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1921年夏学期講義におけるアウグスティヌ ス との対話か ら

ハ イデ ガー が受取っ た もの

上 　田　圭委子

は じめ に

本稿の 目的は ，若 きハ イデ ガ ー
の ，「ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス と新 プ ラ トン 主義」

と題 す る 講義 （1921 年）
1
を参照 し，そ こ で テ ク ス トと して 選ば れ た 『告 白』

第 10 巻 の 解釈を通 して ，ハ イデ ガ ー
が何 を受取 り， その 後 に 生 か して い っ

た の か を明 らか に する こ とで ある ．

　本稿で は
， まず， こ の 時期の ハ イデ ガ ー の 哲学的関心 とその 方法 に つ い

て 見た後 ，
この 講義 の 内容 を概観 しつ つ ，そ こ で ハ イ デ ガ ー

が何 に 注 目 し，

どの よ うにそ れ を解 釈 して い た の か を明 らか に す る ． そ して 最後 に ， こ の

講義 を通 じて の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス との 対話か ら，ハ イデ ガ ー
は何 を受 取 り，

主 著 『存在 と時聞』 （1927 ）の 中に 活か した の か ， また そ れ が どの よ うに

1　 本講 義の テ クス トは．Martin　Heidegger，　Gesamtausgabe　Band 　60，　Vittori。　Klostermann

　 Frankfurt　am 　Main ，1995 に 収 録 され て い る （以 ド 本 テ クス トをはじめ としたハ イデ ガー
全

　 集 か らの 引用 は，括弧 内 に GA 巻数 ，頁数 で 示すこ ととす る）．全集 第 60 巻 に は ハ イデ ガー

　 自身に よる講 義 ノ
ー

トの ほか に，講 義の ため の ハ イデ ガー自身に よ る メ モ （附録 D と，オ ス

　 カ ー・・ベ ッ か
一

の 聴講 ノ
ー

トか らの 補完 （附録 1 ）が，添えられ て い る の で，こ れらを適宜参照

　　した，本 講義 につ い て の 言及 の あ る 先行研 究として は，全集第 60 巻刊行以前 の もの で は，ベ ッ

　 カー
の 聴講 ノー一

トに基 づ い た Otto　P6ggeler，　 Karl　Rehman ，　 Marlbne 　Zarader らの 研究が

　 あ り，全集第 60 巻 刊行後の もの として は ，小野真 rハ イデ ッ ガ
ー

研 究　死 と言葉 の 思索』京

　 都大学出版会．2002 年，茂牧人 『ハ イデ ガーと神学」知泉書館 ，2011 年等があ る．小野氏

　 は，本講義 の 根本意図を，「ア ウグ ス テ ィ ヌ ス に おける事実 的牛 に おける宗教性 をとりだしつ つ ，

　 ア ウ グス テ ィヌ ス に影響 を 与えて い る新プ ラ トン 主義ない しギ リ シア 的思惟様式 に よっ て，い か

　 に そ の 宗教 的生 が 覆 い 隠され て い る か を暴露 し よ うとす る もの 」 （同苦 68 頁 ） として い る．茂

　 氏 の 見方 もほぼ 同じである．わた したちは ．こ れ らの 見方に 反対する もの で は ない が，ハ イデ

　 が 一
の 主 眼 は．あくまで も事実的 な 生 を取り出 そ うとす る こ とに あ っ た こ と を示 しつ つ ．その 事

　 実的 な生 の 内実 とは どの ようなもの か，また それ が ハ イデ ガ
’一自身の そ の 後 の 思索 に どの ように

　 関わ っ て い るの かを明らか にす る こ とを目指して い る．
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存在の 問い の 道程 の なか で 受継が れ て い る の か を， 見 る こ と とす る ，

1　 本講義 の 時期 におけるハ イデ ガー
の キ リス ト教お よび

　　　　　 ア ウグ ス ティヌ ス へ の 関心 の 所在

　ハ イデ ガ ーの 原始 キ リス ト教 お よ び ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に対す る 見 方 は
，

本講義 の 約 1年半前 の 講義の 中で ，す で に披瀝 され て い る，私 た ちは ，まず，

その 内容 を見 る こ とか ら始 めた い ．

　A　1919 ・ 20 年冬学期 『現 象学 の 根本 問題』 に お け る ハ イデ ガー の 立

場 とア ウグ ス テ ィ ヌ ス の 思想へ の 見通 し

　ハ イデ ガ ーは ， ア ウグ ス テ ィ ヌ ス 講義の 1 年半ほ ど前， 『現象学 の 根本問

題』講義 にお い て 「現 象学」は ，「事実的生」か ら考察 を開始 す る とする （GA58 ，

54）． こ の 「事実的生 」 に お い て 「出会 われ る」の は， 「周 辺 世界， 共世 界 ，

自己世 界， とい っ た純粋 な生 活世 界」 （GA58 ，
98 ）で あ る と され る の だが ，

そ の なか で ハ イデ ガ ー は， 「キ リス ト教の 成立 」が ，「事実的生 と，生 活世

界の 重点 を 自己世 界 と内的な経験 の 世界 に 置 く」 とい うこ との 「最 も深 い

史的範型」 で あ る と し， そ こで は 「自己世界が 自己世界 と して 生 まれて 生

の 中に入 り， 自己世界 と して 生 きられ る」の だ と語 っ て い た （GA58 ，
　61）．

そ して ， 「こ の よ うな初期キ リス ト教 の 成果は古代の 学が キ リス ト教 に侵 入

す る こ とに よ っ て 歪 め られ
，
埋 もれて しま っ た」の だが

， 「ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス ，

ル ター
，キ ル ケ ゴ ー

ル に お ける ように」「時折，再 び激 しく噴 出す る」 と し，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， 「キ リス ト教 的 な原体験 に とっ て の 自己世 界の 中心 的

な意義の 真価 を発揮 させ た」と して い た （GA58 ，　205）．

　ハ イデ ガー
の い う 「原 キ リス ト教的 な生 の 経馬剣 とそ こ で の 「白己世 界」

とは， どの よ うな もの なの か ． こ れ に つ い て ， まず， ア ウ グス テ ィ ヌ ス 講

義の 直 前に行 わ れ た パ ウ ロ 解釈講義の 内容を， 見て み な くて は な らない ．

　B　1920 ・21 年冬学期 『宗教現象学入門』講義にお け るパ ウ ロ 書簡解釈

　こ の 講 義は
1 事実 的な生 と宗教的 現象を探 究す る ため の 方法 的な導入 を

図る 第一 部 と， パ ウロ 書簡解釈に よ っ て 実際 に 原キ リ ス ト教 的な生 の 経験
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に 迫 っ て ゆ く第二 部か らな っ て い た．

