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Bisher haben wir die Freiheit zwar im transzendentalen Sinne ( bei Sartre. Merleau・Ponty,

Heidegger und Henry ) oder im ethischen Sinne ( bei Kant und Scheler ) betrachtet. aber 

nicht im religiiisen Sinne. Die vorliegende Abhandlung thematisiert so die 》 Philosoρhische

Untersuchungen iiber das Wesen der menschlichen Freiheit 《 Schellings, weil diese nicht nur die 

Unabhangigkeit des Menschen von Gott. sondern auch die Freiheit Gottes selber behandeln. 

Aber sind Mensch und selbst Gott so frei in jeder Hinsicht ? Was wir hier Gberprufen miichten, 

das sind die Probleme der Unfreiheit des Menschen sowohl vom 》 Grund 《 als auch vom 

》 Ungrund 《 sowie der Unfreiheit Gottes von seinem Wesen. 
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我 々 は こ れ ま で に 超越論的 な 意味での 自 由 や倫理的 な 意昧での 自 由 に つ い て は扱 っ て き た が、 宗
教 的 な 意味での 自 由一一神 に 対す る 人間 の 自 由や神そ れ 自 身の 自 由一ーに つ い て は論 じ て こ な か っ
た 。 と こ ろ で こ の 分野 で の代表 的 な 文献 と し て は、 1809年の シ ェ リ ン グ の 高名 な る 著作 『人 間 的
自 由 の 本質 に つ い て』 （以下 『 自 由論』 と 略記す る ） が あ る 。 翌1810年の 『 シ ュ ト ゥ ッ ト ガ ル ト 私
講義』 の 中 で、 シ ェ リ ン グ は こ う 述べて い る 。 「 自 由 の 擁護者 た ち は通常、 た だ 自 然 か ら の 人 間 の
独立性 を 示す こ と だ け を 意図 し 、 そ れは も ち ろ ん容易で、 あ る 。 し か し 彼 ら は、 神 か ら の 人 間 の 内的
独立性 や 、 神 に 対す る 人 間 の 自 由 も 、 手つ か ずの ま ま 放置 し て い る 。 な ぜ な ら こ の こ と は ま さ し
く 、 最 も 困難 な こ と だ か ら で あ る 」 （SP. S.350) 1 a そ の う え へ ッ フ ェ と ビ ー バ ー に よ れ ば、 「 シ ェ
リ ン グ は人間の 自 由 に つ い て よ り は る か に 一層、 神の 自 由 に つ い て 語 っ て い る J (Hoffe, S.2） の で
あ る 。

し か し 我 々 の意図す る 「無為j と 「 自 然J と に つ い て の現象学的研究 と い う 観点 か ら す る な ら 、
シ ェ リ ン グ の あ ま り に も 形而上学的 な 諸考察 を 、 た だ ち に 我 々 の論述の 中 に 取 り 込 む こ と は難 し
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い。 同 じ く へ ッ フ ェ と ビ ー バ ー に よ れば、 「 シ ェ リ ン グ は分析的 に も 現象学的 に も 超越論的 関 哲学
的 に も 思索せず、 む し ろ 形而上学的 に 思索 し て い る j が ゆ え に 、 「 シ ェ リ ン グ の 『 自 由論』 は、 今
日 の哲学 の主潮流 か ら 考察 さ れ る な ら 、 扱 い に く い テ ク ス ト と し て 現れ る 」 （Ibid.） の で あ る 。 け
れ ど も シ ェ リ ン グの こ の テ ク ス ト に 関 し て は、 こ れ ま た有名 な 1936年のハ イ デ ッ ガ ー の講義 『 シ ェ
リ ン グ の論孜 『人間 的 自 由 の 本質 に つ い てj (1809） 』 （以下 『 シ ェ リ ン グ書』 と 略記す る ） が あ る 2 0
ノ 、 ィ デ ッ ガ ー は同書で 『 自 由論』 を 「 ド イ ツ の、 そ し て そ れ と と も に 西洋の哲学 の 、 最 も 深い著作
の一つJ (Sch. S.2） と み な し 、 1941年の講義 『 ド イ ツ 観念論の形而上学 （ シ ェ リ ン グ） 』 で は本書
が 「 ド イ ツ 観念論の形市上学の頂点J (GA49, S.l ,  83 ,  154, 163） た る こ と を 強調 し て や ま な p 3 。
こ れ ら のハ イ デ ッ ガ ー の テ ク ス ト 自 体、 例 え ば彼が ア リ ス ト テ レ ス や カ ン ト に対 し て 公然 と 為 し て
い る よ う な 「現象学的解釈」 と は言い難い も の か も し れな い。 し か し そ れは、 少 な く と も 現象学研
究 を 通過 し て き た 者 の 行 っ た 解釈 と し て 、 我 々 に と っ て も シ ェ リ ン グ思想への一つ の有力 な 通路 と
は な り え よ う 。

た だ し 我 々 の 目 標 は 、 あ く ま で 「 自 由J の根底に 「非 自 由」 を 見 る こ と で あ る 。 人聞 は本 当 に 、 「根
底J や 「無底」 に 対 し で も 自 由 で あ り う る の だ ろ う か。 ま た 神 自 身 は L 功、 な る 意昧に お い て も 自 由
な の だ ろ う か。 こ の よ う な観点か ら 中期 シ ェ リ ン グや 中期ハ イ デ ッ ガ ー の 「 自 由j 概念 に 対 し て批
判 的検討 を 試み、 そ れ を 通 じ て 「非 自 由」 に つ い て の考察 を 深め る こ と が 、 本稿の 目 的 な の で あ る 。

第一節 「善 と 悪の能力J と し て の 自 由

1804年 の 『哲学 と 宗 教』 の 中 で、 シ ェ リ ン グ は 「 自 由 は も ち ろ ん 説明不可能 で あ る 、 な ぜ な
ら た だ 自 己 自 身 に よ っ て の み規定 さ れ る と い う こ と が 、 ま さ し く 自 由 の概念 だ か ら で あ る J (PR, 
S.42） と 述べて い る 。 こ の よ う な考 え を 受 け 、 『 自 由論J は ま ず 「 自 由J の概念は 「体系J の概念 と 「矛
盾す る J の で は な い か と い う 疑問 か ら 出 発す る （WF. S.9） 。 ハ イ デ ッ ガ ー に よ れ ば、 1809年以 降
そ の死 に 至 る ま での45年間 の シ ェ リ ン グの努力 は、 「 自 由 の体系」 を 構築す る こ と に あ り 、 そ し て
シ ェ リ ン グ は こ の こ と に 「挫折 し たJ (Sch, S.25. V gl. S.4） の で あ る 七

『 自 由論』 の場合、 ま ず も っ て 「体系」 が指すの は 「汎神論」 で あ り 、 同 書 は 「汎神論」 の様々
な 意昧 を 検討 し た あ と 、 「汎神論 は 少 な く と も 形式的 自 由 を 不可能 に し な p」 （WF, S.21） と い う
結論 を 出 す。 こ こ で 「形式的 自 由J と い う 語が意味す る の は、 「観念論」 が 考 え る よ う な 〈善悪等
の実質 を 含 ま な い 自 由〉 の こ と で あ る 。 「体系へ と 形成 さ れた観念論」 に お い て は、 「活動、 生、
自 由 の み が真 に 現実的 な も の で あ る 」 （WF, S.23） と 主張す る だ け で は足 り ず、 む し ろ 「 あ ら ゆ る
現実的 な も の （ 自 然、 諸物の世界） は活動、 生、 自 由 を 根底 と す る 」 （WF, S.24） と 言わ な け れ ば
な ら な い。 そ れゆ え パ ス カ ル ・ ダ ヴ イ ツ ド の言 う と こ ろ の 「有に つ い て の シ ェ リ ン グ の テ ー ゼJ
(S削除rt S.139） は 、 以下の よ う に な る 。 「究極最高 の審級に お い て は、 意欲 よ り 他 の 有 は全 く 存
在 し な い。 意欲が根源的 な 有 （Ursein） で あ っ て 、 意欲 に の み没根底性、 永遠性、 時聞か ら の独立
性、 自 己肯定 と い っ た根源的 な有の全て の述語が適合す る J (WF, S.23） 。 ハ イ デ ッ ガ ー の注釈 に 従
う な ら 、 「 自 然J も ま た 「端的 に 没精神的な も の」 （Sch, S.73） で は な く 、 む し ろ 「 自 我的J だ が 、
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た だ 「 ま だ展 開 さ れて い な い 〈 自 我｝j (Sch, S.1 12） で あ る だ け で、 そ れ は 「 ま だ 自 ら の 内 に 閉鎖
さ れ、 展開 さ れて い な い 自 由J (Sch, S.1 13） な の で あ る 。

