
呂
C
小

邑
O

n

と

訳

し

て

い

る
｡

d
i

琵

琶
･

c

監
-

O

n

は

新
語
で

あ

り
､

前
記
の

異
化

効
果
の

意
味
の

ほ

か

に
､

対

象
と

隔
た

り

を
お

く
こ

と

を

意
味
す
る

｡

そ

し

て

リ

ク

ー

ル

は

む
し

ろ
む

已
か

n

p

ロ
t

e

と
い

う

形
容
詞
を

ほ

ず
し

て
､

d
i

s

t

甲
ロ
C

訂
t
-

O

n

だ

け

を

用
い

る

場
合
が

多
い

｡

ヽ

ヽ

リ

ク

ー

ル

は

｢

真
理
か

方

法
か
+

､

｢

疎
隔
か

帰
属
か
+

と

い

う

二

者
択

一

を

排
し

､

両

者
の

弁
証

法

的
統

合
を

は

か

ろ

う

と

す
る

｡

｢

帰
属
の

経

験
と

疎
隔
と

の

間
の

あ

る

種
の

弁

証

法
が

､

解
釈

学
の

内

面

生

活
の

原
動

力
､

鍵
と

な

る

よ

う
､

解

釈

学
的

問

題
の

最
初
の

場
を

移

動
さ

せ
､

解

釈

学
の

基
本

問
題
を

再

編

成

す
る

こ

(

1 5
)

と

が

必

要
な
の

で

は

な
い

か
､

と

私
に

は

思
わ

れ

る
｡

+

リ

ク

ー

ル

の

解

釈
学
の

中

心

問
題
は

テ

キ

ス

ト

解

釈
の

問
題
で

あ
り

､

そ

れ

に

ょ
っ

て

か

れ

は
､

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

｢

了

解
の

存

在
論
+

を

止

揚
し

ょ

う

と

す
る

｡

リ

ク

ー

ル

は

テ

キ

ス

ト

解
釈
を

通
じ

て
､

疎
隔
の

概
念
を

導
入

す
る

｡

｢

テ

キ

ス

ト

は

私
に

と

り
､

人

間
内
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

特
殊
事
例
で

あ

る

よ

り

も
､

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

に

お

け
る

疎

隔
の

範
例
で

あ
る

｡

そ

の

意
味
で

､

テ

キ

ス

ト

は

人

間

経

験
の

歴

史

性
の

根
本

性
格
を
示

す
｡

つ

ま

り
､

歴

史
性
と

は

隔
り

に

お

け

る

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

､

遠
隔
コ

､

､

､

二
-

ケ

ー

シ

ョ

ン

な
の

で

(

1 6
)