　 まず， 第
一

部 で は， ハ イ デ ガ ー は， 「哲学 の 出 発点で あ りまた 目的 で

もある の は， 事実的 な生 の 経験 」（GA60 ，
15）で ある と し， 「核 とな る現

象」
Z
で ある 「史的なもの 」を，「事実的な生 か ら取 り出 さな くて は な らない 」

（GA60 ，
30

，
34）とする． こ こ で 「史的な もの （das　Historische）」

3
の 現

象 と して の 固有の 意味 は， 「不 安に させ る もの （beunruhigend）」で あ る

とい うこ とに あ る とハ イデ ガ ー は指摘 す る （GA60 ，
37）． こ の よ うに ， 事

実的な生 か ら出発 し， そ れ を 「史的 な もの 」 と して 捉え， さらに そ の 「史

的な もの 」の 固有 の 本質 を 「不安に させ る もの 」で あ る と見 る見方 は ， 第

二 部の パ ウ ロ 解釈 に お い て も， ま た ア ウ グス テ ィ ヌ ス 解釈 に お い て も，
一

貰 して い る ハ イデ ガ ー
の 見方 で ある．

　続 く第二 部 で は ， 具 体 的 な， 原 キ リ ス ト教 的な生 の あ り方が ， 新約 聖

書の 中で 最 も初期 に書 か れ た パ ウ ロ 書 簡 に お ける 解釈 を通 じて 明 らか に

され る ．

　そ こ で は ハ イ デ ガ ー は ， パ ウ ロ の 「自己世 界」， また テ サ ロ ニ ケ の 信徒

た ち との 「共世界」が い か なる もの で あ る の か を書簡 に 基 づ い て 解 明 し，

パ ウロ お よ び信徒 た ちが ， 神 の 語 りか ける 言葉 を受取 り，「神 との 作用 連

関 の 中 に 歩 み い る こ と」 を， 「Gewordensein」 と呼ぶ （GA60 ， 94・95）．

こ うして 神の 言葉 を受取 り． 神 との 作用連 関に お い て 歩む生 は， 「聖霊 か

ら来 る， 生 に と っ て の 了解不可能 な喜び に結 び付け られ て い る」
…

方で ，

「生 の 苦悩 の 中へ と立つ とい うこ との うちで 成立 す る」 もの で ある ． つ ま

りそれ は
，

一
時の 神秘 体験 を意味 して い るの で は な く，生 にお い て 「常 に

共に 経験 され て い る 」 もの ，彼 らの 「た だ い まの 存在 」そ の もの なの で あ

る （GA60 ，
94）． 彼 らは， こ の 世 で の 自己 の 存在や周 囲 の 評 価 や事物的 な

存在者 の 与 えて くれ る 快楽を意 義 ・目的 とす る意 義連関 とは 異 な る，新 し

2　 こ こで 「現象」とは，［内容意味」，「関係意味」、「遂行意味」とい う三つ の 意味の 方 向に 従 っ

　 た，「意味全体性」（GA60 ，63） を指す 「こ うした意味全体性の 解 明」が 「現 象学」 （GA60 ，

　 63） と呼ば れ る　そ して，こ の 「現 象学」に よ る 現 象の 解 明 は，「形 式 rl勺告知 Cdie　formale

　 Anzeige）」（GA60 ，
63） と呼ば れ る．

3　 「史的なもの （das　Historische）」は，こ こ で は．一
般 に ，「生 成，成 立 ，時 の 中 で 経 過 づ る

　 こ と，現実性 に ふ さわ しい 性 格付 け」 を 意味 して い る （GA60 ，　32） 『存在と時間』に お け る 「歴

　 史学的 に一と訳 されうる historisch（vgl ．　Martin　Heidegger，　Sein　und 　Zeit
，
　Max 　Niemeyer

　 Verlag，　TUbingen ，1993，　S．394．以下　こ の 書物からの 引用 は．括弧内に SZ 頁数で 示す）

　 とは 用い られ方が異なっ て い る こ とに 注意 されたい ，
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い 意義連 関， す なわ ち神が 意義連関 の 究極 の 行 き先 となる よ うな意義連関

を， 神の 愛の 啓示 を通 して
， 「自己世 界」 と して 受入 れ た た め に

，
二 つ の

異 な る意義連 関の 葛藤の 中で 必然的 に 苦 しまな くて は な らな くなる ， そ の

な かで ， 主が 再臨する 終わ りの と きが 1い つ 」なの か ，で はな くt その 主

の 日に至 る まで 「い か に 」神 に喜 ばれ る振 る舞い を為す こ とが で きる の か

が ，彼 らの 真正 な関心事 となる． 彼 らの 日々 の 振 る舞 い の 「い か に 」が真

にキ リス トに 倣 うもの で あ っ た か ど うか は ，再臨の H に そ の歩 み の 全体が

定 まる まで は 不確 実で あ り、 そ の 意：味で は常 に 不安の なか で生 きて い る と

もい え る ． 「キ リス ト教的 な生 に と っ て は⊥「不確実 さ は」「必 然的な もの 」

なの で ある （GA60 ，
105）． こ う した神 との 関係 を中心 と した 自己世 界 と，

こ の 世的 な意義連関の 世界 と の 狭間で 耐え抜 く史的で 不安な生 が ， ア ウ グ

ス テ ィ ヌ ス の 解釈に お い て も， ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 生 に即 して 見て 取 られ

る こ と と な るの で ある．

2　 「ア ウグスティヌス と新プラ トン主義」講義の 意図はどこにあっ たの か

　ハ イデ ガ ー
は，「直観 と表現 の 現象学』 （1920 年夏 学期）講 義の 中で ，「ギ

リシ ア 的哲学 に よ っ て キ リス ト教的実存が 損ね られ る こ と との 原理的 な対

決」の 「必然性」 に言 及 して い た （GA59 ，
91）． そ の 1 年後 に 行わ れ る こ

と となる 「ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス と新 プ ラ トン 主 義」 講義 も， 現象学的解体 に

よ っ て ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 実存的 ・キ リ ス ト教 的 な事実的生 の あ り方 を
，

新 プ ラ トン キ義的 ・
ギ リシ ア 的な表現か ら解放 し， そ の もの と して 示す こ

と に ， その 意図 が 存 して い た の で は ない か と考 え られ る
4
． とは い え， ハ

イデ ガ ー
の 講義の 道程 は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 思想 を切 り分 けて ギ リ シ ア

思想 に 由来す る もの をそ こ か ら取 り除 こ うとす る よ うな もの で は な い し，

また そ うした こ とは不 冂∫能で もあ ろ う．ハ イデ ガ ー の 目的 は ，ア ウ グス テ ィ

ヌ ス が ，伝統 的な思考形 式 と結び つ い て い る と指摘可 能な表現 を用 い て い

4　 ハ イデ ガー一
の 遺 した 講義 メ モ の ひ とつ に ，「プ ロ テ f ノ スの 解体 の た め に」 と題 した もの があ る．

　 そこ で は．「最終的に は事実的な実存に か か っ て い る の で あり，事実的な実存の 内で本来的に

　 解体が 生 か され，意味を持 つ 」 とされ る．また 「課題 は，まさに語られ て い ない 書 き方を探す

　 こ と」であり，
一
ひ とは，ただ本来的な （実存的な）予握自体の内で の み ，その語られて い ない

　 書き方を 《見る》こ とが で きる」 とされ，「書か れ た もの を鋭く追跡し，そ の 際．慣習に よっ て

　 惑わされ ない こ とが，重要である一と記されて い る （GA60 ，269 ）．
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る箇所 におい て も， 出来 うる 限 り， その 根 源 にある
，

ア ウ グス テ ィ ヌ ス 自

身の 事 実的な生 の 経験 その もの を， その もの と して 取 り出す とい うこ と，

こ の こ とに あ っ た の で あ る ，

以下 ， 講義 の 概要 をた ど りつ つ ， そ こで どの よ うな事実的な生 の 経験 が

浮彫 りに され て ゆ くの か見 て み たい ．

3　 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 講義の 概要

ハ イデ ガー は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 「告 白』
5
第 10 巻 を と りあげ 7 そ

れ を第 1 章か ら原典 に貝1亅して 了寧 に訳 しなが ら解釈 して ゆ き， 全 43 章の

うちの 39 章 まで 進 ん だ とこ ろ で
6

， 講義 を終 えて い る ，

　以下 ， 第 10 巻 に お け る ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 〈告 白〉の 内容 と， そ れ に

対 する ハ イデ ガ ー
の 敷衍 ， お よ び 注釈 をご く簡単 にた ど っ て み た い ．

まず ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス は， 回心後の 現 在の 自己 につ い て の 告 白の 動機

を語 り，次に ，告 白す る とい っ て も当の 「自分 自身」 につ い て 「全 て を知 っ

て い る わ けで は な い 」 こ とを認 め る （GA60 ，
178 ）

’

．

　さ て ，今や 神 の 言葉 を受入 れ た ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 自己世界に と っ て 中

5　 周知 の ように，『告白』は，397 年，ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 43 歳 の ときに 書 き始 め られ，400 年，

　 彼 が 46 歳の ときに 全 13 巻が 書 き終え られて い る．こ の うち第 1巻 か ら第 8 巻 まで は，回心

　 に 至る まで の 生活が 記 され たもの で あ る．第 9 巻 に は．受 洗と，母 の 死が 語 られ ，第 10 巻で

　 は，現 在 の 自己 が 語られ る．第 11 巻で は，『創 世記』が解釈 され，そ の 中 で．時問 とは何 か

　 に つ い て の 考察が展開されて い る．こ の 11 巻 につ い て は．『存在 と時 間』の 中に．以下 の よう

　 な引用 が あ る．〉）Und 　Augustinus　schreibt ；inde　mihi 　visum 　est
，
　nihil 　esse 　aliud 　te111pus

　 quam 　distentionem ；sed 　cuius 　rei 　nescio ；et 　mirurn 　si　non 　ipsius　animi （そ して ア ウグ ス テ ィ

　 ヌ ス は次の ように書 い て い る．「そ れ ゆ え私に は こう思われ ます 時間は延長以外の 何もの で も

　 ない ，と．で は い っ た い ．い かなる もの の 延長なの か 、私は知 りませ ん，が 　もし精神その も

　 の の 延長で な い な ら不思 議で す」）（（ （SZ427 ），それ に続 く12 巻と 13 巻も，「創世記』の 解

　 釈であり，神の創造につ い ての 考察が 引き続き展 開されて い る，

6　 講義メモ か らすれ ば，少な くとも 42 章まで は ．講義の なか で 何 らか の 形で 触 れて い る，

7　 ア ウ グ ス テ ィ ヌ X の 基 本態度 は，＞crede 　ut 　intelligas（知 らん がため に 信ぜよ）《 とい う言葉 の

　 中で 見て 取る こ とが 出来る．人 間は ，白分ひ とりで は．自分 自身 に つ い て さえ，真 に知 る こ とは

　 出来 な い の で あ り，信仰．す な わ ち神との 関係に 自己 を開 き，神 に 照 らされ る こ とに よ らなけれ

　 ば、真 に 自己 と世 界 を知 る こ とは で きな い の で あ るか ら，真に 知 る こ と，知解す る こ との た め に

　 は，まず 信 じる こ とが先立 っ て い な け れ ば な ら ない ，とい うもの である．ハ イデ ガ ーは こ の 言

　 葉を，「君の 究極的 で もっ とも充全なる自己経験の トに初め て 認識が打ち ・：rlて られ る」とい うこ

　 とだ と他の講義の 中で 解釈 して い る （GA58 ，62）．ハ イデ ガ
ー

は こ こで は．「私に とっ て，私が

　 謎にな っ て い ます1とい うア ウ グ ステ ィ ヌスの 言葉を引き，続け て ｝Terra　difficu］tatis （困1佳を

　 要する 土 地）く とい う言葉をも挙げて 自らに よる 自らの把握が困難 で あ る こ とを指摘す る（GA60 ，
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心的で あ るの は， 自身の 神 へ の 関係 で ある
8
， それ に もか か わ らず ， 彼 は

