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創刊の辞  

 こ こ に 創 刊 す る 『 S c i e n t i a  –  J o u r n a l  o f  M o d e r n  We s t e r n  P h i l o s o p h y』 は 、 従 来 、 京

都 大 学 文 学 研 究 科 ・ 西 洋 哲 学 史 （ 近 世 ） 専 修 が 発 行 主 体 と な っ て き た 二 つ の 雑 誌

『 近 世 哲 学 研 究 』 と 『 P r o l e g o m e n a』 の 志 を 継 ぎ な が ら 、 そ れ ら を さ ら に 発 展 さ せ

る こ と を 目 指 し て い る 。先 行 両 誌 は 、一 方 は 同 専 修 を 担 わ れ て き た 先 生 方 と す で に

名 だ た る 研 究 者 と な ら れ た そ の 修 了 者 の 諸 先 輩 方 を 主 な 書 き 手 と し て 、 ま た 他 方

は 在 籍 中 の 大 学 院 生 た ち が そ の 清 新 た る 研 究 を 世 に 問 う 媒 体 と し て そ の 役 割 を 果

た し て き た 。本 誌 も ま た 、近 世・近 代 哲 学 研 究 を 深 化 さ せ 、刷 新 し て ゆ く と い う こ

の 先 行 両 誌 が 果 た し て き た 役 割 を 担 お う と し て い る 。 し か し ま た 本 誌 が め ざ す の

は 、た だ た ん に 両 誌 の 継 承 と い う わ け で は な い 。本 誌 は こ の 二 誌 が 持 っ て い た 射 程

を 超 え て 近 世 ・ 近 代 哲 学 研 究 を 中 心 と し た 新 し い 知 S c i e n t i a の 場 を 形 成 し よ う と

す る も の で も あ る 。  

 近 世・近 代 の 西 洋 哲 学 を 研 究 す る 我 々 に と っ て 第 一 の 任 務 は 、テ キ ス ト を 読 み 、

解 釈 し 、そ れ を 世 に 問 う と い う 営 み を 継 続 し て い く こ と 、こ の 継 続 を 通 じ て 西 洋 哲

学 史 研 究 を さ ら に 発 展 さ せ て ゆ く こ と で あ る 。昨 今 の 、高 等 教 育 政 策 並 び に 科 学 技

術 政 策 は 、こ う し た 研 究 を い わ ゆ る 訓 詁 学 と し て 無 用 の 長 物 と み な す 傾 向 が あ る 。

し か し 、大 げ さ な も の 言 い が ゆ る さ れ る な ら ば 、人 類 が こ れ ま で に 蓄 積 し て き た テ

キ ス ト の 集 積 は そ の 知 恵 の 集 積 で あ り 、 一 時 的 な 時 代 の 気 分 な ど に よ っ て 投 げ 捨

て ら れ る べ き も の で は な い 。そ し て 、こ の 蓄 積 は そ れ を 読 み 、解 釈 し 、そ こ に 記 さ

れ た 思 想 を 我 が も の と す る 存 在 が な け れ ば 、そ れ こ そ 無 用 の 長 物 と 化 す の で あ る 。 

 と は い え 、 そ う し た 人 類 の 蓄 積 に 対 し て 我 々 が 貢 献 で き る こ と は あ ま り に も 小

さ い 。西 洋 と い う 限 定 は 、地 域 的 に も 極 め て 限 定 さ れ た も の で あ り 、哲 学 と い う ジ

ャ ン ル も ま た 文 化 の 広 大 な 領 域 を 前 に し て は わ ず か な 部 分 を 指 す に す ぎ な い 。 ま

た 、「 西 洋 近 世・近 代 哲 学 」と 名 指 さ れ る も の の 範 囲 の 中 で も 我 々 が 関 与 す る こ と

が 出 来 る の は そ の 一 部 に と ど ま ろ う 。し か し 、文 化 と い う 広 大 な 蓄 積 を 前 に し て 、

我 々 は そ う し た 小 さ な 一 歩 一 歩 を 積 み 重 ね て い く こ と し か で き な い の で あ る 。 近

世・近 代 だ け で な く 、古 代 や 中 世 に つ い て 、西 洋 だ け で な く 東 洋 と い っ た 他 の 地 域

に つ い て 、 そ し て 哲 学 以 外 の 分 野 に お い て さ ら な る 同 志 の あ る こ と を 確 信 し て

我 々 は こ こ に 小 さ な 一 歩 を 記 す 。  

 し か し ま た 、本 誌 の 対 象 は 、い わ ゆ る「 西 洋 近 世・近 代 哲 学 研 究 」と い う 表 現 が

思 い 起 こ さ せ る も の よ り も 、さ ら に 広 い 対 象 を 含 む も の と な る だ ろ う 。ま さ に そ こ

に 、新 た に 本 誌 を 創 刊 す る 意 義 が あ る 。そ も そ も 現 代 に お い て こ の デ ィ ス シ プ リ ン

が 持 つ 地 域 的・ジ ェ ン ダ ー 的 バ イ ア ス に つ い て 無 自 覚 、無 反 省 に 、こ の 標 識 の 下 に

と ど ま り 続 け る こ と は も は や 許 さ れ て い な い 。 そ う し た 自 己 反 省 の 営 み そ の も の
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も 、ま た「 西 洋 哲 学 史 研 究 」の 一 部 で な け れ ば な ら な い 。さ ら に 、上 記 の よ う に 本

誌 の 立 場 は 訓 詁 学 的 研 究 の 価 値 を 否 定 す る も の で は な い が 、 テ キ ス ト 研 究 が そ れ

に と ど ま ら な い 射 程 を 持 つ と き に は 、む し ろ そ れ を 歓 迎 す る も の で あ る 。し た が っ

て 、隣 接 す る 現 代 哲 学 や 古 代・中 世 の 哲 学 、文 学 、歴 史 、さ ら に は 社 会 科 学 、自 然

科 学 を も 含 め た 広 大 な 知 の 領 域 と 、西 洋 近 世・近 代 哲 学 と の 生 産 的 な 接 触 の 場 で あ

る こ と も ま た 本 誌 に 期 待 さ れ る 。  

 そ の 意 味 で は 、こ の 創 刊 号 に 、ミ ュ ン ス タ ー 大 学 の ミ ヒ ャ エ ル・ク ヴ ァ ン テ 氏 と

オ ス ナ ブ リ ュ ッ ク 応 用 科 学 大 学 の ジ ル ヴ ィ ア ・ ヴ ィ ー デ ブ ッ シ ュ 氏 が 共 著 論 文 を

寄 せ て く だ さ っ た こ と は 望 外 の 喜 び で あ る 。 こ の ヘ ー ゲ ル 研 究 者 と 発 達 心 理 学 者

に よ る 論 文 は 、 ま さ に 本 誌 の 考 え る 哲 学 史 研 究 の 隣 接 分 野 と の 共 同 の 一 つ の 好 例

を 提 供 す る も の と い え よ う 。  

 

 本 誌 が 、知 な い し 学 、 S c i e n t i a の 礎 と は い わ な い ま で も 、ま ず は そ の 倒 壊 を 支 え

る ひ と つ の 添 え 木 と な ら ん こ と を 願 っ て 、 創 刊 の 辞 と す る 。  
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