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Die vorliegende Abhandlung , die auf unsere vorletzte Abhandlung iiber die 

Verhaltnis zwischen Welt und Natur in den 20er Jahren und unsere letzte iiber den 

Streit von Welt und Erde in den 30er Jahren folgt, behandelt die Natur im Ge-Stell 

und Geviert bei M. Heidegger seit den 40er Jahren. Wir betrachten dies Problem 

insbesondere in seinem Bremer Vortragszyklus》Einblick in das was ist { ( 1949) und 

fragen, ob dabei die Natur ( oder Himmel und Erde) von sich selbst aufgehen kann 

oder nicht. Unsere Antwort ist negativ ; denn diese Natur ist nicht das Schickende wie 

das Ereignis, das ungeschichtlich und geschicklos sein kann, sondern das Geschickte, 

d. h. das, was sich geschichtlich und geschicklich erscheinen Lassen muB. Kann das 

Seinsdenken M. Heideggers, das das Entsprechen zum Sein selbst eigens vollziehen 

will , iiberhaupt das unscheinbar Scheinende , zu dem die Natur selbst gehort , 

hervorgehen lassen? 

第一章： は じめ に一一40年代以降のハイデッガー と 「自然」

本稿 ま で に 我 々 は、 1920年代お よ び30年代の ハ イ デ ッ ガ ー に於け る 「 自 然」 の 問題 を 、 批判 的 に 考

察 し て き た 1 。 『有 と 時』 を 中 心 と し た20年代後半の ハ イ デ ッ ガ ー は、 「 自 然」 に 関 し て 大 略三つ の 意

味 を 区 別 し て い た が、 そ れ ら は いずれ も 、 現有の 企投す る 超越論的地平 と し て の世界 に よ っ て顕 わ な

ら し め ら れ る 「 内世界的 な 」 「有 る も の」 と し て、 自 ずか ら 立 ち 現れ る こ と は で き な か っ た。 『芸術作

品 の 根源』 等 に 見 ら れ る 30年代 の ハ イ デ ッ ガ ー の 思 索 に 於い て も 、 没歴史的 な 「 自 然」 よ り 一層根源

的 な も の と し て 「大地」 が考え ら れ て い た が、 大地が 「歴史 と 関連 し て い る 」の は、 大地が そ の つ ど

「世界」 と の「闘 L 、」 の 内 に突入 し な け れ ばな ら な い か ら で あ り 、 大地が世界 と 関わ な け れ ば な ら な

い の は、 大地が そ れ 自 身 に よ っ て は立 ち現れ る こ と がで き な い か ら 、 つ ま り は大地が 自 ずか ら な る も

の で は な か っ た か ら で あ る 。 こ の よ う に、 20年代の 「 自 然」に し て も 30年代の 「大地」 に し て も 、 そ
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れ ら が 「 自 ずか ら 立 ち 現れ る も の」 と し て の真の 「 自 然」 と し て捉え ら れ て い な い こ と に 、 変 わ り は

な い。

40年代以 降の ハ イ デ ッ ガ ー の 場合 は 、 ど う だ ろ う か。 ま ず確認 し て お き た い の は、 自 ずか ら 立 ち 現

れ、 そ れ と と も に 自 ら を 隠す 自 然 と し て の 「 ピ ュ シ ス 」 と い う 定義 に 関 し て は、 晩年 に 至 る ま で変化

が な い、 と い う こ と で あ る 。 例 え ば40年代 に は ピ ュ シ ス は、 「 自 ずーか ら ー立 ち 現 れ 、 自 ら を 閉 鎖す

る こ と 」（GA55 , S .201) 、 あ る い は 「立 ち現れつつ 自 ら のー内 に 帰ー行す る こ と 」 （EHD, S .56） と

言 わ れ て い る 。 「 ピ ュ シ ス ［ 自 然］ と ゾ ー エ ー［ 生］ の根本動向 は、 自 ず か ら 出 で来 り つ つ 立 ち 現 れ

る こ と だ が、 そ れ は 同 時 に 、 自 ら を 閉鎖 し つ つ 自 ら のー内に帰ー行す る こ と で あ る 」（GA55 , S . 298）。