，

自らの 志 向性の 行 き先 で あ る と こ ろ の 神につ い て ，全て を知 っ て い る わ け

で は な い ． ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に と っ て ． 自分が 「神 を愛 して い る とい う

こ とは確 か で ある 」 （GA60 ，
178）が ， その 場合の 「神」 とは何 なの かが ，

自分 自身 に と っ て T 明確で はない の で ある ． そ こ で ，ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ，

「私が あな た を愛 して い る と き，私は 何 を愛 して い る の で し ょ うか
9
」 と神

に 問 う （GA60 ，
178 ）． ハ イデ ガ ー は ， こ こ で 「私 が あなた を愛 して い る

と き」 と い うの は ， 「すで に 明確 な， 実存的 な段階 を意味す る 」 と指摘す

る ， こ の 段 階は， 神 の 「あ われ み を経験 した」 とい うこの こ と と， 「こ の

あわ れ み に お い て 聞 こ えな さか ら引き離され て 」， 「愛にお い て 何 らかの 確

実 な もの （＝ 神） に対 して 開か れ て い る こ と」 に よ っ て 生 起する段 階で あ

り， こ の 段 階に 在 る こ とで 初め て 「天 と地が 神へ の 賛美 を告げて い る 」の

を 「《聴 い た り》， 見た り」す る こ と も可 能 と なる の で あ る （GA60 ，
179）．

つ ま り， こ こで の 実存 的な超越 者 へ の 関わ りは，神 との 作用 連 関の うちに

すで に そ の 実存が 歩 み 入 っ て い る こ と
t す な わ ち，超 越 者 の 側 か らの働 き

か け を当の 実 存が受取 る こ とに よ っ て ．感覚的 な存在者の 世 界に の み没入

して い る状態か ら引 き戻 され
， 超越者 との かかわ りへ と向か っ て 開か れ て

い る こ と を前 提 と した もの なの で ある
1°
．

　 さて ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス は， 〈神 を愛 して い る〉 ときに 〈愛 して い る も

の 〉 とは．物体的 な もの で は な い が ， 「私の 内な る 人 間 に と っ て の 光 ，声，

　
・・
」の よ うな もの だ とする （GA60 ，

179）， また彼 は 白 らを取 り巻 く r大

　 178） が， こ の 言葉 は，「存在と時間』に お い て も引用 され て い る （vgl ．　SZ44 ）．さ ら に ハ イデ

　 ガーは，キル ケ ゴー
ル の 「死 に い た る病』か ら，「理解する こ とは、人 間に とっ て は ，人間的な

　 もの の 彼 の 包括 で あ る．しかし．信仰 は，神的なもの へ の 彼の関係である」 とい う言葉を引き，

　 「異なる関係意味 に 注意せ よ 1」と記して い る （GA60 ，178）．こうした事態は，ソ ク ラ テス に即

　 して，甲斐 博見教授 が指摘 して おられ る 「神の 言葉の 開 い た次 兀 の なか で お の れ の存在の真実

　 が あきらか に なっ て い くとい う事態 」 に も通 じる もの で あ る ように 思 われ る （甲斐博見 『ソ ク ラ テ

　 ス の 哲学⊥知泉書館，2011 年，58 頁，61 頁参照 ）．真 の 自己は超越 との 生 きた関係に よ っ て

　 初 め て 露 わ となる の で あ る．

8 　 ク ラウ ス
・
リ
ー一ゼ ン フ

ーバ ー
師は．ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 思 想 につ い て．「彼は．新プ ラ トン 主義を

　 受け入れ，キ リス ト教 的精神に 基 づ い て 変容させ，か つ 超克する，言語 と論理 の 鋭 さが 深 い

　 心 理学的洞察と結合 さ れ，また 思 弁的思惟と歴 史的 ・
具体的思惟とが 交錯す る　彼 の 思想 は s

　 きわ めて多様な主 題 に わた っ て展開されなが らも．常に神へ の 人間の 魂の 関係を燃えるような

　 心で 問い 求め て い る の で ある」と指摘 して い る （ク ラ ウス
・
リ
ーゼ ン フ

ーバ ー 『西 洋 占代
・
中世

　 哲学史』平凡杜，2002 午，205 頁参照）．

9　 》）Quid　aute 皿 amo ．　cum 　te　am   ？c｛ （Cenf．　X　6．8）．

10 こ れは，パ ウ ロ 解釈 の 言葉で 言うな ら，・Gewordensein （ とい うあり方とい うこ とに なるで あろ う．
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地， 自然 T 海 と淵」 な どに 神 を問 うが， そ れ らは， 「私た ちは あなたが 探

して い る もの で は な い ． しか し 〈問 うて い る者〉で あるあ なた に そ れ に つ

い て 明 らか にする こ とは で きる． つ ま り， それ こ そ は われ わ れ を造 っ た方

で ある （lpse　fecit　nos ）」 と答 える （GA60 ，
179）．

　そ こ で ア ウ グス テ ィ ヌ ス は． 「自分 自身に 向 き直 っ て 」． 「私 の 中」 に 目

を向け る （GA60 ，
179 ）． 感性 的 ・物 質世界 はすで に ， 問い た ずね られ た

の だが ， そ の 際 「感覚 」 とい う 「伝達者」が 「告 げる 」内容 に つ い て 「判

断す る」 の は ， 「内 な る人 間」 で あ る こ とか ら， 「内 な る もの が よ りよい 」

と彼は考える の で ある （GA60 ， 179）， つ ま り，自然の ，「わ た した ちを造 っ

た方こ そ神だ」 とい う答え は，感覚 を備えて い る すべ て の もの が 聞 き取れ

るの か とい うとそ うで は な く， 「自然は 《判断 しつ つ 》問 うもの に対 して

の み ， つ ま り内的に 」「決定す る こ との で きる もの に の み ， 答 える 」 か ら

で あ る （GA60 ，
180 ）．

　 さて ， 「人 間 にお い て は ， 外 的 な もの と並 ん で ， 身体 を貫 き， 動 か し，

生 命 を与 えて い る もの と して の 内的な もの が ，経 験さ れ る」 （GA60 ，
180）．

「生 命を 与える魂 よ，お まえは 身体 よ りもよ い もの で ある 」 とア ウ グ ス テ ィ

ヌ ス は言 い ，そ れ に続 けて ， 「しか る に， お まえの 神は ，そ の お まえ に と っ

て す ら， 生命 の 生 命なの だ」
11

と言 う （GA60 ，
180）， こ の 箇所 に 対 して ，

ハ イデ ガー は ， 「ギ リ シ ア 的 一形而上 学的 だ と解 され る 必 要 は ない ， 光，

内 的 な 人 間の 声 （lumen ，

　vox 　interioris　hominis）を参照 112 そ して 生

（vita ） とい う概 念 を 1一 しか し，い ず れ に せ よ， こ こ に は，動 機 と解 明

の 傾 向の 不明 瞭 な絡 み 合い が ある」 と記 して い る （GA60 ，
180 ）． こ こ で

T

ll ｝｝Deus 　autem 　tuus 　etiam 　tibi　vitae 　vit，a 　est ｛（ （Con £ X6 ，10）．

12 前 出の ／
一
内的な人 間」 に とっ て の

一
光 」 と して 神 をと らえる箇所 と指 す もの と思 わ れ る．ハ イデ

　 ガーは，の ち に．『存在 と時 剛 の なかで ．以下 の ように 述べ て い る．”Die　on しisch　bildische

　 Rede 　 vom 　lumen 　 naturale 　im　Mensehen 　meint 　nichts 　anderes 　als 　die　existenzial ・

　 ontologische 　Struktur　dieses　Seienden，　 daB　es 　ist　in　der　Weise ，　sein 　Da 　zu 　sein ．　 Es

　 ist．　 ｝）erleuchtet “，　besagt ： an 　ihm 　selbst 　 als 　ln・der ・Welt ・
sein 　gelichtet，nicht 　durch 　 ein

　 anderes 　Seiendes，　 sondern 　so ，　dal3　 es 　selbst 　die　Lichtung　isし．…Das 　Dasein　ist　seine

　 Erschlossenheit（人 間 の内の 自然の 光とい う存在的に 比 喩的な言 い 方は．人 間 とい うこ の 存

　 在者が 自らの 現で ある とい う在り方に お い て存在 して い る とい う，こ の 存在者の 実存論的 ・存

　 在論的な搆造以外の 何 も意味 して はい ない ．こ の 存在者が 《照明され て》い る とは，自ら自身

　 に 即 して 世界内存在として，開か れ て明るくされ て い る とい うこ と，他の 存在者に よっ て で は な く．

　 自 ら自身 が 開け た 明 る み である とい うこ とを意味して い る．……
現存在は 自ら の 開示性で ある）

　 〈（ （SZ133）．また，同 じくf存在と時 間』で は ，良心の 呼び 声が，現 存在の 開示性 の ひ とつ の

　 様態であるとされて い る （vgl ．　SZ269）．
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神 を，生命 を与 えて い る 内的な もの ，生命の 生命と して 捉える ア ウ グス テ ィ