あ

る
｡

+

ユ

タ

,
チ

ュ

ー

ル

リ

ク

ー

ル

は

テ

キ

ス

ト

を
､

文

字
言

語
に

よ

っ

て

固

定
さ

れ

た

も
の

､

と

簡
単
に

定

義
す
る

｡

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て
､

疎
隔
は

そ

の

本

質
的

部

分

を

な

す
｡

疎
隔
の

契
機

は
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

デ
ィ
ス

ク

ー

ル

よ

る

固
定

化
の

中
に

､

ま
た

言

述

の

伝

達
に

関
す
る

あ

ら
ゆ

る

現

象
の

中
に

含
ま

れ

て

い

る
｡

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

は

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

物

質
的
固
定

だ

け
に

還

元
さ

れ

な
い

の

で

あ

り
､

そ

の

固
定

化
ほ

､

テ

キ

ス

ト

の

自
律
と

い

う
､

は

る

か

に

根

本

的
な

現

象
の

条
件
と
な

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

三

重

の

自
律
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

著
者
の

意
図
に

対

す
る

自

律
､

文
化

的

状
況

や

テ

キ

ス

ト

創

造
の

社

会

的

条
件
づ

け
の

状
況
に

対

す
る

白

律
､

そ

し
て

テ

キ

ス

ト

の

最
初
の

受
け

手

に

対

す
る

自

律
で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

は

作
品

畑
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の

世

界
と

し
て

､

著
者
の

世

界
を

超
え

て

自
律
し
て

い

る
｡

そ

こ

で

テ

キ

ス

ト

の

問
題
は

作
品
せ

界
の

問
題
に

移
っ

て

い

く
｡

リ

ク

ー

ル

は

｢

疎
隔
+

を

媒
介
に

､

解

釈
学
の

問
題
を

｢

世

界
+

の

問

題
に

結
び

つ

け

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

過

程
を

､

リ

ク

ー

ル

は

次
の

五

つ

の

主

題
に

分

け

て
､

脱
次
た

ど
っ

て

い

く
｡

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

と

し
て

の

言

語
実

現

▲

デ

ィ
ス

ク

ー

ル

言

述
と
い

う
､

ま

と

ま
っ

た

文

を

単
位
と

す
る

言

語
表
現
に

は
､

話
し
こ

と
ば

と

書
き
こ

と

ば
の

両

方
が

含
ま

れ

る

が
､

話
さ

れ

た

場
合
に

も
､

す

で

に

原

始
的
な

疎
隔

を

呈

し

て

い

る
｡

こ

の

原
始
的
な

疎
隔
ほ

､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

お

け

る

意
味

と

出
来
事
の

弁
証

法
と

し
て

現

わ

れ

る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

一

方

で
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

出
来

事
と

し
て

与

え

ら
れ

る
｡

つ

ま

り
コ

ー

ド

が

メ

ァ

セ

ー

ジ

化

さ

れ
､

ラ
ン

グ

が
バ

ロ

ー

ル

化

さ

れ

る

出
来
事
で

あ

る
｡

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

人

称

代

名
詞

な

ど
で

､

語
る

主

体
を

示

し
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

指
示
し

､

表
現

す
る

世

界

を
も

ち
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

よ

っ

て
､

世

界
が

言

語
に

到

来
す
る
｡

最
後
に

､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

ほ

対

話
の

相

手
､

受
け

手

を
も

つ
｡

ヽ

ヽ

他

方
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

意
味
と

し

て

理

解
さ

れ

る
｡

言

語
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

意
味
す
る

も
の

で

あ

る

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

出

来
事
が

意
味
へ

超
出
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

で

あ

る
｡

最
初
の

疎
隔
は

､

ク

言
わ

れ

た

も
の
″

の

中
に

お

け

る

〝

言

う

こ

と
″

の

疎
隔

で

あ

る
｡

つ

ま

り
ノ
エ

マ

と
ノ

エ

シ

ス

と
の

間
の

関

係
に

そ

れ

は

存
し
て

い

る
｡

リ

ク

ー

ル

ほ

こ

の

〝

言

わ

れ

た

も
の
″

と

〝

言

う
こ

と
〟

の

関

係
を

解
明

す
る

の

に
､

オ

ー

ス

テ

イ

ン

ナ

｢

A

宏
t

F

や

サ

ー

ル

ナ

R
･

S
e

邑
e

の

｢

言

行

為
+

S

勺
e

2

C

F
A
c

t

理

論
を

参
照

す

る
｡

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

行
為
は

次
の

三

つ

の

レ

ベ

ル

に

分
れ

る
｡ヽ

1

表
現

的
行

為
P
n
t

e

-

O
C

邑
｡

ロ

ロ

巴
【
e

の

レ

ベ

ル
｡

つ

ま

り

言

ヽ

ぅ
行

為
で

あ

り
､

命
題
と
し

て

の

文
に

よ

り

外

在
化
さ

れ

る
｡

2

非
表

現

的

行
為

買
t

e

i

】

宮
邑
｡

ロ

ロ

p

5
.