し か し も し 「 自 由」 が 「即 ・ 自 一般の ポ ジ テ ィ ヴ な概念J だ と す る な ら 、 「人間 的 自 由 に つ い て
の研究J は、 ふ た た び 「一般的 な も のJ に 連れ戻 さ れて し ま う 。 そ れゆ え 「人 間 的J 自 由 を 規定 す
べ き f種差」 を 示す た め に は、 「単 な る 観念論J で は 「不十分J (WF, S.24） で あ る 。 自 由 に つ い て
の 「実在的で生 け る 概念」 と は、 シ ェ リ ン グ に よ れば 「善 と 悪の能力J (WF, S.25） 、 即 ち 「普 と 悪
への生 け る 積極 的 な 能 力J で あ り 、 と り わ け 「悪への能力」 （WF, S.26） で あ る 。 ハ イ デ ッ ガ ー に
従 う な ら 、 『 自 由論』 は 「本来的 に は た だ悪のみ を 〈主題〉 と す る J (GA49, S.154） 、 そ れ ど こ ろ か
「本来的 に は悪の本質 を 扱 う j が ゆ え に の み 「人間的 自 由 に つ い て扱 う J (GA49, S.95） の で あ っ て 、
『 自 由論』 は 「核心 に お い てJ は 「悪の形而上学」 （Sch, S.1 18. Vgl. S.1 1 7） な の で あ る 。

と は い え 、 も し 万物が神の 内 に 「内在J し 、 な お かつ神が 「最 も 完全 な 存在者」 で あ り 、 し か も
「悪J に 「実在性j が 認め ら れ る の だ と す る な ら （WF, S.25） 、 「 L 功＝ に し て 純然 た る 善意 と し て考
察 さ れ る 神 か ら 悪へ の 能 力 が 帰結 し う る の かJ (WF, S.26） が 、 わ か ら な く な っ て し ま う 。 こ の 困
難 を 解決す る に は、 「悪への能力」 と し て の 「 自 由J が 「神か ら 独立 し た或 る 一つ の 根J (WF, S.27) 
を 有 し て い る の で な け れ ば な ら な い。 そ の た め に シ ェ リ ン グ が 採用 し た の が、 彼 自 身 が 1801 年 の
『我 が哲学体系 の叙述』 の 中 で打 ち 出 し た 「実存J と そ の 「根底」 と の 区別 と い う 考 え で あ る 5 0

第二節 実存 と 根底 一一 悪の内的可能性

「学 の 内 で最初 に 我 ら が 時代の 自 然哲学 が 、 実存す る 限 り での 存在者 と 、 単 に 実存 の棋底 で あ る
に す ぎ な い限 り での存在者 と の 聞 に 、 区別 を立て たJ (WF, S.29・30） と 『 自 由論』 は言 う 。 し か し 「神
以前 に 、 あ る い は神 の外 に は何 も な PJ の だ か ら 、 神 は 「 そ の実存の根底J を 、 自 己 自 身の 内 に有
し て い る の で な け ればな ら な い。 乙 の根底 は 「絶対 的 に 考察 さ れた神、 即 ち 実存す る 限 り での神」
で は な く て 、 神 の 内 な る 「 自 然」 で あ る （WF, S.30) 6 a 『 シ ュ ト ゥ ッ ト ガル ト 私講義』 の表現 に 従
う な ら 、 「神全体」 が 自 然の 内 に あ る の だ が 、 た だ 「萌芽的状態J に お い て の み そ う な の で あ っ て 、
自 然 は 「 そ の 内展 （Involution） に お け る 神J も し く は 「 ポ テ ン シ ャ ル な 神J で あ り 、 「理念的 な も のJ
こ そ が 「顕在的な神j で あ る （SP, S.333) 7 a 「根底j と は 「 シ ョ ー ペ ン ハ ウ ア ー の 〈生 き ん と す る
意志〉 に 類比的 なj 何か、 「盲 目 的で執劫 な 、 非人称的な 肯定J 、 自 己 自 身 を 顕示 し た い と い う 「パ
ニ ッ ク 的 な 欲情J (Marquet, p.332） で あ り 、 「 カ オ ス J (Veto, p. 171  ; Cattin, p.66） で あ る と 同 時
に 「全て の 可能性の豊か な 母体J (Veto, p.172） で あ っ て 、 ア リ ス ト テ レ ス の 「 ヒ ュ ポ ケ イ メ ノ ン 」
や 「 ヒ ュ レ ー 」 、 プ ラ ト ン の 「 ア ペ イ ロ ン J や 「 メ ー ・ オ ン 」 （Courtine, p.154-5） に 近づ く と い う 。
「根底」 は 「 そ れが支 え る 諸物の条件J で し か な い が 、 「実存者J は 「 そ れが 産出 す る 諸存在の原因」
(Veto, p.592） で あ る 。 両者 は 「神性 を 構成 す る 二要素」 で あ る と い う よ り 、 む し ろ 「神的生成 そ
の も の の 諸法則」 （LH, p.44） を 示 し 、 ハ イ デ ッ ガ ー は両者の 内 に 「真有 の 接合 （Seynsfuge） 」 （Sch,
130, 133） を 、 あ る い は 「各 々 の有 る も の に お け る 接合構造 （Gefiige) J (GA49, S.82） を 見 る 。 シ ェ
リ ン グ 自 身 は両者 を 「重力 」 と 「光J の 関係 に 警 え て い る が （WF, S.30) 8 、 こ れ も ハ イ デ ッ ガ ー
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に よ れば単 に 一 つ の 「比轍j に す ぎ な い の で は な く 、 「真有 そ れ 自 身 に お け る 本質的接合構造の或
る 特定 の鋳造J (Sch, S.137） な の だ と い う 。 シ ェ リ ン グ は ま た 「根底J と 「実存J は ど ち ら が先 と
も 言 え な い と 断 っ て い て （WF, S.31） 、 ハ イ デ ッ ガ ー は こ れ を 「既有」 と 「将来有J の 「根源的同
ー 時性J と し て 、 「最 も 根源的 な 時性J (Sch, S.136） か ら 理解 し よ う と す る 。

諸物 は そ れ ら の 「根底J を 、 「神 そ れ 自 身 に お い て彼自 身で な い も の」 、 即 ち 「 そ の実存の根底 で
あ る も のJ の 内 に 有 し て い る 九 そ れは 「永遠 な る ー者が 自 己 自 身 を 産 ま ん と し て感ず る 憧慢J (WF, 
S.31 ） で あ り 10、 「 そ の 中 に 悟性の な い意志」 、 そ れゆ え 「 自 立的で完全J で も 「意識的」 で も な く 、
単 に 「予感す る J 意志で あ っ て 、 そ の 「予感J が 「悟性」 、 即 ち 「意志の 中 の 意志j で あ る 。 そ れ
ゆ え 「根底J に は常 に 「規則 な き も のJ が存 し 、 こ の 「悟性 な き も の」 か ら 本来の意味での 「悟性」
が生 ま れ る （WF, S.32） 。 「悟性 な き も の の 闇J か ら 、 即 ち 「認識のすば ら し き 母 た る 感情、 憧憶」
か ら 、 初 め て 「明 る い思想j が 「成長す る 」 （WF, S.33） の で あ る 。

「憧慣J に 呼応 し て 、 神 そ れ 自 身 の 内 に 「或 る 内的 な 反省 的表象」 が産出 さ れ る 。 そ れは神以外
の対象 を も ち え な い か ら 、 神 は そ の表象 に よ っ て 自 己 自 身 を 或 る 似姿 の 内 に 観取す る 。 こ の表象 は
「絶対 的 な も の と し て 考察 さ れた 神 が そ こ に お い て 実現 さ れ る と こ ろ の最初の も のj で あ り 、 同 時
に 「悟性」 一一 「か の憧慢の語J 1 」ーで あ る 。 「悟性の最初の作用」 と は、 「諸力の分断 （Scheidung) J 
で あ る （Ibid.） 。 憧慣 は悟性 に 惹起 さ れて 、 自 ら の 内で捕 え ら れた生命の燦め き を 保存 し よ う と し 、
常 に 根底 で あ り 続 け る た め に 自 己 自 身 に お い て 自 ら を 閉鎖 し よ う と す る 12。 そ し て 悟性 が憧憶 を
「諸力 の分断J へ と 惹起す る こ と に よ っ て 、 「把握可能で個別 的 な 何か」 が初 め て成立 す る 13一一真
の 「構 － 想 （Ein-Bildung） 」 に よ っ て 、 あ る い は 「覚醒 （Erweckung） 」 に よ っ て 。 こ の 分断 に お
い て 分離 さ れた 諸 力 は 、 の ち に そ こ か ら 身体が形成 さ れ る と こ ろ の 「質料」 で あ り 、 分断 に お い て
諸 力 の 中 心 と し て 生ず る 生 け る 幹は 「魂J で あ る 。 「根源的悟性」 が 「 そ れか ら 独立 し た根底」 か
ら 「魂J を 「内 的 な も のJ と し て 際立た せ る ので、 魂は根源的悟性か ら 「独立」 し た ま ま に 留 ま る
の で あ る （WF, S.34） 。