ヌ ス の 言葉 を，

ハ イデ ガ ー は
， ギ リシ ア 的 一形而上 学的な 図式に 従 っ た も

の と して 捉 え るの で は な く，
ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 自身の 事実 的な生 の 経験 の

表現 と して 受取 ろ うと して い る わ けで あ る ． そ の 場 合 に は ，神 は， は じめ

か ら 図式 に従 っ て 存在 者の 根源 と して の 存在 と して 前提 されて い るの で は

な く， 生 命の 生 命で あ る とい う内的 な実 感が 、 なに よ り も切 実 で 根 源 的な

もの で あ り， そ れ が ， 何で ある の か を解明 しよ うとす る 過 程で 「神」とい

う概 念 に 「不明 瞭 な絡 み 合 い 」の なか で ， 結 び付 け られ て い るの だ とい う

こ とに な る の で あ ろ う
13
，

　次 に ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は，「神は，魂 を凌駕 して い る （Uberragen）何か」

で あ る とする ． こ れ に つ い て ，ハ イデ ガー は ，「〈Uber
−
ragen ＞1新た な意味 ！

《私 の 魂の 頂 を超 えて い るか の もの は ，何で し ょ うか》　とい うの は
， 単 な

る 客観的 な造 られ た存在 の 理 念で は な い ！」 と記 して い る （GA60 ，
180 ）．

こ こ で もハ イデ ガ ー は ， ア ウ グス テ ィヌ ス が ，神 とその 被 造物 とい う理 念

的 な前提 の もとで 語 っ て い る の で は な く，神 を， まさに 「私の 魂 を凌駕 し

て い る な に か 」 と して 自らの 魂 との 関係 に お い て現事実的 に捉 えて い る の

だ と見 な して い る の で あ る ．

　 さて ， 7ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は， それ に お い て 魂が 身体に 固着 し， また 自

La ハ イデ ガ ーは 翌年 の 講義 の 中 で 自ら の 哲学を 「原則的 に 無神論」 と し て い る ，「神」 とい

　 う概念が，事実 的な生 の 経験 以 外 の ，す で に あ る 世 界観 か ら取 り込 ま れ る こ と は ，現 象学

　 の 方法 と して 適切 で はな い と考えたか らで あ ろ う （vgL 　Martin 　Heidegger ，　Phdnomenolo

　 gische　Interp・retationen 　zu 　AristvteJes，　Reclam，2002．　S．28）．ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 講義 の あ と，

　 ハ イデ ガ
ー

は もは や 原 キ リ ス ト教 的な事実的生 の 経験 を講義 で 扱 う こ とはな く．キ リス ト

　 教的 な実 存の あ り方をも可能化 して い る，よ り根源的 な現存在 の 実 存 の 存在論的構 造 を解

　 明す る 方向 に 向か う．「キ リ ス ト教」 的な実存 の あ り方を問題 と した場合には ，そ の 実存が

　 置かれ た歴 史的状 況 を切 り離づ こ と は で きない が．ハ イ デ ガ ー
の 関心の 方向は そ うした 個

　 別 の 歴 史的状況 に お け る 現存在 の あ り方を露わ に する こ と自体にあ っ た の で は なく，そ う

　　した 個 別 の 雁 史的状況 とい うもの の な か で範例 と し て 露 わ とな っ て い る，世界内存在と し

　 て の 現存在 の 本 来性 と非本来性 とい う二 つ の あ り方，そ し て そ う した 在 り 方を可 能化 して

　 い る 現 存在 の 脱 自す な わ ち時 間性そ の もの を露わ にする こ と に あ っ た とい え よ う，ハ イデ

　 ガー
の 「無神論 」 と は 「宗教性一と い っ た もの さえも可 能化 して い る 人 間 の根源的な 「事

　 実性」 そ の もの をあ らゆる宗教 や哲学 に 由来す る神概 念 の 助 け を借 りず に 見 つ め る と い う

　 こ とで あ っ て ．サ ル トル の標傍す る無神論 とは異なる こ と に 注意 しな くて はな らない ．そ

　 れ どこ ろ か，ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 講義で み る よ うな超越者 と魂 の 触れ る領域 こ そが，ハ イデ

　 ガ
ー

に お い て も，存在の真理が現存在に触れ て くるそ の 領域 として ．終牛，見 つ め られ て

　 ゆ くの で あ り，そ の 意味 で 渡邊 二 郎が か つ て 指摘 し た よ うに ハ イデ ガ
ー

の 思想 は，「無神 の

　 神学 」 とさえ言 え る もの なの で あ る，
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ら の 質料 を動か す とこ ろ の く力 （Kraft）〉を見 出す」 の だ が 「こ の 力 に

お い て は， 私は 私の 神 を見 出さな い 」 とす る （GA60 ，
180 −181）

14
． 「こ の

生 命 を 与えて い る 力 の ほ か に ⊥ ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は， 「感覚 的な諸知覚 を

可能化 して お り， あ らゆ る 〈器官〉 に その 固有の ． 交換不可 能な機能 （職

務）を割 り当て て い る もの ，す なわ ち狭義に お い て 〈組織化 して い る もの 〉

を見 出す」 （GA60 ，
181）， それ は， そ れ ぞ れの 器 官に そ れ ぞ れ の 固有の 役

割 を割 り当て て い る 「力」 で あ る． しか しア ウ グス テ ィ ヌ ス は． 自らの 魂

の 中に見 出 した この 力 も神 とは しない ． ハ イデ ガ
ー

は
，

こ の 箇所 に つ い て ，

「こ こ で すで に ， 現象の 圧力 の も とで ， 問い の 〈位置の ず らか し〉が あ る

と指摘 し，「もは や ，こ れ や そ れ が 神で ある の か どうか で は な くて ，私 は 〈そ

の うちで 〉 ＝ くそれ で もっ て 〉 ＝ 〈そ の 中で 生 きつ つ 〉神 を見 出す の か ど

うか ， （が 問われ て い る）」
15

とす る （GA60 ，
181）， こ こで は ， 神 を対象化

して 問 うこ とが 断念 されて ，私 が， そ の うちで ， そ れ で もっ て ， そ の 中で

生 きつ つ 神を見出す その 〈い か に 〉へ と問 い の 位相が 変化 して い る こ とが

指摘 さ れ る わ けで ある ． 「客観的に 目前に ある手段 と して の 経験 に 関す る

考 察 と，遂行に 関す る解釈 と して の 考察の 行 っ た り来 た り」の 揺 れ の 中に，

「実存 的な突破 へ の 端緒 と，事実 的 な生 に基づ く問題 の 具体 的で 史的 一実

存 的 な把 握 へ の 端緒」 をハ イデ ガ ー は見 て い る の で ある （GA60 ，
181）．

　 次に ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， 自己 の うち の ， 「記憶 とい う広 大 な領 域 」

を探 究 す る （GA60，182）． 感覚 的 な対 象の 記憶 は， 身体 の 諸 感覚 を通 じ

て ， 自分 の 内 に印象付 け られ る ． これ に対 しT 非感覚的な もの に 関する記

憶， す なわ ち 「諸 命題 や 諸 規則 ，定理 」 などは ， そ れ 自体感覚的 ・物体的

な もの で は な い ． そ れ に もかかわ らず 「それ らは， 十全 に 存在 して い る」，

つ ま り 「それ らは
， 高 度に存在 を持 っ て い る」 と考 え られ （GA60 ，

184 ）．

そ の もの と して 記憶の 中に保持 され うる の で あ る ． また，記憶 に は， 感情

も含 まれ るが ，過去の 悲 しみ や 喜 び を思 い 起 こ して も， 現 在 の 自分 が 悲 し

14 こ の 力に お い て神を見出 しうる とす る な ら，「同 じ力 に よ っ て 馬 や ラ バ の 身体 も生 きて い る

　 の で あ る か ら亅，「知性 の な い 馬 や ラ バ も一神 を 「見出司 で あろ うか ら」 と い うの が その 理

　 由で あ り．感覚を 司る 魂 の 力 を神 としない の も，同様 の 理由に よる，

15 もしそ うで なか っ たら，そ うした生命力や感性 を組織 化 し統 合する力を対象化 して，そ れ を神

　 と見なづ こ とも可 能 で あっ たで あ ろ うが．ア ウグ ス テ ィ ヌ ス の 思考 の 道筋は，明 らか に．そ の よ

　 うに 神を対象化して 「何か」 で あると捉 える方 向を避 けて．誘惑 に 曝 され た 生 の うちで い か に

　 神を経験 して い るか に向かう．
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か っ た りうれ しか っ た りす るわ けで は ない ， また，忘却に は ア ポ リア
16

が

あ る ． こ う した考察 を通 して ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ，記憶の 力の 偉 大 さ不

思 議 さに 感嘆 し
，

しか もそれ こ そが 心で あ り， 私 自身で ある とい うこ とか

ら， 私 自身の 計 り知 れ な さに思 い を致す． しか し， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は，