の

レ

ベ

ル
｡

つ

ま

り

言

い

な
が

ら

す
る

こ

と
で

､

命
令
法

､

直
説

法

と
い

っ

た

文

法

的
な

範
列
で

外
在
化
さ

れ

る
｡

3

表
現

遂

行

的

行

為
p
c

t

e

p
e
r
-

9

ヽ

ヽ

ヽ

C

邑
O

n

ロ

P

キ
e

の

レ

ベ

ル
｡

つ

ま

り

話

す
こ

と

に

よ

っ

て

す
る

こ

と
､

こ

れ

ほ

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

中
で

も
っ

と

も

記

述

し
に

く

く
､

も
っ

と

も

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

的
で

な
い

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

意
味
作
用
は

命

題
と

し
て

の

文
だ

け
で

な

く
､

ア

ス

ペ

ク

ト

さ

ま

ざ

ま
な
レ

ベ

ル

で
､

さ

ま

ざ

ま

な

相

を

表
わ

し

得
る

の

で

あ

り
､

逆
に

そ

れ

が

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

を

作
品
や

文

書
と

し
て

外

在

化

す
る

の

を

可

能
に

す
る

の

で

あ

る
｡

J ββ
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作
品

と

し

て

の

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

作
品

概
念
の

特

質
と

し

て
､

リ

ク

ー

ル

は

次

の

三

つ

を

挙

げ
る

｡

第
一

に

作
品
ほ

文
よ

り

長
い

要
素
連
続
か

ら

成
る

こ

と
｡

第
二

に
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

を

詩
､

物

語
な

ど

と

す
る

コ

ー

ド

化
の

形
式

に

従

う
こ

と
｡

第
三

に
､

様

式
､

文

体
と
い

う

個
人
に

独

白
の

形

状
を

与
え

ら

れ

る

こ

と
｡

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

実

現
は

こ

こ

で

は
､

｢

作
品
に

客

体

化

さ

れ

る
+

実
践
活

動
と

な

り
､

制
作
や

生

産
に

特

有
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

を

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

導
入

し
な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

作
品
の

出
来
事

と
は

､

様
式
化

自
体

で

あ

る

が
､

そ

れ

ほ

複
建
で

具
体

的
な

状
況

と

弁
証

法
的
関
係
に

入

る
｡

著
者
と
い

う
こ

と

ば

は
､

文

体

論
に

属
す
る
｡

話
し

手

以

上
に

､

ア

ル

チ

ザ
ン

著
者
ほ

言

語

作
品
に

お

け

る

職
人

で

あ

る
｡

そ

れ

と

同

時
に

､

著

者
と
い

う
カ

テ
ゴ

リ

ー

ほ
､

そ

れ

が

作
品

全

体
の

意
味
と

同

時
で

あ

る

と
い

う

意
味
で

､

解
釈
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

で

も

あ

る
｡

人
は

個

人

的
作
品
を

産
み

だ

す
こ

と
に

お

い

て

個
人

と

な
る

の

で

あ

り
､

作
品
に

自
署

す
る

こ

と

は
､

こ

の

関

係
の

標

識
に

す

ぎ

な
い

｡

作
品
を

解

釈

す
る

こ

と
は

､

作
品
に

お

け

る

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

を

識
別

す
る

こ

と

で

あ

る

が
､

こ

の

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

作
品
の

構
造

に

お

い

て
､

構
造
に

ょ
っ

て

の

み

与

え

ら
れ

る

も

の

で

あ

る
｡

｢

そ

れ

ゆ
え

､

解
釈
と

は
､

人

間
が

自
分
の

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

作
品
の

中
に

客
体

化
さ

れ

る

こ

と

に

ょ
っ

て

つ

く

り
だ

さ

れ

る

こ

(

ュ7
)