「 そ の 本’性 に 従 っ て 昏 い 原 理J は、 「 同 時 に 光 に 変容 さ れ る 原理J で あ り 、 両者 は 各 々 の 自 然存
在者 の 内 で ー で あ る 。 「根底j に 由 来 す る 昏 い 原 理 は、 「被造物 の 我 意 （Eigenwille) J で あ り 、
「悟性 の 原 理J た る 「光」 と 完全 に 統一 さ れ な い 限 り は、 「単 な る 欲望 （Sucht） 」 な い し 「欲求
(Begierde) J で あ る 。 被造物の我意 に 対立す る の は、 「普遍意志 （Universalwille） 」 と し て の 「悟
性J で あ る 。 そ れ ゆ え 同 じ 存在者 の意志は、 そ れが 「個 々 の も のJ で あ る 限 り は一 つ の 「特殊意
志 （Particularwille) J だ が 、 「他 の 全 て の 特殊意志の 中心」 と し て は 「悟性」 と ー で あ り 、 今や 両
者か ら 「一つ の 団結 し た全体」 が生成す る 。 し か る に光への高揚は 「人間」 に お い て の み起 こ り 、
人間の 内 に こ そ 「最 も 深い深淵j と 「最 も 高い天空j と が存在す る （WF. S.35） 一一ハ イ デ ッ ガ ー
に よ れば、 「 こ の 箇所 を 理解す る こ と J が 「諭孜全体 を把握す る こ と 」 （Sch, S.65） で あ る 一一。 人
間 は 「根底」 か ら 発源 し て く る こ と に よ っ て 「神に対 し て 独立 し た或 る 原理」 を 有 し て い る が 、 こ
の原理が 「光J に 変容 さ れ る こ と に よ っ て 、 人間の 内 に 「精神j が立 ち 現れ る 。 精神 は 「神 の 内 に」
あ る 。 し か し も し 「両原理の 同一性J が 、 神 に お い て と 同様、 人間の精神 に お い て も 分か ち 難 い の
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で あ れば、 「相違」 が な く な っ て し ま っ て 、 精神 と し て の神 は顕わ と な ら な い で あ ろ う 。 神 に お い
て 分離不可能 な統ー は 、 そ れゆ え 、 人間 に お い て は分離可能で、 あ る の で な け れば な ら な い。 そ し て
こ れが 「善 と 悪の可能性j な の で あ る （WF. S.36） 。

「 自 然の根底 か ら 高 め ら れ た 原理J 一一そ れ に よ っ て 人聞 が 神 か ら 分断 さ れ る ーーは 、 人間 に お
け る 「己性 （Selbstheit) J で あ り 、 そ れは 「理念的原理j と 統ー さ れ る こ と に よ っ て 「精神j と な る 。
し か る に 己性 は精神 で あ る こ と に よ っ て 「超被造物的 な も のj へ と 高め ら れ、 も は や 「普遍意志J
の道具で は な く (Ibid.） 、 「光 と 昏い原理 と の統ー を超 え てj 高 め ら れ る 。 己性 は 、 精神 で あ る こ と
に よ っ て 、 「両原理か ら 自 由」 14な の で あ る 。 そ し て 「己性」 が光か ら 自 ら を 分離 し 、 「我意」 が 「普
遍意志J と の 同一性 に お い て の み あ る も の に 「特殊意志」 と し て あ ろ う と す る 時、 も し く は 「 中 心J
に 留 ま る 限 り に お い て の み あ り う る も の に 「周辺」 に お い て 、 あ る い は 「被造物J と し て あ ろ う と
す る 時、 人間の意志の 中 で、 神 に お い て は分か ち 難 か っ た 「精神的 と な っ た 己性J と 「光j と の 「分
離j が生 じ て く る 。 ま さ に こ の 「我意の高揚J が 「悪」 な の で あ っ て 、 意志は 「諸原理の 関係」 を
逆転 し て 「根底J を 「原 因」 の 上 に高 め よ う と し （WF. S.37） 、 「中 心J の た め に の み保持 し て い る
精神 を 中 心 の 外 に 、 「被造物j に 対 し て 使用 し よ う と す る （WF. S.37-8） 一一 そ こ か ら 「混乱J が
生ず る の で あ る （WF. S.38） 。

フ ラ ン ツ ・ パ ー ダ ー も 強調す る よ う に 、 「悪」 は 「諸原理の ポ ジ テ イ ヴ な倒錯 も し く は転倒」 に
基づ く （WF. S.39） 。 被造物 中最高の も の た る 人間 の み が 悪 を 為 し う る と い う こ と 考 え て み た だ け
で も 、 悪の根拠 が 「欠 如j や 「奪取J の 内 に あ る の で は な い と い う こ と が わ か る （WF. S.40） 。 そ
れ は む し ろ 「最高 の ポ ジ テ イ ヴ な も のJ の 内 に 存 し て い る の で あ る （WF. S.41 ） 。 た だ し 「諸 力 の
分離」 そ れ 自 体が 「不調和J な ので は な く 、 不調和 と は 「諸力の誤っ た統一J で あ る （WF. S.43) 15 o 
動物 に お い て も 「昏い原理J は働い て い る が 、 そ れは 「精神J や 「悟性」 で は な い か ら 、 動物 に 「離
反 （Abfall) J は不可能で あ る （WF, S.44） 。 そ れに 対 し 人聞 は、 「動物の 下 か上 に 立 ち う る の みJ (WF, 
S.45） な の で あ る 。

第三節 悪の現実性 と 普遍的必然性

「各 々 の本質 は そ の反対に お い て の み顕わ と な り う る j と シ ェ リ ン グ は述べ る 。 「愛J は 「憎 し み」
に お い て 、 「統一」 は 「闘 L )J に お い て （Ibid.） 。 「 あ ら ゆ る 顕現や顕示 は 対置 さ れ る も の へ の 関係
に お い て し か生 じ え な い と い う 法則 を 、 神 は免れな L 'J (C-Gillet. p.150） の で あ る 。 「実存J と は 「 自
ら を 顕示す る こ と J (Sch, S.131 .  V gl. S.129. 143 ; GA49, S.127） で あ り 、 「神 の 自 己顕示」 が 「創造」
で あ る （Sch, S.143 ; GA49, S.127） 。 そ し て 諸原理が分離 し て い る よ う な 存在者 （ ＝ 人 間） が な け
れば、 諸原理の統ー は そ の全能 を 証明 し え な い だ ろ う （WF. S.46） 。 そ れゆ え 「神」 が 「実存」 し 、
「顕わ と な る J た め に は 、 「人間J が有 ら ねばな ら な い （Sch, S.143） 。 人間 と は 「 そ こ に お い て 神 が
永遠の 精神 と し て 自 ら を 顕示す る と こ ろ の有 る も のJ (Sch, S.145） な の で あ る 。 従 っ て 「悪 の 現実
性J も ま た 、 「神 が 神 自 身 で は な い或 る 創造物の 内 で 自 ら を 顕示す る こ と 」 （Ho鉦e, S.186） に 帰せ
ら れ る 。 人聞 は 「善 と 悪へ の 自 己運動源泉j を 、 「等 し い仕方 でJ 自 ら の 内 に 有 し て い る 。 し か し
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「神 は必然的 に 自 ら を 顕示 し な け ればな ら な L リ し 、 「 そ も そ も 創造 に お い て は両義的 な も の は何一
つ残 り え な L )J の だ か ら 、 人 間 は 「未決断」 の ま ま に 留 ま る こ と が で き な い。 そ れゆ え 「悪への促
し 、 誘惑への一般的根拠J (WF, S.46） が あ る の で な け ればな ら な い 。

精神 と し て の神 は 「最 も 純粋 な 愛J で あ り 、 愛の内 に は 「悪への意志J は存在 し え な い の だ が 、
神が存在 し う る た め に は 「根底j な い し 「 自然J が必要で あ っ た 。 「愛の意志」 と 「根底の 意志J は 、
「二つ の 異 な る 意志」 で あ る 160 し か し 愛 が 存在 し う る た め に は根底が働 か な け れば な ら な い の だ
か ら 、 「愛の意志j は 「根底の意志」 に 「反抗J す る こ と も 、 こ れ を 「廃棄J す る こ と も で き な い。
そ し て根底 は、 「顕示j を 有 ら し め ん が た め に 、 「我性 （Eigenheit) J や 「対立J を 呼び起 こ さ な け
ればな ら な い （WF, S.47） 。 「根底の意志J は、 「精神J が 「愛の意志J と し て 立 ち 現れ る 時 に 「 そ
こ に お い て愛の意志が実現 さ れ う る よ う な 反抗者J を 「愛の意志」 が 見 出 す た め に 、 「最初 の創造」
と 同 時 に 「被造物の我意」 を 共 に惹起す る の で あ る （WF, S.47-8） 。