私 を知恵ある もの と して 造 っ て くだ さっ た 神 に 「達す る こ とが で きる た め

に ， 記憶 を も超 えて ゆ こ う」 （GA60，190）と い い ， また他 方で ， 「私が 探

して い る もの
， 私が 愛 して い る もの は ，記憶 の 《中》に あ る の で なけ れ ば

な らな い 」 と も言 う． とい うの も， 「探す た め に は ， 私 は ， な ん らか の 仕

方で そ れ を持 っ て い る の で な けれ ば な らない 」か らで あ る． ア ウ グ ス テ ィ

ヌ ス は ． 「私 は ， 私の 魂が 生 きる よ うに と
， あ なた を探 し求 め よ う， とい

うの も． 私 の 身体 は私 の 魂に よ っ て 生 き
， 私の 魂 は

， あなた に よ っ て 生 き

て い る か らで す」と語 る （GA60 ，
192 −193）． こ れ に つ い て ハ イデ ガ ー は ，「予

握 に お い て ；生 命の 生 命 と して の 神． しか しそ れ は ，具 体的 な伝統的 な形

成 を持つ 必要 は な く，本 来 的 に ，ひ とつ の 実存的な運動意味 を持 っ て い る」

（GA60 ，
192） と し， こ の 予 握 が， 実存的 な もの で あ る とす る ． しか しその

あ とに ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が t 「突然」に 「《私が あ なた を愛 して い る と き，

何 を愛 して い る の か》，
と い うこ れ まで の 問い の 答え」を「幸福 なる生 （beata

vita ）」 とす る箇所 に つ い て は， 「こ の 答えは 、 こ れ まで に 述べ られた こ と

か ら出て きて い る の で は ない 」 とする （GA60 ，
193）， さ らに ，神 を 「幸福

な生 」で あ る と し， 「すべ て の もの が そ れ を欲 し， 欲 しな い もの は誰 もい

ない 」 （GA60 ，
193 ） とする ア ウ グス テ ィ ヌ ス に対 して ．ハ イデ ガ ー は

， 「ア

ウ グス テ ィ ヌ ス は根源的に 問 うて い る か ？否」 とい う （GA60 ，
194）． なぜ

な らそ れ は，「ギ リ シ ア 的な もの 」に導か れ て の 考察で あ るか らで あ る （GA

60
，
194 ）　

17
．

　 と もあれ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス は ，誰 もが生 を， そ れ も幸福な生 を欲 して

16 こ れ は ，記憶が ある の な ら，忘 却 で はな い し．忘却し て い る の な ら．記憶は な い は ず であ

　 る が ，忘却 して い るそ の もの が何 で あ るかを記憶 して い る か ら こ そ，そ れ が 見出され た と

　 きに．自分 は それ を忘却 して い た の だ，と分 か る とい うア ポ リ ア の こ とで ある，

17 山田晶 の 「昏白』へ の 注 釈 に よれば，「すべ て の 人間は至福た らん と欲す　　こ れ は 占代哲学

　 者に共通 な倫理学上 の 根本命題 で あり，ただそ の 至 福の 何た る か と
T そ れ を獲得する手段方

　 法に 関 して各学派 は意見を異 に す る」 とい うこ とを．ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は キ ケ ロ の 著作 を通 して

　 学んで い た と され る．（『ア ウ グ ス テ ィヌ ス 』（世 界 の 名著 16＞，山田晶責任編集 ，中央公 論社，

　 1994 年，359 頁参照）．
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い る とい うこ と， その 際 に ， 「幸福 なる生」 を 「知 る こ と に お い て 私た ち

は持 っ て 」お り，概念 の 中，心の 中に 持 っ て い る か らこ そ ，「それ を愛 して 」

お り， また 「私た ちが 幸福 で ある 」状態 に 現実 に ある こ とを 「獲得 しよ う

とを欲す る 」 （GA60 ，
195） の で あ る と語 る ． こ こ で ハ イデ ガ ー は ，「知る

こ と にお い て 」「持 つ 」 とい うア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 言葉 につ い て ， 「持つ こ

との 〈い か に〉の 解明」が ，「関係意味，あ る い は 遂行意味」に つ なが り，「遂

行の 状況， 本来的な実存 」の 〈い か に〉 へ の 問 い へ と駆 り立て る」 もの と

なる と注釈 して い る （GA60 ，
195 ）．

　さて ， 「幸福 な生」 を 「知 る こ とにお い て 持 つ 」 とは ， ど うい うこ とか．

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に よれ ば， そ れ は ， 「私 た ちが， 〈そ れ に つ い て の 知識〉

を持 っ て い る こ とに よ っ て 」「まさ に そ れ ゆ えに 現実的に そ れ を持 ちた い

と欲す る 」 とい うこ とで ある
18
． ハ イ デ ガー は， こ こ で ， 「《内的 に 知 られ

た もの か らで な しに は，喜 ぶ こ とは なか っ たで あ ろ うし， また喜 ば なか っ

た な ら， こ の もの の 存在 を欲 しなか っ たで あ ろ う》」 （GA60 ，195） とい う

ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 挿入句 に ，注 意 を促す ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は， 弁論術

を身に つ けた い と欲す る 場合 を例 に とっ て ， 「彼 らは ， た だ外的な覚知か

らの み 喜び を手に 入れ る に もかか わ らず， 彼 らが そ れ をそ もそ も喜ば な い

と きに は，それ を欲 しない で あ ろ う」と言 う． そ れ に つ い て ハ イデ ガー は ，

「自己へ の ，す なわ ち固有の 事実性へ の 根源 的 な指示，すなわ ち，他者 に よ っ

て は引 き受け られ る こ とが ま っ た くで きな い ， こ の もの と して の 何か へ の

指示」が 伏 在 して い る こ と を見て 取 る （GA60 ，
196 ）． す な わ ち， そ れ を

自らが 喜ぶ か ど うか は ， そ の 実存 に 固 有な もの と して 委ね られ て お り． そ

れ ゆ え喜 び は 実存 の 固有の 事実性 に関 わ る もの で ある こ とに ， こ こ で ハ イ

デ ガ
ー

は， 注 目 して い るの で ある．現 事実 的 に は ，
一 般的 な形 で 語 られ う

る 「幸福な生」が あるの で は な く，実存 の 固有 な現事実性 と して の 「喜 び」

が ， そ れぞ れ の 実存に お け る 「幸福 な生」 の 内実 なの で ある ．

　さて ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス は ，具体的に 何 を喜 び とす る の か は ひ とに よ っ

18 例えば，「弁論 の 術」に つ い て 「それが 何か知 っ て」お り，しか る に 「それ を持 っ て い な い 」

　 こ うした 人 々 が ．「弁論の術 を，所有する こ とを欲す る　 の で あ る （GA60 ，195）． こ こ で は，

　 「弁論の 術」とい う概念を，私た ちが，獲得 して し まっ て い て ，そ の結果
一
それ を所有 して

　 い る 他者を感覚的に 知覚 し，それが わた した ちを喜ばせた とい う こ と」 か ら，白分 もそ れ

　 を持ちた い とお もうよ うに なる わけで ある （GA60 ，195 ）
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て 異 な っ て も，
「すべ て の ひ とが ， 喜 び に 達す る た め に 努力 して い る こ と

に お い て は ひ とつ 」 （GA60 ，
197 ）で あ る とす る ， とはい え，ア ウ グ ス テ ィ

ヌ ス は ，神 の 前 で ， あ らゆ る経験 され る 喜びが真正 な もの な の で は ない と

し， 「幸福 な生 とは
， あなた に 向か い ， あな たか ら， あ な た の た め に 喜ぶ

こ とそ れ 自体で す．他 に は あ りませ ん 」（GA80 ，
　197 ）

19
と言 う． したが っ て ，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 見る と こ ろ に拠 れ ば 神 とは 別の もの を喜 び とす る

人 々 は
， 真の 喜 び を追及 して い る とは い えない の で あ り， 「すべ て の ひ と

が 真の 幸福 な生 を得 よ うと努め て い る 」 （GA60 ，
197 ）の で はな い わ けで あ

る， む しろ ， 「彼 らは 為 し うる と こ ろ に 落 ち て， そ れ に満足 して い る 」
2°

．

ハ イデ ガ ー
の 言葉 で 表現 する な ら， 「彼 らを取 りま くい つ もの ， 世界 と 自

己 の 有意義性 に即 して ，彼 らに気安 く到達 で きる で あろ うもの 」の と こ ろ

に落 ちて い るの で あ る （GA60 ， 197）． ハ イデ ガ ー は ． 「本来的 には ， その

際 にひ とが幸福 な生 をわ が もの とす るそ の い か にの ひ とつ ひ とつ が ， 問題

なの で あ る」（GA60 ，
197）として い る，

　 こ こ で ア ウ グス テ ィ ヌ ス は，真正 な幸福 な生 を喜ぶ とい うこ とは，真理

を喜ぶ とい うこ とで ある と考 え を進め て ゆ く
21
． ハ イ デ ガ ー は ，すべ て の

人 が 真理 を喜 ぶ ， とい うこ との 《普 遍性 （Allgemeinheit）》 を， 「ギ リ シ

ア哲学 に よ っ て 曲げ られ た 意味」で あ る と し， 「事 実的 な生 の 段階 に お い

て把握 し」「実存的 史的統
一

へ と取 り戻 さ」な くて は な らない とす る （GA60 ，

198）． ハ イデ ガー は ，「真理か ら くる喜 び を．彼 らは，彼 らの 生 の うちで ，

何 らか の 真理が 彼 らに 出会 う と こ ろ 」す なわ ち 「まさ に 彼 らが 欺か れ る

こ と を欲 しな い とい うその 場 にお い て 」「経験 した 」 の だ と見 る の で ある

（GA60 ，
198 ）．

　 とこ ろ で
， 世 の 中に は ，真理 を喜ば ない 人 間，真 の 意味で 幸福 な生 を送 っ

て い な い 人 間が 多 くい る ． なぜ か ． ア ウ グス テ ィ ヌ ス に よれ ば， 「そ れ に

お い て 自ら を投 げ捨 て る こ と にな る よ うな くだ らない こ と に熱 心 に 関 わ っ

19　＞）Et　ipsa　est 　beata　vita 　gaudere　ad 　te
，
　de　te

，
　propter　te：ipsa　est

，
　et　non 　est　altera 〈（ （Conf．

　 X22 ．32）．

20 》＞Cadunt 　in　id　quod 　valent
，
eoque 　contenti 　sunt くく （Conf．　X　23 ，33）．ハ イデ ガーは，『存在