の

基

本

的
疎
隔
の

模
写
で

あ

る
｡

+

バ

ロ

ー

ル

と
エ

ク

リ

チ

斗

-

ル

の

関
係

バ

ロ

ー

ル

か

ら
エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

移
行

す
る

と

き

に
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

起
る

も

の
､

そ

の

第
一

は

前
述
の

よ

う
に

､

著
者
の

意
図
か

ら

テ

キ

ス

ト

が

自
律
す
る

こ

と

で

あ
る

｡

テ

キ

ス

ト

の

意

味
す
る

も
の

､

言

語
的

意
味
と

､

著
者
の

言

わ

ん

と
し

た

こ

と
､

つ

ま

り

心

理

的
意
味
と
は

別
の

運

命
を

た

ど

る
｡

こ

の

第
一

の

自
律
ほ

､

ガ

ダ

マ

ー

が

そ

の

く
e

旨
e

m

賢
ロ

g

概

念
に

与

え

る

否

定
的
ニ

ュ

ア

ン

ス

に

ほ

還
元

さ

れ

な
い

､

肯
定

的
､

横
極
的

意
味
を

わ

れ

わ

れ

に

認

め
さ

せ

て

く
れ

る
｡

こ

の

自
律
の

お

か

げ
で

､

著
者
の

有
限

な

意
図
か

ら
テ

キ

ス

ト

が

分

離
さ

れ

る

可

能
性
が

で

て

く
る

｡

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

に

ょ

っ

て
､

｢

テ

キ

ス

､

､

(

娼
)

ト

の

〝

世

界
″

は

著
者
の

世

界
を

破

砕
す
る

｡

+

テ

キ

ス

一

生

産
の

社

会

的
条

件
に

つ

い

て

も

同

様
で

あ

り
､

テ

ヽ

ヽ

キ

ス

ト

は

新
し
い

状

況
の

中
で

再
び
コ

ン

テ

キ

ス

ト

を

つ

く

り

だ

一7

せ

る

よ

う
､

コ

ン

テ

キ

ス

ト

を

破

壊
し

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
｡

こ

畑
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れ

ほ

読
む

行

為
に

よ
っ

て

な

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

書
か

れ

た

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

が

対

話
と

し

て

の

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

の

条
件
を

超
え
る

こ

と
に

よ

り
､

書
く

=

読
む
は

､

話
す
=

聞

く
の

特
殊
事
例
で

は

な

く
な

る
｡

こ

の

テ

キ

ス

ト

の

自

律
ほ

､

次
の

よ

う
な

第
一

の

重

要
な

解
釈

学
的
帰

結
を

導
き

だ

す
｡

｢

疎
隔
ほ

方

法

論
の

産
物
で

は

な

く
､

し
た

が

っ

て

余
分
な

も

の

で

も
､

寄
生

的
な

も

の

で

も

な
い

｡

疎
隔
は

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

と

し
て

の

テ

キ

ス

ト

現

象
を

構
成

す
る

も

の

で

あ

る
｡

同

時
に

､

疎
隔
は

解
釈
の

条
件

で

あ

る
｡

£
r
h

岩
m
d

亡

ロ

g

ほ

了

解
す

る

た

め

に

克
服
す
べ

き

も
の

で

あ
る

と
い

う
だ

け

で

な

く
､

了

解
を

条

(

1 9
)