そ こ で、 「光の誕生」 と し て の 「始源的創造J に お い て 「光」 が そ こ か ら 高 ま る た め に 「闇 い原理」
が 「根底」 と し て 存在 し な ければな ら な か っ た の と 同様 に 、 「精神の誕生の別 の根底j が 、 「閣の 第
二の原理」 と し て 存在す る の で な け ればな ら な い。 そ れが 「創造 に お い て 聞 い 自 然根底 を 惹起す る
こ と に よ っ て 喚起 さ れた悪の精神」 で あ る 。 「悪の精神j に は 「愛の精神」 が対立す る 。 こ こ で も 「顕
示の最高 の頂点J は 「人間j で あ り 、 し か も 「原像的で神的 な人間J で あ る 。 そ し て 「光の誕生J
が 「 自 然の 国J で あ っ た よ う に 、 「精神の誕生J は 「歴史の 国j で あ る （WF, S.49） 。 「悪j と は 「 自
然 の 内 で働 い て い る 根底の、 一層高次の ポ テ ン ツ 」 （WF, S.50） な の で あ る 。

そ れゆ え 「一つ の普遍的 な悪J と い う も の が一一ーた と え 「始源的 で は な く 、 始源の神の顕示 に お
い て 初 め て 、 根底の反作用 に よ っ て 喚起 さ れた」 の だ と し て も 一一あ る 。 そ れは決 し て 「実現」 さ
れ な い が 、 し か し 不 断 に 実現 に 向 か お う と し て い る （WF, S.52） 。 「根底J は個 々 の 人 間 の 内 で も
絶 え 間 な く 働 き 続 け 、 「我性J と 「個別意志 （besonderer Wille) J と を 惹起す る が、 も ち ろ ん そ れ
は、 そ れ と の 対立 に お い て 「愛の意志」 が立 ち 現れ う る た め で あ る 。 「神の意志j は 「全 て を 普遍
化J し よ う と し 、 「根底の 意志j は 「全て を 特殊化」 し よ う と す る 。 既 に し て 「人 間 の 内 での 一般
意志 （allgemeiner Wille） と 個別意志 と の結合J が 、 「一つ の矛盾」 と し て 現れ る 。 両者の合ー は 、
不可能で は な い に し て も 、 困難で あ る 。 「生 そ れ 自 身の 不安が 人聞 を 駆 っ て 、 人聞 が そ こ へ と 創造
さ れ た 中 心 か ら 人聞 を 追 い や る J 17の で あ る 。 な ぜ な ら 中 心 に 生 き る た め に は、 人 聞 は 「全 て の 我
性 に 死滅 し な け ればな ら な L リ か ら で あ る 。 そ れゆ え 中 心か ら 周辺へ と 出 て 、 そ こ に 自 ら の 己性の
安 ら い を 求め る と い う の が、 「殆 ど 必然的 な 試みj で あ る 。 し か し こ の よ う な 「普遍的 な 必然性」
に も か か わ ら ず、 「悪J は常 に 「人間の 自 ら の選択j に留 ま る と シ ェ リ ン グ は述べ る （WF, S.53） 。
悪 を 為す の は 「根底j で は な い。 各 々 の被造物は、 「そ れ 自 ら の笹 に よ っ て 転落す る 」 （WF, S.53-4) 
の で あ る 180 

第四節 人聞 に お け る 悪の現出

創造の さ い に 「顕示への根底の反作用」 に よ っ て悪が 「普遍的 に」 惹起 さ れた あ と 、 人聞 は永遠
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に 「我性」 と 「我欲 （Selbstsucht） 」 と に 捕 え ら れ、 全員 が 「悪 の 聞 い付随的原理」 と と も に 生 ま
れ る の だ が 、 シ ェ リ ン グ に よ れば 「 自 ら の行為 に よ っ て 、 し か し 誕生以来招致 さ れた 悪」 の み が 「根
本悪 （das radikale Bose) J と 呼ばれ う る （WF. S.60） 。 人間 の 内 で 「己性 と 我意 と の 闇 い原理j が
す っ か り 「光」 に よ っ て 浸透 さ れて い る な ら 、 「神」 が 「諸 力 の 幹」 と し て 人間 の 内 に あ る 。 し か
し 両原 理 が 「不和j の 内 に あ る な ら 、 「転倒 し た 神」 が そ の代 わ り に あ る （WF, S.6 1 ） 。 「罪 の 始
源J 19 と は、 人聞が 「本来の有J か ら 「非有」 へ、 「光」 か ら 「闇J へ移行 し て 、 自 ら 「創造す る 根底j
と な っ て 、 自 ら の 内 に 有す る 「中心 の 力」 で も っ て 「万物 を 支配j せ ん と す る こ と で あ る 。 な ぜ な
ら 人聞 に は ま だ 「神の 内で、 神 と と も に 万物で あ っ た」 と い う 感’情が残 っ て い る か ら で あ り 、 彼 は
ふ た た びそ こ へ と 、 た だ し 「神 の 内 に お い てJ で は な く 、 「 自 ら の た め に 」 努 力 す る 。 そ こ か ら 生
ず る の が 「我欲の 飢 え 」 で あ り 、 悪 は 「万有で あ る と い う 騎 り 」 か ら 「非有の 内へ と 転落す る 」 （WF,
S.62） の で あ る 200 

と こ ろ で 「神的悟性」 の 内 に は 「一つの体系」 が 存在す る が 、 神 そ れ 自 身 は体系 で は な く 、 「一
つ の 生」 な の だ と い う （WF, S.70） 。 し か し ハ イ デ ッ ガ ー に よ れば、 も し 「体系」 が 「悟性」 の 内
に の み存在す る な ら 、 「根底」 は 「体系」 か ら 排除 さ れて し ま い 、 「有 る も の の 全体」 を 見 る な ら 、
体系 は も はや 「体系」 で は な く な っ て し ま う 。 そ れが シ ェ リ ン グの 「挫折」 す る こ と に な る 「困難」
で あ る 。 「根底 と 実存 の統一j と し て 「真有の接合」 を 立て る と 「体系」 と し て の 「真有 の接合構造」
が 「不可能」 に な っ て し ま う と い う こ と 、 こ の こ と が シ ェ リ ン グ に は わ か っ て い な い の で あ る （Sch,
S.194） 。

神 は 自 ら の 内 な る 自 ら の 「条件」 （ ＝根底） を廃棄す る こ と は で き な い が 、 「愛」 に よ っ て こ れ を
克服す る こ と は で き る （WF, S.70・1 ） 。 し か し 人間 に は 自 ら の 「条件J を 支配す る こ と が で き な い 、
そ れゆ え 彼の 人格性や 己性 は 、 決 し て完全 に は顕在化 さ れな い。 そ れが 「 あ ら ゆ る 有限 な 生 に付着
す る 悲 し み」 で あ る 。 も ち ろ ん 「単 な る 条件 な い し根底」 か ら 来 る も の は 「神」 か ら 来 る の で は な
い が 、 し か し 悪が 「根底」 か ら 来 る と 言 う こ と も で き な い。 悪 は た だ 「 自 ら の心の最 も 内 的 な 意志」
に お い て の み成立 し 、 「 自 ら の 行為」 な し に は決 し て成就 さ れな い の で あ る 。 「惹起 さ れた 己性J は 、
そ れ 自 体 と し て 悪 な の で は な く 、 そ れは た だ そ の反対 た る 「光」 も し く は 「普遍意志J か ら 引 き 離
さ れ る 限 り に お い て の み 悪で あ る 。 「顕在化 さ れ た 己性」 は 「生 の 鋭 さ 」 の た め に 必要 で あ る 。 な
ぜ な ら 「闘争」 の な い所 に は 「生」 も な い か ら で あ る へ そ れゆ え 根底 が 意志す る の は た だ 「生 を
喚起す る こ と 」 の み で あ っ て 、 直接 そ れ 自 体的 に は 「悪」 で は な い （WF, S.7 1 ） 。 「根底の 反作用」
は善の 内 で は 「善への働 き 」 、 悪の 内 で は 「悪への働 き j で あ り 、 「実効的 な 己性J な し に は普 も ま
た 「無効」 で あ る 。 た だ 「超克 さ れ、 そ れゆ え 顕在性か ら 潜在性へ と 連れ戻 さ れ た 己性J の み が 「善」
な の で あ る （WF, S.72） 。

「我意の惹起」 は 、 「 そ こ に お い て愛が実現 さ れ る 質料 も し く は対立」 を 愛 が 人 間 の 内 に 見 出 す た
め に生起す る 。 根底が惹起す る の は 「悪の可能的原理j の み で あ っ て 、 「悪」 そ れ 自 身で は な L E 。 「創
造への意志」 も 、 直接 的 に は た だ 「光」 ゃ 「善」 の誕生への意志で あ る だ け だ っ た （WF, S.73） 。
逆 に も し 神が悪の た め に 自 ら を 顕示 し な か っ た と す る な ら 、 悪が善や愛 に 打 ち 克 っ て い た こ と だ ろ
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う 。 神 が根底の意志 を 阻止 し廃棄す る の は、 神が 自 ら の実存や人格性の 条件 を 廃棄す る よ う な も の
で あ っ て 、 そ れは悪が存在 し な い た め に は神 自 身が存在 し で は な ら な い と す る よ う な も の で あ ろ う
(WF, S.74） 。