　 と時間』 に お い て 「現存在が さしあた っ て た い て い は 配慮的 に気遣 わ れ た （世 界〉 の もとに存

　 在して い る とい うこ と」を 「頽落 （Verfallen）」と呼ぶ （SZI75）

21 ＞＞Beata　quippe 　vita 　est 　gaudium 　de　veritate （幸福な生とは，まこ とに，真理 か らくる喜び で す）

　 巛 （Conf．　X 　23，33，　vgl ．　GA60 ，198 ）．

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolltan 　Unlverslty

1921 年夏学期講義におけるア ウグ ス ティヌ ス との対話か らハ イデガーが受取っ たもの　　61

て 埋 没 し， そ の こ とが 彼 らをさ らに惨 め にす る 」 とい っ た よ うな状態 に 多

くの 人が 陥 る の は ，彼 らが 真の 幸福 とは別 な こ とが らに ， 「よ り強 く捉 え

られ て い る 」か らで あ り， 自分 た ちを真 に幸福 に し うる 真理は T 彼 らの 記

憶 の 中に 「貧弱 に 存 在 し て い る 」 だ けだ か らで あ る （GA60 ，
199）． と は

い え， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， まだ 「僅か な光が 人 間た ちの なか に は存在 し

て い る 」 と， む しろ 貧弱 に で は あ っ て も，真の 幸福で ある 神の 記憶が ひ と

を照 らす光の ご と くに存 して い る とい う事態 を見つ め
， そこ に 人間の 可能

性 を見 ようと して い る （GA60 ，
199 ）、ハ イデ ガー は

，
こ の 「光」に つ い て

， 「こ

こ で 光 （lumen ）は ， 自己世界 的な事実 的な経験 の 内で
，

ま っ た く明確 な

実存 的な遂行意味 を持 っ て い る． 事物的 一形而上 学的に 受け取 っ て は な ら

ない 」 （GA60 ，
199 ） と して い る

22
． こ こ で もハ イデ ガ ー

は，ア ウ グス テ ィ

ヌ ス の 言 葉 を，現 事実 的 な生 の 経 験 を表 現す る もの と して 受取 ろ うと して

い る の で あ り， 光 を，超越 者 と実存 との 根源的 なか か わ りを導 き， また可

能 に して い る もの と して ， 実存の うちに存 して い る もの で ある と捉 えて い

る とい えよ う． ハ イ デ ガ ー
は， の ちに は， こ の 内なる 光 と実存 の 関係 を ，

現存在 に備 わ る 開示性 と して ，さ らに は存在の 真理が 現存在 へ と開示 され ，

言葉 と して 露 わ とな っ て 来る 開けた 明る み の 場 に ， 存在へ と身を開 き， 出

で 立 つ こ と と して の 実存 の あ り方 と して ，
一貫 して ， 見つ め 続 けて ゆ くの

で あ る．

　 と こ ろで ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， 神 を愛 して い る と きに ， 自分 は何 を

愛 して い るの か を探 究 した と き，
一 方 で は 「記 憶 を も超 えて ゆ こ う」 と

した に もか か わ らず， 神 の お られ る 場 と して は ， 「記 憶 の 外 に は （extra

memoriam ）何 も見出 さなか っ た」と も言 う （GA60 ，
202）． こ れ に対 して ，

ハ イデ ガー は
， 「探 究 と発見が そ もそ も記憶 の 中で ある」 こ と， 「幸福 な生

自体が
， 対象 と して

， 外 に ある もの で は な い 」 こ と を意 味 して い るの だ と

解釈す る ， 「とは い え，神 は， ま た，心 的 な もの で もない 」 （GA60 ，
202 ）．

外 に あ る対 象 で もな く， ま た心 的 な もの で もな い と した ら， 神 は ど こ に

どの よ うに 見出 され る の か ． 「私が 真理 を見 出 した と こ ろ， そ こ に 私 は真

22 ハ イデ ガーは，『存在 と 時間』 に お い て ，現存在自身が 開示性 とい う意味で の 光 を携え て お

　 り，そ の 開示性 の 様態の
一

つ と して の 良心の 呼び声が ，世界へ の 頽落 とい う非本来的なあ

　 り方か ら本 来性 へ と 呼 び 戻 す の だ と す る．こ れ に非常 に 近 い 実存 の 捉え方が T す で に こ こ

　 で ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 解釈 に 即 して 展 開 さ れ て い る、
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理 自身で ある神 を見出 した」（GA60 ，
202 ） とア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 言う

23
．

「したが っ て ， 真理 は私が記憶 の 内に 持 っ て い る何 か で あ りt 記憶 の 内で

そ の もの と して 近づ きうる限 り， わ た しはそ こ に 神を見出す」の （GA60 ，

202）で あ る ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 神 に 語 りか け る． 「ど こ か らか ， あ な

た は 記憶 の 内へ と来た りた もうた に 違い ない … …私 は あ なた を見 出 し ま し

た．
… … あなた の うちに ， 私 を超 えて 」 （GA60 ，

203）
24

と．

　次 に， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ，真理 は ，そ れ を問 い 尋ねる ひ と に， 「明 ら

か に 答 え て 」 い る の だ が ， そ れ を， 「すべ て の 人が 明瞭 に 聞 き取 るの で は

な い 」とする （GA60 ，
203 ）． ハ イデ ガー は，聞 くこ とが で きる か ど うか は，

「本来的な聴 くこ と， 問い の 保持すな わ ち聴 こ うと欲す る こ との 《如何 に 》

に 全て が か か っ て い る 」 （GA60 ，
203） とす る． 真理 の 側が 先ず先立 っ て，

すべ て の 人 間 に 対 して語 りか け て い る に もか かわ らず， そ れ を人 間の 側 が

聴 こ うとす る こ とな しに は， 真理 は 開示 され ない の で あ り， こ こ に 人 間の

側 の 聴 こ うと欲する 態度が ， 真理 の 開示 の た め に 要求 さ れ て くるわ けで あ

る
25
． こ の 関係 は， ハ イデ ガ

ー
自身の 存在 の 思 索の 中で ，奥深い 存在の 呼

び 求め る促 しと， 現 存在に よ る そ れ へ の 聴従帰属 に おい て も等 し く見て 取

23 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ，「真 理 （veritas ）」 を、「そ れ に よ っ て す べ て の もの が 真 〔verum ）

　 で あ る と こ ろ の もの 」（Conf．　X，23 ，34） と して い る．また，「ソ リ ロ キ ア 』 に よ れ ば、
一
真

　 の もの （verum ）」とは，「存在す る と こ ろ の もの （id　quod 　est ）で あ る と され て い る，よ っ て ，

　 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に お け る 真理 の 意味 は，「存在す る もの を し て 存在者 た ら しめ て い る一「存

　 在そ の もの （ipsum　esse ）」で あ る こ と に な る （ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 真理論の 詳細に つ い て