件
す

け
る

も
の

で

も

あ
る

｡

+

テ

キ

ス

ト

世

界

こ

の

よ

う
に

作
品

解
釈
に

お

い

て
､

エ

ク

リ

チ

ュ

ー

ル

に

よ

る

疎
隔
と

､

構
造
に

よ

る

客

体
化

と

を

重

視
す
る

以
上

､

デ
ィ

ル

タ

ィ

流
に

､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

の

客
体

化

を

通

し
て

表
現
さ

れ

る

異

質
の

生
を

理

解

す
る

と
い

う
､

心
理

主

義
的

､

歴

史

的

解

釈
は

受

け
入

れ

ら

れ

な
い

｡

と
し

て

も

著
者
の

魂
を

理

解
す
る

こ

と

を

断

念
し

た

わ

れ

わ

れ

ほ
､

作
品
の

構

造
を

再

建
す
る

こ

と
に

と

ど

ま

っ

て

し

ま

う
の

か
｡

リ

ク

ー

ル

は

こ

こ

で
､

｢

テ

キ

ス

ト

世

界
+

加

と
い

う

概
念
を

導
入

す
る

｡

ど

ん

な

命
題
に

お

い

て

も
､

フ

レ

ー

ゲ

の

言

う
､

意

味

S

訂
n

と

指
示

哲
d
e

已
亡

口

粥

(

リ

ク

ー

ル

は

こ

れ

を
r

巴
か
【

e

n
C

e

と

翻
訳

す
る
)

が

区

別

さ

れ

る
｡

意
味
は

命
題
の

思

念
す
る

理

念
的
対

象

で
､

そ

れ

は

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

純
粋
に

内

在
す
る

｡

命
題
の

指
示

は

現

実

世

界
に

到
達
し

ょ

う

と

す
る

主

張
で

あ

る
｡

指
示

を

も

た

ぬ

ラ

ン

グ

と
､

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

は

こ

の

点
で

対

立

し
､

そ

れ

は

事

物
を

指
向

し
､

現

実
に

通
用
さ

れ
､

世

界
を

表

現

す
る

の

で

あ
る

｡

会
話
の

易
合

､

指
示
ほ

公

然
で

あ

り
､

共

通
の

状
況

に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

る
｡

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

は
､

エ

ク

リ

チ
ュ

ー

ル

が
､

何
よ

り
も

作
品
の

構
造
が

､

指
示

を

根
本
的
に

変
え
て

し

ま

う
｡

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

著
者
と

読
者
に

共

通
の

状
況

は

な

く
､

指
示

す
る

具
体

的
条
件
ほ

､

も

は

や

存

在
し

な
い

｡

し

か

し

そ

の

こ

と

が

ま
さ

に

｢

文

学
+

の

現

象
を

可

能
に

す

る
｡

｢

文

学
+

で

は
､

い

か

な

る

現

実

指
示

も

廃

棄
さ

れ

る
｡

ヽ

ヽ

他

方

で

は
､

現

実
に

再
び

到

達
し

な
い

よ

う

な
､

い

か

な

る

フ

ィ

ク

テ

ィ

■グ
な

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

も

存
在

し

な
い
｡

た

だ

し

そ

れ

が

到

達
す
る

の

は

別
の

レ

ベ

ル

に

お

い

て

で

あ

り
､

そ

れ

は

日

常
言

語

と
は

異
な

る
､

詩
的
言

語
の

到

達
す
る

レ

ベ

ル

で

あ

る
｡
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ヅ

ノ

､

ノ

一

一

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

や

詩
に

よ

っ

て

な

さ

れ

る
､

第
一

段
の

指
示
の

廃

棄
は

､

第
二

段
の

指
示
が

解

放
さ

れ

る

た

め

の

条
件
で

あ

る
｡

第
二

段
の

指
示

は

世

界
に

到

達
す
る

｡

そ

れ

は

操
作
可

能
な

事
物

の

世

界
で

は

な

く
､

フ

ァ

サ

ー

ル

の

｢

生

世

界
+

､

ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

の

｢

世

界
内

存
在
+

の

レ

ベ

ル

の

世

界
で

あ
る

｡

こ

こ

で

リ

ク

ー

ル

は
ハ

イ

デ
ッ

ガ

ー

に

依

拠
し
て

説
明

す

る
｡

解
釈
す
る

こ

と
は

､

テ

キ

ス

ト

に

よ
っ

て

企

投
さ

れ

た

世

界
内

存
ヽ

在
の

様
態

を

認

識
す
る

こ

と
､

テ

キ

ス

ト

の

背
後
に

で

な

く
､

前

ヽに

展
開

さ

れ

る

世

界
内

存
在
の

あ

り

方
を

明

白
に

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

『

存
在
と

時
間
』

に

お

け

る

了

解

理

論
は

､

他

者
理

解
に

は

結
び

つ

か

ず
､

了

解

は

世

界
内

存
在
の

構
造
と

な

る
｡

リ

ク

ー

ル

は

｢

企

授
+

と
い

う
ハ

イ

デ
ァ

ガ

ー

の

概
念
か

ら
､

意
志

主

義
的

含
意
を

と
り

去
っ

て
､

そ

れ

を

テ

キ

ス

ト

理

論
に

適
用

す
る

の

で

あ
る

｡

一

.