第五節 「無差別 ・ 無底J

最 後 に 『 自 由論』 は、 「無差別 － 無底」 に つ い て 、 「デウ ス ・ エ ク ス ・ マ ー キ ナ ー 」 （Veto, p.85) 
の よ う に し て 語 り 出 す220 「精神」 も ま だ最高の も の で は な く 、 「愛j が最高の も の で あ る 23。 愛 は 「根
底」 ゃ 「実存者j が あ る 以前 に あ っ た も の だ が 、 し か し ま だ 「愛 と し てJ あ っ た わ け で は な L \

こ こ に お い て 同書 は 「研究全体の最高点」 に達す る と シ ェ リ ン グ は述べ る （WF, S.77） 。 「 あ ら ゆ る
根底」 と 「 あ ら ゆ る 実存者J 、 つ ま り 「 あ ら ゆ る 二元性」 以前に あ る 存在者 と は 「元底」 で あ り 、
あ る い は む し ろ 「無底」 で あ る 。 そ れは 「全て の対立 に先行す る 」 か ら に は 「同一性」 で は な く 、 「絶
対 的 な無差別」 と 表示 さ れな け ればな ら な L 刊。 従 っ て そ れは 「無述語性」 以外の述語 を も た ず、 「実
在 的 な も の」 と 「理念的 な も の」 、 「闇」 と 「光」 は、 対立す る も の と し て は無底 に 述語づ け ら れ え
な い が 、 し か し 「選言」 に お い て 「非対立」 と し て は述語づ け ら れ え 、 そ れに よ っ て ま さ し く 「二
元性」 が 立て ら れ る の だ と い う （WF, S.78） 。 「～ で も な く ～ で も な L E」 、 あ る い は 「無差別」 か ら
直接 に 「二元性」 が 突発 し て く る の で あ っ て 、 む し ろ 「無差別」 「無底J こ そ が 「原理の二性」 を
確証す る の で あ る （WF, S.79） 。

し か し ハ イ デ ッ ガ ー は、 「 こ こ で も ま た シ ェ リ ン グ は 本質 的 な 一歩 の 必 然性 を 見 な L E 」 （Sch,
S.195） と 批判す る 。 無底や無差別 に は 「真有の接合j さ え 述語づ け ら れ え な い の だ が （Sch, S.147） 、
し か し も し 「絶対者j に つ い て 「真有」 が述べ ら れな い と す る な ら 、 む し ろ 「 あ ら ゆ る 真有の本質J
は 「有限性」 な の で あ っ て 、 た だ 「有限的 に 実存す る 者J の み が 「真有 と し て の真有の 内 に 立 ち 、
真 な る も の を 有 る も の と し て 経験す る と い う 特権 と 苦痛」 を有す る の だ と い う （Sch, S.195） 。 「同
一性J や 「無 ・ 差別 と し て の 無底」 に つ い て の シ ェ リ ン グの思想は、 ハ イ デ ッ ガ ー に よ れば、 「主
観性 の絶対形而上学の 内部 で はj 一層根源的 だ が 、 「 た だ 内部 に お い て の み」 （Sch, S.234） そ う で
あ る に す ぎ な い。

『 自 由論』 に戻 ろ う 。 「無底」 が 「等 し く 永遠的 な 二つの始源」 に 自 ら を 分か つ の は、 両者が 「愛」
に よ っ て 一つ に な る た め で あ り 、 「生J 「愛」 「人格的実存」 の あ ら ん が た め で あ る （WF, S.79） 。 「二
元性j が無底 の 内 に 生成す る や否や、 「愛」 も ま た生成 し て 、 「実存者J を 「実存への根底」 と 結合
す る の で あ る 。 そ し て 全て が 「精神」 に 服従す る 時、 精神 に お い て 「実存者」 と 「実存への根底」
はーで あ り 、 精神 は 「両者の絶対的同一性J で あ る 。 し か し 精神の上 に は 「始源的 な 無底」 が あ る 。
こ れは も は や 「無差別 （無頓着） 」 で は な く 、 「普遍的 な 、 全て に 対 し て 等 し く 、 し か も 何 も の に よ っ
て も 捕 え ら れ る こ と の な い統一J で あ り 、 「一切中一切で あ る 愛j な の だ と い う （WF, S.80） 。

第六節 自 由 と 非 自 由 一一 シ ェ リ ン グ と ハ イ デ ッ ガー

こ れ ま で本稿 は、 『 自 由論』 に お け る 人間 的 自 由や神の有 り 方 に つ い て 見 て き た 。 以下我 々 は 、
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『 自 由論J や 『 シ ェ リ ン グ書』 に お け る 人間や神の 自 由 と 非 自 由 と に つ い て 、 若干の考察 を 加 え て
お く こ と に し た い。 シ ャ リ オ ル＝ ジ レ が シ ェ リ ン グ の 「脱 自 j に つ い て 述べ て い る よ う に 、 「非 自
由」 の 内 に し か存 し な い 「 自 由」 （C-Gillet. p.92） と い う よ う な 考 え が 、 『 自 由論』 の 内 に も 見 出 せ
な い の だ ろ う か。

ま ず人 聞 は 、 た と え 「神j か ら 自 由 で あ っ た と し て も 、 本 当 に 「根底」 も し く は 「 自 然J か ら 自
由 だ と 言 え る の だ ろ う か。 シ ェ リ ン グ 自 身が そ う 主張 し て い る の は既 に 見 た と お り だ が 、 そ れで も
「悪への促 し 、 誘惑」 （WF. S.46） 一一ハ イ デ ッ ガ ー も 言 う 「悪の 普遍 的実効性 と し て の 悪へ の性
癖 （Hang) J (Sch, S.182） 一ーに つ い て述べ、 悪へ と 落 ち る 「殆 ど 必然 的 な 試み」 ゃ 「普遍的必然
性J 、 ま た 「生 そ れ 自 身 の 不安J (WF. S.53） や 「 あ ら ゆ る 有限 な 生 に 付着す る 悲 し み」 （WF. S.71 )  
に つ い て 語 っ て い た の は、 シ ェ リ ン グ 自 身 な の で あ る 。 生 ま れ く る 者 は誰 し も 「悪 の 闇 い付随的原
理」 （WF, S.60） と と も に 生 ま れ、 し か も 「実存への元底j は 「悪J の 内 に も 働 き 続 け て い る （WF,
S.75） 。 「人 聞 は 決 し て 条件 を そ の支配下 に 収 め な L )J (WF. S.71 ） の で あ る 。 悪への 「 自 由J は 、
人聞 が L 功、 に し て も 「 自 然j を 免れ え な い と い う 「非 自 由J の 、 単 な る 裏返 し で は な い だ ろ う か。
そ こ で 『 自 由論』 自 身 が 、 こ う 述べ ざ る を え な く な る の で あ る 。 「被造物の 意志 は も ち ろ ん根底の
外 に あ る が 、 そ れで も そ れ は 単 な る 特殊意志で あ っ て 、 自 由 で は な く 、 縛 ら れて い る （nicht frei, 
sondern gebunden) J (WF. S.37） 。

そ も そ も 『 自 由論』 が 明 る い神的原理 と 聞 い 自 然的原理か ら の 精神 な い し 己性 の 「 自 由」 （WF,
S.37） を 導 き 出 し た 論証の 過程 そ の も の が、 そ れほ ど 説得力 を も っ と は言 い 難 い 。 そ れは 、 A は B
と C に 由来す る 、 従 っ て A は B に 由来す る が ゆ え に C に は依存せず、 C に 由来す る が ゆ え に B に は
依存 し な い 、 と い っ た た ぐ い の 暖昧論法 に帰着 し な い だ ろ う か。 ま た た と え B と C の 協力 な い し 合
成 に よ っ て B + C 以上の何か が帰結す る と し た と し て も 、 そ の こ と に よ っ て は ま だ B や C に 対す る
A の 独立性が 証明 さ れた こ と に は な ら な い し 、 そ れは例 え ば 「根底」 が 我 々 の 内 で働 き 続 け て い る
と い う 事実に よ っ て 、 反証 さ れて し ま う 。 そ の う え そ の種の議論は 、 実存す る 神 と 根底が別 れ る 以
前の 「無差別 ー 無底」 に 対す る 人間の 「 自 由」 を 、 い か に し て 証明 し う る と い う の だ ろ う か。