ピ ュ シ ス は50年代 に も 「 自 ずーか ら ー立 ち 現れ る こ と 」（SG, S . 153, 175） 、 「 同 時 に 自 ら を 覆 蔵 す る

こ と と し て 現成す る 自 ずーか ら ー立 ち 現れ る こ と 」 （SG, S. 187） と 、 60年代に も 「 自 ず か ら そ の つ

ど の そ の 限界 の 内へ立 ち現れ、 そ の内に逗留す る も の」（DE, S .138） と 言 わ れ 、 70年代 の 或 る テ ク

ス ト の 中 で も 、 「 ギ リ シ ア 的思惟 に と っ て対象 は存在せず、 あ る の は 自 ず か ら 現前す る も の で あ る 」

( VS, S . 124） と い う 言葉が残 さ れ て い る 。

し か し 、 30年代の 根本語で あ っ た 「第ーの 始源」や 「別 の 始源」は、 40年代前半 を 境 に し て殆ど見

ら れ な く な る し、 「主導的 問 L、」「根本 の 問 L、」に至 っ て は、 見出 さ れ る こ と が さ ら に稀で あ る 九 こ

の こ と が30年代以降 の ハ イ デ ッ ガ ー の 「性起」や 「真有の歴史」 と い う 考え に 根本 的 な 変化を も た ら

し た と は 筆者は考え な い が、 し か し 「大地」の場合は、 事情が異 な る 。 な ぜな ら 、 単 に 「世界 と 大地

の 闘 L 、」 と い う 表現 の 痕跡が40年代初頭 を境に し て消失 し て し ま う だ け で な く に 「大地」 は む し ろ 、

「天空」 と 対を な し て 用 い ら れ る よ う に な る か ら で あ る 。

そ の 最初 の 徴候 を 示 し て い る 注 目 すべ き 表現は、 43年 に書か れ た へ ル ダ ー リ ン に 関 す る 或 る テ ク ス

ト の 中 に あ る 、 「天空 と 大 地 の 応答」 （GA75 , S .54） で は な L 、 か と 思 わ れ る 。 な ぜ な ら 「 応 答

( Entgegnung） 」は任意 の 表現で は な く 、 そ れ は30年代 に は 「世界 と 大地 の 闘 い」 と 並ん で、 「神 々 と

人 間 の 応答」 と い う 形で タ ー ム 化 さ れ て い た、 一つ の根本語だか ら で あ る 。 従 っ て こ の よ う な 表現 の

変化 は、 「大地」 と 「世界」の 関係 に つ い て 何 ら か の 考え方の変更 が あ り 、 そ し て そ の 変 化 を も た ら

し た の が 「大地」 に 対す る 「天空」の 関係 だ と い う こ と を、 示唆 し て い る の で は な い だ ろ う か。

当然 の こ と な が ら こ の こ と は、 40年代以 降 の ハ イ デ ッ ガ ー に於け る 「 自 然」へ の ア プ ロ ー チ の変化

を予告す る 。 例 え ば57年の 『 へ ー ベ ル一一家の友』 を見て み よ う 。 そ こ では 「 自然の 自然性J が 「 ピ ュ

シ ス 」 と の連聞の う ち で、 「近世 自 然 科学の対象 と い う 意 味 で の 自 然」 に 対置 さ れ て い る （GA13,

S . 144- 5 ） 。 「 自 然 の 自 然的 な も の 」 と は、 例 え ば 「太陽、 月、 星 々 の昇 り 沈み」（GA13, S . 145） で あ