▲

-

1 ノ

)

-

}

ぺ

J

㌻

｢

ま

さ

に

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

解

釈

す
べ

き

は
､

世

界
の

提
示

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

そ

こ

に

私
の

可

能
性
を

企

投
で

き
る

よ

う

な

世

界
で

あ

る
｡

そ

れ

を

私
は

テ

キ

ス

ト

せ

界
と

呼
ぶ

の

で

あ

り
､

､

､

(

2 0
)

こ

の

独

自
の

テ

キ

ス

ト

に

固
有
の

世

界
で

あ

る
｡

+

テ

キ

ス

ト

世

界
は

日

常
言

語
の

世

界
で

は

な

く
､

し

た

が
っ

て

そ

れ

ほ

現

実
と
の

疎
隔
を
な

す
､

新
し
い

仕
方
の

疎
隔
で

あ
る

｡

作
品

に

ょ

る

こ

の

現

実

指
示

は
､

日

常
言

語
の

指
示
と

断
絶
す

る
｡

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

や

詩
に

よ
っ

て
､

新
し
い

世

界
内

存
在
の

可

能
性

が

日

常
世

界
の

中
に

開
か

れ

る

の

で

あ

る
｡

作
品
の

前
で

の

自
己

了

解

テ

キ

ス

ト

は
､

そ

れ

を

床
介
に

し
て

わ

れ

わ

れ

が

自
己

了

解

す

る

も
の

で

あ
る

｡

い

か

な

る

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

も

誰
か

に

む

か
っ

て

語
ら

れ

る
｡

し
か

し

対

話
の

易
合

と

異
な

り
､

テ

キ

ス

ト

の

場
合

､

一

対
一

の

対

話
関

係
は

与
え

ら

れ

て

い

な
い

｡

そ

の
一

対
一

の

関

係
は

､

作
品

自
体
に

よ

っ

て

創
り

だ

さ

れ
､

制

定
さ

れ
､

確
立
さ

れ

る

も

の

で

あ

る
｡

｢

作
品
ほ

読
者
を

み

ず
か

ら

開

拓
し

､

そ

れ

に

ょ
っ

て

作
品

固

(

2 1
)

有
の

主

観
的
な

一

対
一

の

関

係
を

創
り
だ

す
の

で

あ
る

｡

+

テ

キ

ス

ト

を

了

解

す
る

こ

と

は
､

読
者
の

現

在
の

状

況
に

テ

キ

ス

ト

を

通
用

す
る

こ

と

で

あ

り
､

そ

れ

ほ

伝
統

的
に

､

｢

同

化
+

(

ぢ
p
r

O

甘
賢
｡

n
.