次 に 神で さ え 、 自 ら の 「根底」 に 対 し て 本 当 に 自 由 な の だ ろ う か。 「根底の 意志」 は、 全 て が充
た さ れ ・ 全 て が 現実化 さ れ る ま で は 「 自 由J の 内 に 留 ま ら ねば な ら ず （WF, S.76） 、 「根底」 は最終
全体的 な 分断 に 至 る ま で は 「 自 由J で 「語か ら 独立的j な ま ま に 留 ま る （WF. S.80） 。 「愛の意志」
で さ え 「根底の 意志」 に 「反抗」 す る こ と も 、 こ れ を 「廃棄J す る こ と も で き ず、 「愛j が 実 的 に
実存す る た め に は 「根底」 は 「愛 か ら 独立 し て」 働か な け れば な ら な い （WF. S.47） 。 神 は 「条件
を 廃棄 し え な L \j (WF. S.70-1 ） の で あ る 。 「神」 が 「根底の意志」 を 「 自 ら の顕示への意志」 と し
て 感 じ 、 「 自 ら の実存へ の 、 （精神 と し て の ） 自 ら か ら 独立 し た 根底」 が あ ら ね ば な ら ぬ と い う こ
と を 認識 し た 時、 神 は 「根底 を そ の 独立性 （Independenz） の 内 に 働 か せ た j の で あ り 、 「神 自 身
が 、 そ の 心や愛 に 従 っ て で は な く 、 た だ そ の 自 然 に 従 つ て の み動い た J (WF. S.50） の で あ る 。 そ
の よ う な 神 に 、 意志的 に し て 反省 的 な 自 由 を 認め る こ と な ど で き る だ ろ う か。 む し ろ 「根底 に お い
て は、 神 は 自 ら の 自 由意志や 自 ら の 心 に 従 っ て で は な く 、 た だ 自 ら の 諸属性 に 従 つ て の み 動 く J
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(WF. S.73） の で は な い だ ろ う か。
そ し て シ ェ リ ン グ 自 身 の 言 に 反 し 、 悪が生ぜ ざ る を え な い と い う 事態 が 或 る 意味で は神 自 身 の

本質 に 由来す る と い う こ と は、 多 く の研究者の指摘す る と こ ろ で も あ る 。 既 に 見 た よ う に 、 「各 々
の 本質 は そ の 反対 に お い て のみ顕わ と な り う る 」 （WF. S.45） 、 そ れゆ え 「被造物の 我 意」 は 「 そ
こ に お い て愛の意志が実現 さ れ う る よ う な 反抗者j を 「愛の意志J が 見 出 す た め に 惹起 さ れ （WF,
S.47-8） 、 「我意の惹起」 は 「 そ こ に お い て 愛 が実現 さ れ る 質料 も し く は対立」 を 愛 が 人 間 の 内 に 見
出 す た め に の み生起す る （WF, S.73） 。 「超克 さ れ、 そ れゆ え 顕在性 か ら 潜在性へ と 連れ戻 さ れた 己
性J の み が 「善J (WF. S.72） な の で あ っ た25。 従 っ て 「神 は悪 が 現実的 に 選択 さ れ、 そ れか ら 一
層大 き な 愛 の 力 に よ っ て超克 さ れ る 時 に の み 自 ら を 顕示 し う る J (Davis, p.1 1 5） 、 あ る い は 「神 は
人間 に よ っ て し か 、 ま た 間接 的 に は悪に よ っ て し か現実的で な L 'J (Tilliette, p.531 ） の で あ っ て 、
極端 に 言 う な ら 「神 が 自 ら を 顕示す る た め に は悪が必要だ っ た」 （LH, p.46） の で あ り 、 「人聞は神
に 背 く ま さ し く そ の瞬 間 に こ そ 、 創造 と 顕示 と の頂点 な の で は な い か」 （C-Gillet, p.154） と い う 疑
問 も 生 じ て く る の で あ る 。 ハ イ デ ッ ガ ー も ま た 「実存 し な い、 即 ち 現出 せ ず 自 ら を 表 幽 象 し な い
よ う な 神 は 、 神 で は な い だ ろ う 」 （GA49, S.127） と 述べ、 「神 は 悪 を 有 ら な い よ う に さ せ え な い」
(Sch. S.192） と 言明 し て い る 。 こ れ も ま た 「神 ノ 全能 （omnipotentia Dei） に つ い て の或 る 考 え の 、
シ ェ リ ン グ的 な 拒絶j (David, p.16） で は な い だ ろ う か。

つ い で、 な が ら 「根底j や 「無差別 ・ 無底J で さ え 、 本来的 な 意味で は 「 自 由j で あ る と は言 い難
い か も し れ な い。 ま ず 「根底の意志」 は、 「愛の意志が 自 由 で あ る と い う 意味で は 自 由 で は あ り え
な L )J 。 な ぜ な ら そ れ は 「意識的 な 、 も し く は反省 と 結びつ い た 意志J で は な く 、 か と い っ て 「完
全 に 無意識的 な 」 意志で も な く 、 「欲求」 ゃ 「欲情 （Lust) J の よ う に 「 中 間 的本性」 の も の だ か ら
で あ る （WF, S.67） 一一 じ っ さ い シ ェ リ ン グ は、 『超越論的観念論の体系J に お い て も 、 「 自 由 な」
と い う 形容詞 を 「意識的j と 並置、 も し く は 「無意識的j に 対置 し て い る （Vgl. STI. S.1 18. 139, 
167, 169, 218-20, 263-4, 272, usw.） 。 そ し て 「無底j は と 言 え ば、 そ こ に は 「人格性J (WF. S.83) 
さ え 認め ら れて い な い の で あ る 。

最後 に 我 々 は 、 中期ハ イ デ ッ ガ ー の 「 自 由J に つ い て 、 少 し 付言 し て お き た い 。 以 前 に も 我 々 は 、
中期の彼の 「世界 と 大地 の 闘 p」 と い う 考 え を 、 特 に 「闘 L E」 以前の 「大地」 の 現象化 の可能性 と
い う 問題に 関 し て 、 批判的 に検討 し た こ と が あ る 。 『 自 由論』 に 関 し て言 う な ら 、 明 ら か に ハ イ デ ッ
ガ ー は、 シ ェ リ ン グの 「根底」 と 「実存」 も し く は 「重力」 と 「光J の 関係 の 内 に 、 自 ら の 「大地J
と 「世界J の 関係 と のパ ラ レ ル を 見て い る 一一 「根底j は 「歩み出 る も の を 担い、 自 ら に 結び返す
も のJ で あ り 、 「 自 ずか ら 出 で来 る も の と し て の実存」 は 「 そ の よ う な も の と し て の 自 ら を そ の根
底の上に根拠づ け 、 根底 を 表 明 的 に 自 ら の根底 と し て基礎づ け る も の」 （Sch, S.137） で あ る 、 ま た
「重力」 は 「の し 掛か り 引 く も の 、 共 に 行 き 、 こ の共行 に お い て 自 ら を 脱去 さ せ、 逃れ る も の」 で
あ り 、 「光J は 「〈明 る い も の〉、 明 け 聞 かれた 拡張的 な も の、 自 ら を展開 す る も のJ (Sch, S.138) 
で あ る 。 そ し て シ ェ リ ン グの 「根底J に も 、 反省 的意識で も 全 く の無意識で も な い独 自 の現象性が
認め ら れた一一そ れ は 「認識のすば ら し き 母た る 感情、 憧憶J (WF, S.33. V gl. S.85） な の で あ る 。
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し か し も し 顕在的 な 対立 が成立す る 以前 に も 或 る 種の現象性 が認め ら れ る な ら 、 例 え ば 「愛」 が そ
の 「対立J を 見 出す た め に 「悪への能力」 を 要請せ ざ る を え な い と い う 事態 も 避 け ら れ、 ま た 「根
底」 と い う 名 の 「 自 然j は 、 反省以前的 な 非 自 由 に お い て 、 非対立的 ・ 非志向的 に 現象す る と い う
結論 も 得 ら れ る の で は な い だ ろ う か。

残念 な が ら 1936年や1941年の シ ェ リ ン グ講義 は 、 「 自 由J に つ い て のハ イ デ ッ ガ ー 自 身 の 見 解 を
十分に展開 し て い る と は言い難い。 そ れ ら が圧倒的 に 論 じ 、 批判 し て い る の は、 む し ろ 「体系J に
つ い て の シ ェ リ ン グの 考 え な の で あ る 。 1941- 3 年の ゼ ミ ナ ー ルへの覚書の 中 で、 ハ イ デ ッ ガ ー は
こ う 述べて い る 。 「真有の歴史的 － 始源的 に は、 〈 自 由〉 は そ の役割 を 失 っ て し ま っ た 。 な ぜな ら 真