　 は．山田晶 「ア ウ グ ス テ ィヌ ス の 根本 問題」創文社，2000 年，139−201 頁 を参照 ）．こ の

　　よ うな真理 と真 との 関係を もとに．こ こ で の 議論を敷衙する な ら，お そ ら く以 ドの よ っ に

　 な る で あろ う．

　   人間 は さまざまな具体的な場面 に おい て その もの の存在を根拠 として真偽の 判断を行っ て い る．

　   真 偽の 判断が こ の ように可能 で あ るた め に は ，人 間の 記憶 の 中に す でに．それ に よっ てす べ

　　 て の もの が 「真」で ある とこ ろ の 「真 理 （＝存在そ の もの）」 に つ い て の 理 解が 与えられて い

　　 る の で なけ れ ば な らない ，

　   「真 理 」そ れ 自体は，感覚 から記憶 の 内へ と入 っ て きたもの で もない し，ま た 白ら の 考えが

　　 作 り出した もの で もない ．

　   よっ て，「真理 」は，私 の 記憶 の 内にある が，私を超 えたもの で あ る．

24 山田晶は，この 箇所に つ い て，「か くて神 に 関する根源的な知は，記憶 をこえ た神に お い て 得

　　られ る もの で なければならない ．記憶をこ える こ とは自分をこ えるこ とで あ る．神に 関する根源

　　的な知は．自己が 自己をこ え．神の うちに ある こ とに お い て 得られる．人間の 精神はそ の もっ

　　とも奥深い とこ ろ に お い て，超越 者で あ る神に む か っ て 開かれて い る」 と注 釈して い る （『ア ウ

　　グ ス テ ィヌ ス 』（世 界 の 名著 16），山田晶責任編集 中央公 論社．1994 年，365 頁参照）．

251 存在 と時間』 に お い て ハ イデ ガー一は ，「良心 の 呼び声に は ，或 る可能的 な聞 くこ とが 対応して

　　い る
．

とし，「呼び か けの 了解は，良心を持 とうと意志 する こ とと して 露呈す る」 とし．それ を 「決

　　意性」 と呼 ぶ （vgl ．　SZ270 ），
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られ る もの で ある．

　 こ の あ と，ア ウ グス テ ィ ヌ ス は ，30 章か ら 41 章に至 る まで ，神に 向か っ

て ， 地上 の 生の なか で ， さ ま ざまな誘惑 （tentatio）に さ ら され て い る こ

とに つ い て ， 事細 か に 告 白して ゆ く． そ して ハ イデ ガー も， それ に 添い つ

つ ，事実 的生 の 根 本性格 と して の 気遣 い （curare ） を具体的 な さ ま ざ まな

誘惑 の 契機 に 即 して 見 て ゆ く． こ れ らの 章 は， 「神 を探究す る 」 とい うこ

こ で の 「本来的な 問い の 連関」 に お い て 「避 け る こ との 出来 ない 」 もの で

ある とハ イデ ガ
ー

は言う （GA60 ，
209・210）． なぜ な ら， ア ウ グ ス テ ィ ヌ

ス にお け る神経験 は ． 「単独で 取 り出 され た行為や特定の 契機の うち に あ

る の で は な く， 固有の 生 の 史的な事実性 の 経験 連関の うちに あ る」か らで

あ る （GA60 ，
294），

　 さて ， ハ イデ ガ ー は ， ア ウ グス テ ィヌ ス の 「わ た しは ， 自分 自身に と っ

て 重荷 で す」 とい う言葉 を引 き （GA60 ，
205 ）， 「生 」 は 「誘惑」の 連続 で

あ り，「可 能性が，本来的な 〈重荷〉」なの だ と講義 メ モ に 記 して い る （GA60 ，

249）． ハ イデ ガ ー は ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス が 史的な事実 的生 の 中で 多様 な も

の へ の 「気散 じ （Zerstreuung）」
z6

ある い は 「落下」 へ の 傾 向 を 自らの う

ちに感受 しつ つ も，そ こ か ら一 なる神 へ と立 ち返 る 「反対 ノ∫向の 動 き」で

あ る 「節制 （continentia ）」 を神が 「命 じ」 て い る
27

こ と を も同時に 自覚

して い る こ とを見 て 取 り （GA60 ，
205 ） そ こ に 「生 の 分裂 した状 態」が あ

る こ とを指摘す る （GA206 ）．

　ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は 自らが曝 され て い る 肉欲 食欲 な どの 感性的 な誘惑

目の 欲 す なわ ち好 奇心
2δ

の 誘 惑 T さ らに は ひ とか ら畏敬 され愛 された い と

い う世俗の 誘惑に つ い て 神に 告白す る ， そ の 際 彼は， 例 えば名誉心 へ の

誘惑 に 対 して 「私か ら失せ て しま っ た の で し ょ うか， また こ の 生 全体に お

い て 失せ て い る こ とが可能 で しょ うか」 （GA60 ，
227 ） と神 に 問 う． ア ウ

26 こ の語は，r存在 と時間』で も用 い られ て い る．例 えば．ハ イ デ ガ ー
は以下 の ように 需う，「世

　 人
一

自己 と して そ の つ どの 現 存在は 世 人 の 中 へ と分散 して ｛zerstreut ）お り．自らをまず

　 見出さね ば な らな い ，こ の 気散 じ IZerstreuung）は．最 も身近 に 出会わ れ る 世 界 に 配慮

　 的 に 気遣 い つ つ 埋没 する こ とと して 私 た ちが 認識 して い る 存在様式 の 《主体》 を特徴づ け

　 て い る」 （SZI29 ）．

27 ベ ッ カー
の 講義 ノ ートに拠 れ ば t ハ イデ ガーは こ こで の 「節制 の 命令」 を，「良 心 に お い て 神ご

　 自身 が 語 りか け る こ と」 と解釈 して い る よ うで ある （vgl 　 GA60 ，270 ）．

28 『存在と時間』で は，好 奇心 は 世 人の 開示性 の
一・つ の 様態 と して 取 上げられ，『告 白』第 10 巻

　 35 章 が引用 されて い る （vgl 、　SZ171），
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グス テ ィ ヌ ス は ， 生の 全体が完結す る まで は
， 誘惑へ と陥 る 可能性 に 対 し

て も自らが 開か れ て い る こ とを，知 っ て い るが ゆ え に不安 なの で あ る． ハ

イデ ガ ー は ， 「真正 な根元 的 な自己愛 （絶対的 なエ ゴ イズ ム ）」 と 「真正 な

絶 対的 な神 へ の 愛 （絶対 的な 〈献 身 （Hingabe ）〉）」 の あい だ で 揺 れ動 く

実 存 に お け る気遣 い に と っ て の 「最 も根 元 的 な真正 な不 安 （Furcht）」
29

をこ うした信仰の うちに 見て 取 っ て い る （GA60 ，
260）．

　 さて ，誘惑 に 陥 り， 神よ りも自分 自身を重要だ と思 うこ とは． 本来ある

べ き秩 序か らの 転 落 （Abfall）で あ る． それ とい うの も神 は 自らの 生 命 の

生 命で あ り， 「神 の 前 で は， 人 間 はそ の 意 義 に 従 えば く無〉だか ら」で あ

る （GA60 ，
235）， 誘惑 に直面 す る その つ ど に， 生 命の 生命 で あ る神 へ と心

を向け つ つ ，そ れ に よ っ て 自らの 無性 を知る こ と に な るの が ．ア ウ グ ス テ ィ

ヌ ス の 事実 的 な生 に お け る神経 験 で あ り， 自己経験 なの で ある
3U
．

　 ハ イデ ガ ー は， ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 「人 間 は， もし誘惑の 中 で 自らを学

ば な けれ ば， 自らを知 らない 」
31

とい う言 葉を引用 しつ つ （GA60 ，
242），

さ まざまな誘惑に 曝され なが ら不安の 中で 生 きる こ とを通 して ， は じめ て

人 間が ， 自己が どの よ うな もの で ある の か を学ぶ こ とが で きる もの で ある

こ とを示唆す る ． 「生 とは ， そ の うちで ， 骨折 り （molestia ） とい っ た も

の が 経験 され うる もの 」で あ り， こ の 骨折 りは ， 「経験の 《如何 に 》」 で も

あ り， 「完全 な事 実性の うちで ， 自己 自身 を持つ こ との 困難 と危険」の こ

とで もある （GA60 ，
244 ）． 「具体的 な純粋 な経験 の 遂行 に お い て ．落下の

可能性が 生 じるが ，最 も本 来的 な生 の 存在へ と至 る 完全に具体的で 事実的

な 《機会》が ，同時 に，最 も本 来 的 な根 源 的 な 自己 の 気遣い の うちで 生 じる 」

（GA60 ，
244 ） と ハ イデ ガ ー は 言 う． そ れが

， 本講義 で ハ イデ ガ ー が 示そ

うと した， 原 キ リ ス ト教的 ・事実的な生 の 経験 の 全体 で あ っ た とい え よ う，

29 こ こ で は ，，Furcht〔 を 「真正 な不 安」 と訳 した．ハ イ デ ガー・は，｝Furcht‘ を ＞die　 echte

　 Angst （ す なわ ち畏敬，と呼ん で い る （vgl ．　GA60 ，268 ），ハ イ デ ガーは 本講義の メ モ に お い

　 て 不安 （Angst ）に つ い て 考察 して い る ほ か （GA60 ，268 ），キ ル ケ ゴ ー
ル の 「不安 の 概念』

　 に も触 れ て い る （vgl ，　GA60 ，257 ，268 ）．

30 ハ イデ ガ ーは 「自己 が 何に対 して 自己で ある かとい うそ の 相 手方が い つ も自己を量 る尺度 で あ

　 る」「神の観念 が 多け れ ば多い ほ ど．それだけまた白己も多い 」 とい っ たキル ケ ゴー
ル の 言葉を，

　 講義 メモ に 記 して い る （GA60 ，248），

31 》＞Nescit　se 　homo 、　nlsl 　in　tentatlone　discat　se （く （Sermones　II　3，3；PL38 ．　S．29）．
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4　 ア ウ グス テ ィ ヌ ス 『告白』第 10 巻 との 対話か ら