A
n
e

嘗
仁

n

巴

と

表
現

さ

れ

て

い

る
｡

同

化

ほ
､

ユ

タ

リ

≠
ユ

ー

ル

が

つ

く

り
だ

す

疎
隔
と

弁
証

法

的

に

結
び

つ

い

て

い

る
｡

同

化
に

ょ
っ

て

疎
隔
ほ

廃
棄
さ

れ

な
い

｡

そ

れ

は

む

し

ろ

同

化
の

相

補
物
な

の

で

あ

る
｡

疎
隔
の

お

か

げ

で
､

9

同

化
ほ

著
者
の

意
図
と
の

感
情
的

親
和
性
を

少

し

も

帯

び

な

く
な

乃
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る
｡

同

化
は

同

時

性
､

同
質
性
の

反
対

で

あ

る
｡

同

化
は

疎
隔
に

ょ

る

了

解
､

遠
隔
了

解
で

あ

る
､

と

言

う
こ

と
が

で

き
る
｡

同

化

は

ま

た
､

作
品

に

固

有
の

客
体

化

と
､

テ

キ

ス

ト

の

構
造

的
客

体

化
と

結
び

つ

く
｡

同

化
は

著
者
に

応
え

ず
､

テ

キ

ス

ト

の

意
味
に

応
え

る
｡

し

た

が

っ

て

こ

の

テ

キ

ス

ト

の

意
味
の

レ

ベ

ル

で
､

読
者
は

テ

キ

ス

ト

に

媒
介
さ

れ

て
､

よ

り

よ

く

自
己

了

解
を

す

る

こ

と
が

で

き
る

｡

こ

こ

か

ら
重

大
な

哲
学

的
帰

結
が

ひ

き

だ

さ

れ

る
｡

｢

コ

ギ

ト

主

義
の

伝

統
に

反

し
､

ま
た

直
観
に

よ
っ

て

主

体
が

自
己

認

識
す

る

と
い

う
主

張
に

反
し

､

わ

れ

わ

れ

は

文

化
の

作
品

の

中
に

登

録
さ

れ

た

人

間
の

記

号
と
い

う
､

大
い

な
る

迂
路

を

通

(

2 2
)

っ

て

し
か

､

自

己

了

解
で

き

な
い

の

で

あ

る
｡

+

ヽ

ヽ

愛
情
も

､

憎
し
み

も
､

あ
る

い

ほ

自
己

も
､

そ

れ

ら

が

言

語
に

ょ

っ

て

媒

介
さ

れ
､

文

学
に

よ

っ

て

分

節
さ

れ

な

け
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

は

そ

れ

ら
に

つ

い

て

何
を

知
り

得
よ

う
か

｡

わ

れ

わ

れ

が

同

化

す
る

テ

キ

ス

ト

世

界
は

､

テ

キ

ス

ト

の

背
後

に

で

な

く
､

テ

キ

ス

ト

の

前
に

あ

る
｡

そ

れ

は

作
品
が

発

見
し

､

展
開

し
､

啓
示
し

て

く
れ

る

も
の

で

あ
る

｡

了
解

す
る

せ
は

､

そ

こ

で

わ

れ

わ

れ

が

テ

キ

ス

ト

の

前
で

自
己
了

解
す
る

こ

と
で

あ

る
｡

テ

キ

ス

ト

世

界
ほ

フ

ィ

ク

テ

ィ

グ

に

な

る

に

つ

れ

て
､

ま

す
ま

す

現

実

的
に

な
る

の

だ

が
､

読
者
の

主

観
性
も

､

テ

キ

ス

ト

世

界
と

㈲
一

⊥

同

様
に

､

非
現

実
化

さ

れ
､

潜

勢
化
さ

れ

る

に

つ

れ

て
､

ま

す

ま

す

強

化
さ

れ

る
｡

｢

読
者
と

し
て

､

私
は

自
己

を

襲
失
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

の

み
､

(

2 3
)

自
己

を

発

見
す
る

｡

+

同

化

す
る

た

め
に

は
､

自
己

糞

失
と

自

己

批
判

と

が

要
求
さ

れ

る
｡

自
己

と
の

疎
隔
ほ

､

テ

キ

ス

ト

の

前
で

自
己

了

解
す
る

た

め

の

条
件
な
の

で

あ

る
｡

と
い

う
こ

と
は
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解
す
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化
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自
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棄
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す
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検
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概
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錬
し

て
､

テ

キ

ス

ト

解
釈
理

論
の

た

め

の

有
効
な

武
器
と

し

た
｡

こ

れ

は

リ

ク

ー

ル

が

ガ

ダ
マ

ー

の

舌

稀
記

念
献
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+
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よ
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を
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