有 は 、 有 る も の性 や主観性 よ り 、 一層始源的 だ か ら で あ る J (Sch, S.232） 。 そ し て 1941年の 『始源
に つ い て J で は、 こ う 述べ ら れて い る 。 「 自 由 は単 に ～ か ら の 自 由 で も 、 ～ への 自 由 で も 、 自 発性
で も 、 普 と 悪への 可能性 で も な く 、 有 る も の と 真有 と の対決の 内への置 き 移 し で あ り 、 真有への帰
属性 の 内への解放で あ る 。 ［…］ 自 由 （Freiheit） と は一一人間の本質 の 解放 （Befreiung） で あ る 。
／解放 と は、 現 ・ 有の 内立性 で あ る J (GA70, S.1 1 3） 。 「解放J 、 つ ま り 開 け の 内 に 立つ こ と は、 し
か し 、 も は や前期ハ イ デ ッ ガ ー の超越論的哲学の構想に お け る よ う な ＜ 自 由 な 超越 ＞ で は あ り え な
い だ ろ う 。 我 々 は次稿で、 特 に 後期ハ イ デ ッ ガ ー に お け る 「放下J の 考 え に注 目 し つ つ 、 こ の 問 題
を 批判 的 に検討 し て み た い と 思 う 。

1 本稿は、 日 本学術振興会の平成21 年度科学研究補助金の交付 を 受 け 、 「 自 然の現象学j と い う 主題で為 さ れ た 研究の成果報

告 で あ る 。 本稿で利用す る 以下の諸文献に 関 し て は、 ［ ］ 内の略号 を 用 い る c

I . シ z リ ン グ第一次文献

F. W. ]. Schelling. ldeen zu einer Philoso.ρhie der Natur. Ats Einleitung in das Studium dieser Wissenscha_斤 （1797. Zweiter 
Auf\age 1803) . in : Schellings Werke, nach d. Orig.-Ausg. in neuer Anordnung hrsg. van M. Schriiter, Beck. Hauptbd. 1, 

1979 [IPN] 
- Von der Weltseele, eine Hyρothese der ho・heren Physik zur Erkliirung des allgemeinen Organismus ( 1798) . Nebst einer 

Abhandlung uber das Verhiiltnis des Rea/en und Idea/en in der Natur (1806) , in : Schellings Werke， 。ρ. cit., Hauptbd. 1. 

1979 [WS] 
-System des transzendentalen ldealismu.1 (1 800) . Felix Meiner. 1957 [STI] 
-Darstellung meines Systems der Philoso.ρhie (1801) , in : Schellings Werke, oρ. cit., Hauptbd. 3, 1992 [DS] 
-Bruno oder iiber das gottliche und natiirliche Prinzか der Dinge. Ein Gesρriich ( 1 802) . in : Schellings Werke, oρ. cit. , 

Hauptbd. 3. 1992 [Br] 
- Vorlesungen iiber die Methode des akademischen Studiums (1802) , in : Schellings Werke, op. cit., Hauptbd. 3, 1992 [VM] 
-Philosophie und Religion (1804) . in : Schellings Werke， 。ρ. cit., Hauptbd. 4. 1978 [PR] 
- Uber das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) . Felix Meiner. 1997 [WF] 

Stuttgarter Privatvorlesungen (1810) . in : Schellings It乍rke， 。ρ. Clι， Hauptbd 4. 1978 [SP] 
-La liberte humaine et controverses avec Eschenmayer, presentation et traduction par B. Gilson, Vrin. 1988 [LH] 
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n . ハ イ デ ッ ガー 第一次文献

M. Heidegger, Der deutsche Idealお抑制 （Fichte, Schelling, Hegel） 仰d die Philosoρhische Problem/age der Gegenwart, 

Gesamtau.羽田be Bd.28. Vittorio Klostermann, 1997 [GAZ釘
- Vom Wesen der mensτhlichen F問iheiι Einleitung 問 die Philosophie, Gesamtausgabe, op. cit., Bd.31, 1982 [GA31] 

Schelli：π：gs Abh四dlung fiber das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) . Max Niemeyer, 1995 [Sch] 
- Seminare Wb開gen) 1937/38 und 1941/42. 1 .  Die matゅhysischen Grundstellungen des abendliindischen Denke削・ 2.

Einubung in das ρhilosojうhische Denken, Gesamtausgabe, op. cit., Bd.88, 2008 [GA88] 
-Besinnu司王r. Gesamtau.認abe, op. cit., Bd.66. 1997 [GA66] 
-Die Metaphysik des deutschen Jdealismus (Schellt勾） , Gesamtaus.伊be, op. cit., Bd.49, 1991 [GA49] 
- Uber den A坦fang, Gesamtausgabe， 。ρ. cit., Bd.70. 2005 [GA70] 
m . シ z リ ン グ第二次文献

X. Tilliette, Schelli時・ Une Philosophie en dev印ir. 1. Le systeme vi叩nt 1 794 1821. Vrin. 1970 [Tilliette] 
].-F. Marquet, Liberte et existence, Cerf, 2006 (19731) [Marquet] 
M. Veto, Le fondement selon Schellinι l’Harmattan, 2002 (19771) [Veto] 
J.-F. Courtine, Extase de la Raison, Gali！邑e, 1990 [Courtine] 
0. Hiiffe u. A. Pieper (Hg.) . F. W. ]. Schelling. Uber das Wesen der me悶chlichen Freiheit, Akademie Verlag, 1995 [Hiiffe] 
M.-C. Challiol-Gillet. Schelli時L une philosophie de f extase, P.U.F .. 1998 [C Gillet] 
P. David. Le vocabulaire de Schelling, Ellipses, 2001 [David] 
E. Cattin, Schellin.ι Ellipses. 2003 [Cattin] 
N. ハ イ デ ヴ 芳一 言包二次文献

M. Haar (dir.) . Cahier de !'Herne. Martin Heidegger, Poche, I’Herne, 1983 [Haar] 
]. Derrida, Heidegger et la question, Flammarion. 1990 (19871) [Derrida] 
H. Seubert (Hg.) . Heideggers Z叩ieg，回priich mit dem deutschen ldealismus, Biihlau. 2003 [S,色ubert]
].-E. Andre. Heidegger et la liberte. Le Dasein face ti la Technique, L’Harmattan. 2005 [Andre] 
B. W. Davis, Heidegger and the Will. On the Way to Gelassenheit, Northwestern University Press. 2007 [Davis] 
2 ハ イ デ 、ノ ガ ー も ま た 「 自 然か ら の独立性」 （Sch, S.75, 214 : GA49. S.170） 、 「神 に 対す る 独立性」 （Sch. S.75） 、 「神か ら の独

立性」 （Sch, S.214 : GA49. S.170） に つ い て 語 っ て い る が、 1930年の フ ラ イ ブル ク 講義 『人間的 自 由の 本質 に つ い て 』 では、
ま だ 「自然か ら の独立性 ［非依存性］ 」 と 「神か ら の独立性 ［非依存性J J 、 即 ち 「世界 と 神か ら の人間の独立性 ［非依存性］ 」

が 「ネ ガテ ィ ヴな 自 由」 （GA31. S.6-7） と 呼ばれて い た の に対 し 、 1941年の講義 『 ド イ ツ 観念論の形而上学 （ シ ェ リ ン グ） 』 では、
シ ェ リ ン グ に と っ て 「独立性 （Unabhiingigkeit） 」 概念は も はや 「ネ ガ テ イ ヴ」 で は な く 、 「最高の意味に お い て ポ ジ テ ィ ヴ」

(GA49, S.132） で あ る と 言われて い る 。 な お 、 ハ イ デ ッ ガ ー に は初期 シ ェ リ ン グ に つ い て 論 じ た 1929年の フ ラ イ ブル ク 講義 『 ド
イ ツ 観念論 （ フ ィ ヒ テ 、 シ ェ リ ン グ、 へ ー ゲル） と 現代の哲学的問題状況』 （GA28, S.183-94） や、 自 然哲学や 同一哲学 に つ
い て 簡単に触れた の ち に 後期 シ ェ リ ン グ に つ い て 扱 う 1937/8年の演習 『西洋的思索の形而上学的根本立場』 （GA88, S.132-44) 
が あ る が、 『自 由論』 を 主題化 し て い る の は1936年の 『 シ ェ リ ン グ書』 と 、 1941年の と の講義 と で あ る 。 ち な み に デー ヴ ィ ス
に よ れば、 1936年ではハ イ デ ッ ガ ー の注釈 は シ ェ リ ン グの テ ク ス ト と 「織 り 交ぜ ら れて い る 」 の に 対 し 、 1941 に はハ イ デ ッ
ガ ー は 「著 し い距離か ら 」 シ ェ リ ン グ を 見 て い る 。 そ し て そ れは、 そ の 聞 に 「形而上学の歴史」 の ア ウ ト ラ イ ン が 引 か れ た か
ら だ と い う （Davis. p.101） 。

3 た だ し フ ラ ン ス の高名 な る シ ェ リ ン グ研究家マ ル ケ が 『 自 由論J と 『超越論的観念論の体系』 を 「 シ ェ リ ン グの 最 も 独創性
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に 欠 け る こ冊の著作」 （Marquet. p.415） と 断 じ た の も 、 有名 な話であ る 。
4 1938/9年の 『省察』 では、 「 シ ェ リ ン グの 自 由概念は一つの形而上学的概念に留 ま る 。 そ の こ と は、 消極哲学 と 積極哲学の｛体

系〉 の 内への移行が示 し て い る 」 （GA66, S.101） と 述べ ら れて い る 。
5 f我が哲学大系の叙述1 の或る 箇所では 「実在の根底」 （DS. S.70） と い う 語が 用 い ら れて い る が、 こ の表現は 『自 由論』 （WF.