　　　　　　 ハ イデ ガ ー が受取 っ た もの

　 さて ，以上概観 して きた ように ， ア ウ グス テ ィ ヌ ス に とっ て 神 を愛 し，求

め る生 とは， 自己の 根源で あ る生 命の生 命で あ る神 と関 わ り，真の幸福 す な

わ ち真の 喜びで ある 神 を求め て 生 きる 生 に他 な らなか っ た， しか しなが ら，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は
， 自らの 生 が ，非真正 な つ か の まの 喜び，非真正 な幸福

へ の 誘惑 に陥る可 能性 を孕ん で い る こ とを自覚 して もい た．神へ の 愛と自己

愛，そ の どちらの 側が最終的に勝利 を収め る の か わ か らない 生 の なか で ，常

に誘惑 に さ らされ またその つ ど神 に立 ち返 ろ うとするそ の こ とに よ っ て
t 自

らの 真の 姿 すな わち非力 な，神 の 恵 み と助 けな しには 非真正 な喜 び の 誘惑

に 陥 っ て しま う， 自らの あ りの ままの 姿 を知 らされ る ， そ う した不安 な生 の

只 中に お け る実 存的 な あ りか た が， 「気遣い 」の 諸相 と して 見出 され た． こ

れ は，事 実的 な生 の 形 式と して ，パ ウロ に も見出 しえた し， また，お そ ら く

は現代 に おい て も，超越 者 へ と開か れ つ つ 本 来的 な生 き方 を志向する あ らゆ

る事実的な生に あて は まる よ うな， そ うした生の 形式その もの で あっ た とい

え よう． こ うした事実的 な生の 形式は
， 続 くア リス トテ レス の 現象学的解釈

で の 成果 と も結びつ きつ つ ， 主著 『存在 と時間』に お け る世 界内存在 と して

の 現存在の 存在論的分析の 中に生 か され て ゆ くの で あ る ，

　周 知の よ うに 『存在 と時間』に はT ア ウ グス テ ィ ヌ ス へ の 言及が 多数ある ，

そ れ らの 内容 は ， こ の 『告 白』 10 巻 の 解 釈 と照 ら し合 わせ る と き， よ り

深 く了 解す る こ とが で きる． 例 え ば， 『存 在 と時 間』 で は，不 安の 実 存論

的 な学的解釈 を扱 っ た箇所 に お い て ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 名が 挙げ られ て い

る の だが
32
，本論 を通 して み た よ うに ， こ の 「不安」が ，原 キ リス ト教 的

な事実的 な生 の 経験 に おける， パ ウロ や ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 不安， すな わ

32 「不安 とい う現象と惧れ とい う現象が，……極め て 狭 い 限 界内 に お い て で ある に せ よ．存在

　 論的に も，キ リ ス ト教神学の 視圏 の うちへ と入 りこ ん で きた とい う こ と．こ の こ とは なん

　 ら偶然で は な い ．こ の こ とがお こ っ た の は，つ ね に，神 へ とかかわ る人 間 の 存在 に つ い て

　 の 人間学 的問題 が 優 位を獲得 し て ，信仰 とか 罪 とか 愛 とか 悔 い とか い う よ うな諸 現象が ，

　 問題設定 を導 い た と きで あ っ た ．《敬虔な 惧 れ と奴隷 的な恐 れ》に つ い て の ア ウ グ ス テ ィ ヌ

　 ス の 説 を参照 せ よ」 とある （SZ190anm 、）．こ こ で は．1］
「83 問題 集』 の 33 問，34 問，35

　 問が挙 げ ら れ て い る ．既 に 見た よ うに ，ハ イ デ ガ ーは，『告白』第 10 巻 の 解釈 に お い て も，

　 神 と かか わ りの なか で の 史的な生 の 不安を事実的な 生 の 経験 に お い て ，あ らわ に して い た，
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ち超越 的な もの との 日常 に お け る絶 えざる関 わ りを前提 と して 初 め て 経 験

され うる不安 に その 由来 を持 つ こ とは
， 明 らかで ある ， こ の こ とは ， ハ イ

デ ガ ー
に お ける 「不安」が単 に理由 な くこの 世 界に投 げ入れ られ て い る こ

との 「不安」 なの で は な く， 超越 との 関わ りに よ っ て ， 本来的なあり方の

可 能性 へ と開か れ る こ とで ，生 の あ りか た に お ける 二 つ の 方向の 可 能性へ

の 自由が 自覚 され る こ とを 前提 に して は じめ て 経験 され る 「不 安」で あ る

こ とを示 して い る． また ， ハ イ デ ガ ー は ，現 存在の 実存論的 分析 にお い て

現存在 を 「気 遣 い 」 と して 解 釈す る箇所 に お い て 「ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 的 な」

「人間学の 学 的解釈の 試 み との 連関に お い て 」「気遣い へ の 眼差 しの 方 向が

著者 に生 じた」（SZ199anm ．） と して い る
33
． こ の こ との 内実 も， 本講義

の 内容 を分析する過程で よ り明確 に な っ た とい える で あろ う
34
，

　 さ ら に ， 『存在 と時間』 に は， 直接 ア ウ グス テ ィ ヌ ス へ の 言及 の ない 部

分 にお い て も， ハ イデ ガ ー
が ア ウ グス テ ィ ヌ ス との 対話 か ら受取 っ た の で

は ない か と考 え られ る点が あ る． そ れ は， ハ イ デ ガ
ー

の 存在 へ の 問い と
，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 神 と魂 と を探 究す る そ の 道 筋 との あ い だ の ， 方法 の

親近性 に お い て 見て 取 る こ とが で きる ， す な わ ち私 た ち が， 『告 白』 第 10

巻 に即 して 見 て きた ア ウ グス テ ィヌ ス の 神探究 の 方 向す な わ ち， 「私が 神

を愛 して い る」 とい うその 了解 内容 か ら出発 し， 「そ の ときわ た しは何 を

愛 して い る の か」 を．私 の 記憶 へ ， そ して そ こ か らさ らに そ れ を超 えて 神

の うちへ ， と探 究す る とい う 「内なる超越」
35

の 方 向性 は， 『存在 と時 間』

で は， 現 存在 の 存在 了解 を出 発点 と し，現存在 の 存在論的分析 を通 して ，

存在の 意 味へ の 問い を遂行す る とい う探 究の 方向性 や t 非本来的 な 自己 を，

本来性へ と呼ぶ 丁現存在 の 内奥 に あ りなが ら， そ れ で い て現 存在 の 日常的

33 渡邊 二 郎が 指摘 する よ うに ，『存在と時 間』 に お け る ハ イ デ ガ ー
の 「自己 の 捉 え方」 は，気

　 遣 い の なか で ，本来性と非本来性と い う二 つ の あ り方を見届 け．「非本来的 なもの か ら，不

　 安を介 し て，本来的 な もの へ と，戦 きなが ら，還帰 しよ うと す るあ りかた の うち に，自己

　 の 真相を看守する もの 」で あ り，ハ イデ ガ ーの 人間観の根本に は，
一
安易 で慰安に満 ちた気

　 晴 ら しや 頽 落の あ り方か ら絶えず本来的な もの へ と呼び 還 され．単独 な己れ 自身 に 戦 い て

　 い る不安な人間」とい うもの があ り，「こ の不安の 気分に つ い て は ハ イデ ッ ガー自身が注釈

　 して い るように （SZI90anmk ．）」「ア ウ グ ス チ ヌ ス ，ルー
テ ル の そ れ，なか んず くキ ル ケ ゴ ー

　 ル の 不 安の 概念か ら，示唆 を受け て成立 し た もの で ある こ と は，言うまで もない 」 （渡邊 二

　 郎 『ハ イ デ ッ ガ ー
の 実存思 想 （第二 版）』勁草書房，1994 年，50／

・502 頁参照），

34 本論注 12
，
20

，
22 ，25 、26 、27，28，32 ．33 参照．

35 こ の 言葉は，山田晶
一
教 父 ア ウ グ ス テ ィヌ ス と『告 白』」か ら借用させ て い ただい た（

ir ア ウグ ス テ ィ

　 ヌ 刈 （世界 の 名著 16），山田晶責任編集 ，中央公論社 ．1994 年，31 頁参照）、
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な 自己を超 えた もの と して 良心 を捉 える 方向性 と重 な る もの が ある の で あ

る ． また後期の 『ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム書 簡』 に お ける 現 存在 の 本質た る 「Ek
−

sistenz 」が
， 実は 「脱 自的 に 開けた明 る み の 中へ と立 つ こ と （Innestehen）」

（H19anm ．）
36

で あ り， また 「存在 の 近 さの うちに 脱 一 自的 に住 む こ と」

（H35 ）で あ る と され て い る 点 も， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 実 存的 な神の 探究

の 方 向性 （in　te　supra 　me ） と重 なる もの で ある
37
． ハ イ デ ガ ー は ， 本講

義 に お ける ア ウ グス テ ィ ヌ ス との 対話 を契機 と して ， 存在 へ の 問 い を現 存

在の 実存論 的分析を通 して 遂行す る道 を， 見出 した ， ある い は すで に 見 出

し つ つ あ っ た か ら こ そ こ の テ ク ス トを講義に お い て 取上 げた の で は ない

か ， と推 察 され る の で ある ．
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