S.67） の 内 に も 見出 さ れ る 。 「根底j に 関 し て はDS, S.42. 59, 99等 も 参照。
6 ハ イ テ． ッ ガ ー に よ れば、 そ れは 「創造 さ れな い 自 然J (Sch. S.163） であ る 。
7 「根底j は 「 自 然、 非我、 実在的な も の、 客観、 有j に 、 「実存j は 「精神、 自 我、 理念的 な も の、 主観、 有 る 也 のj に 「対

応す る 」 （LH. p.44） と B. ジ ル ソ ン は言 う 。 な お 「有」 と 「有 る も の」 の 区別 に 関 し て は、 SP, S.327 8, 346等 も 参照。
8 f ブル ー ノ j で は 「重力 」 は 「物質の夜」 、 「光」 は物質の 「昼」 （Br. S.209） と 呼ばれ、 『世界霊魂に つ い て j では両者が女

性 と 男性 に比 さ れて い る （WS. S.444） 。
9 ヤ ン ツ ェ ン に よ れば 「本来の問題は、 神の実存の根底が諸物の実存の根底で も あ る と い う 点 に 存 し て い る 」 （Roffe, S.85） 。
10 『自 由論j で は 「根底」 は主 と し て 「神 を 生出 し 、 神 を 外へ顕示 し よ う と す る 憧僚J だ っ た の に 対 し 、 『 シ ュ ト ゥ ッ ト ガル ト

私講義』 では反対に、 そ れ は ま す ま す 「神的己性 （Selbstheit） 」 と 同一視 さ れ る と マ ル ケ は述べ る （Marquet. p.432） 。 ち な み
に こ の私講義では、 ［己性j は 「神 に お け る エ ゴ イ ズ ム 」 と 等置 さ れて い る （SP. S.330） 。 「神的愛の も と への神的エ ゴ イ ズ ム
の従属J が 「創造の始源j で あ り 、 「神的エ ゴ イ ズ ム 」 は 「 自 然j 、 「質料」 （SP. S.331） 、 「神の 内 な る 有J (SP, S.332） な の で
あ る 。

1 1  「憧僚 は名 な き も の だ が 、 し か し そ の よ う に し て ま さ し く 語 を 常 に探求す る も の で あ る J (Sch. S.153） と ハ イ デ ッ ガ ー は述
べ る 。

12  「意志は根底であ る 、 なぜな ら 意志は努力 （憧慣） と し て 自 己 自 身に帰行 し 、 自 己 に お いて 自 ら を 閉鎖す る か ら で あ る 」 （Sch,
S.21 1  : GA49. S.90） 。 マ ル ケ は 『自 由論』 が他方で 「根底」 を 「顕在的実存の母体J 「生出 の憧僚」 と 、 ま た 「顕示への意志」
と 解 し て い る の を 「至高の混乱J (Marquet. p.418） と 呼んでい る が、 し か し ハ イ テ） ガ ー に よ れば、 「憧'llJ の 内 に は 「 自 己
を 去 っ て 拡張 し 、 そ れで も ま さ し く 自 ら へ還 ろ う と 努め る j と い う 「二重の、 し か も 逆方向の動性J (Sch, S.150） が存す る 。

1 3  ハ イ デ ッ ガ ー に従 う な ら 、 「根底 と 実存、 自 ら を閉鎖す る も の と 規定する も の と が 、 ま す ま す相互議離的 （auseinander） に
努 力 し 、 そ れ と と も に ま さ し く 一層明 る い統一の内で相互指向的 （zueinander） に努力す る 時、 創造す る も の そ れ 自 身が、 創
造 さ れ る も のの個別化へ と 変遷す る 」 （Sch, S.164） 。

14 「人聞は、 自 然 と い う 有 ら ぬ も の （Nichtseyendes） と 神 と い う 絶対的に 有 る も の （absolut=Seyendes） の 聞 の 中 間 に立 つ
こ と に よ っ て 、 両者か ら 自 由で あ る 」 （SP. S.350） 。

15 「諸力の均衡」 の 内 に の み 「健康j が あ り (IPN. S.663） 、 「健康j と は 「有機的無差別 （organische Indifferenz） 」 （DS. S.101 )  
で あ る 。 『 シ ュ ト ウ ツ ト ガル ト 私講義j の 中 では、 「悪j そ の 色 の が ［ ポ ジ テ ィ ヴ な 不調和」 （SP. S.360） と 規定 さ れて い る 。
ハ イ テ’ ッ ガ 一 流 に 言 う な ら 、 悪 と は I有 る も の に お け る 最 も 内的で最 も 広い不利 （Zwietracht) J で あ り 、 「不 ー 当 （Un-fug) J 
(GA49. S.96） な の で あ る 。

1 6  デ ー ヴ ィ ス に よ れば、 「愛の神的意志」 と は 「根底の意志 と 悟性の意志 を そ れ ら 固有の順序 に お い て 結合す る 力」 （Davis.
p.1 10） の こ と で あ る 。

1 7  ガ ダ マ ー の報告 に よ れば、 ハ イ デ ッ ガ ー は講義中 に こ の 文章 を 引 用 し た あ と 、 こ う 付 け 加 え た と い う 。 「諸君、 君 た ち は
へ ー ゲル に お い て 、 こ の よ う に深い た っ た一つ の フ レ ー ズで も 、 私に指摘す る こ と がで き る だ ろ う かJ (Ha訂. p.127） 。

18 「善 と 悪への能力 と し て の 自 由 が人間有の本質 を構成す る j のは、 「 こ の能力が或る 可能的特異化の原理へ と 連れ戻 さ れ る と
い う 条件に お い て 」 （Andr邑. p.233） で あ る と 、 ア ン ド レ は述べて い る 。

1 9  ハ イ デ ッ ガ ー に よ れば、 「罪j は 「キ リ ス ト 教的概念」 で あ り 、 「キ リ ス ト 教的 に 解 さ れ た 悪J (Sch, S.175） な の だ が 、 シ ェ
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リ ン グに お い て は 「神学的 な 罪概念の世俗化j と 「形而上学的な悪概念の キ リ ス ト 教化j と が交錯 し て い る （Sch, S.174） 。 そ
し て ハ イ デ ッ ガ ー 自 身 は と 言 え ば、 1936年に は彼は ［悪について の シ ェ リ ン グの思索j を 「純粋に キ リ ス ト 教的な空聞か ら 巻
き 上げ よ う と 試み て い たJ (Derrida, p.130） と い う の が、 デ リ ダの解釈であ る 。

2 0  ヤ コ プス の指摘に従 う な ら 、 ［全面的支配への意志」 と し て の 「惑」 と い う こ と で シ ェ リ ン グ が具体的 に思い描いて い た の は 、
恐 ら く 「 ナ ポ レ オ ン J で あ る （Hiiffe. S.132） 。

21 既 に し て 『世界霊魂 に つ い て J で も 、 「生の力 （Lebenskraft） 」 は 「全 く 空虚な概念」 で あ っ て 、 「生の本質J は 「一つの
力」 の 内 に で は な く 、 「諸力の 自 由 な戯れ」 の 内 に あ る と 述べ ら れて い る （WS. S.634） 。

22 7 ル ケ も ま た 『自 由論』 の 中 の幾つ かの主張が も っ 「出 し抜け的 な性格」 （Marquet, p.414） に つ い て 語 っ て い る 。
23 「精神的 な も の が 悪 な の で、 精神は最高の も の た り え な L リ （GA49, S.135） と ハ イ デ ッ ガ ー は言 う 。
24 よ く 言われ る よ う に 、 「無差別J と い う 語 自 体 は シ ェ リ ン グの所謂 「 自 然哲学」 期 に も ーーイ列 え ば1797年の 『 自 然哲学 に 関

す る 考察』 （IPN. S.709-11 ,  usw.） に お い て一一周 い ら れて い た の だ が、 「同一留学J 期 に お い で さ え 、 そ れは 「同一性j か ら
区別 さ れて い な い （Vgl. VM. S.303, usw.） 。

25 『 自 由論』 では 「愛の精神」 が 「悪 よ り 先 に あ る J (WF. S.81) と 述べ ら れて い る が、 『世界時代』 で は 「必然的 に 怒 り が愛
に先立つのでな ければな ら な L リ （αte in Cattin. p.66） と 主張 さ れ る こ と に な る 。
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