り 、 こ の よ う な 「 自 然的 な 自 然」 と 「科学の技術的 に統治 し う る 自 然」 と は、 「二つ の 疎遠 な 区域」

の よ う に し て 、 相互か ら 離れ合 っ て い る （GA13, S. 146） 。 そ し て［ 「家の友」 た る 詩人 の ］ 「言葉」

は、 「人聞 が大地の上、 天空の 下で、 世界 と い う 家に居住す る 境域」を 聞 け た ま ま に し て お く の だ と

い う （GA13, S . 150）一一以下本稿で確認す る よ う に、 こ の よ う な 考 え は、 40年代以 降の ハ イ デ ッ ガー

の 「 自 然」 に 関 す る 考え を、 典型的 な 形で示 し て いるの だが、 差 し当た り そ の こ と は、 次の二点に於

い て 指摘す る こ と が で き る 。 ま ず、 「 自 然的な 自 然」が 「技術的 に統治 し う る 自 然」 と の 対比 の 内 に
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捉え ら れ て い る こ と 。 第二に、 そ の よ う な 「 自 然的な 自 然」 は、 「大地」 と 「天空」 の 対 と い う 形で、

「世界」 と の 連関 の 内 に 置 か れ て い る と い う こ と 。

と こ ろ で、 こ の よ う な 特徴の最 も よ く 現れて い る の が、 『物』 『摂一立』 『危険』 『転回』 の 四部 か ら

成 る 、 49年プ レ ー メ ン で の 連続講演 『有 る と 言え る も の の 内へ の 観入』 で あ る 。 こ こ で は 「技術 の 本

質」 と みな さ れ た 「摂一立」 に よ っ て 、 「 自 然」 の みな ら ず有 る も の の 一切が用 立 て ら れ ・ 徴発 さ れ

て、 「危険」 へ と 追い立て ら れ て い る 。 他方、 「大地」 と 「天空」 は、 「死す べ き 者た ち 」 「神 的な者 た

ち」 と 共 に、 「世界J の 「四方」 を形成す る 「四者」 と し て考察 さ れ て い る 。 そ し て 我 々 の 知 る 限 り 、

「四方」 と い う 語 は 少 な く と も 49年か ら 62年 ま で は 用 い ら れ、 し か も そ の 考 え の 萌芽 は 40 年 代 半 ば に

は 既 に 見 ら れ る 。 ま た 「摂一立」 と い う 表現の方 も 、 少な く と も 41年か ら 73年 ま で は使 わ れ続 け て い

る 。 そ れ ゆ え40年代以降70年代 に 至 る ま で、 ハ イ デ ッ ガ ー に於け る 「 自 然」 の 問題 を 一括 し て 「摂ー

立」 と 「四方」 と の対比 の 内 に捉え る こ と も 、 あなが ち 不当な こ と で はない だ ろ う 。

49年の 『プ レ ーメ ン講演』 を 中心 に 、 40年代以 降の後期ハ イ デ ッ ガ ー に 於 け る 「 自 然」 の 問 題 を

「摂ー立」 と 「四方」 と の対比の下 に捉え、 と り わ け 「四方」 に 見 ら れ る 「大地」 と 「天空J が 、 真

に 「 自 ず か ら 立 ち 現れ る も のJ と し て の 「 自 然」 た り え て い る か否かを批判 的 に 検討す る こ と 、 そ れ

が本稿 の 課題 と な る 。 従 っ て、 以下本稿 は、 第二章か ら 第 四章ま で に お い て 『プ レ ーメ ン 講演』 を 中

心 と し た 「四方」 「摂一立J 「危険」 「転回」 に つ い て の ハ イ デ ッ ガ ー の 考 え を検討 し 、 第五章 で は そ

の 問題構制 を 「有の 歴史」 の 連関 の 中 で捉え直 し、 そ し て最後 に 第六章 に お い て 、 40年代以 降の ハ イ

デ ッ ガ ー の 「 自 然」 に つ い て の考 え を 、 総括的 に批判 し て ゆ く こ と に し た L 、。

第二章：「四方」 と 自然

講演 『有 る と 言え る も の の 内 へ の 観入』 は、 「近 さ J と 「遠 さ 」 に つ い て の 考察か ら 始 ま っ て い る 。

今 日 、 交通機関や放送機 関 の 発達 に伴 っ て、 時間空間上の あ ら ゆ る 距離が短縮 さ れ て い る 。 し か し 、

短距離が そ のま ま 「近 さ 」 と い う わ け で はない し、 長距離が 「遠 さ 」 と い う わ け で も な L 、。 む し ろ 距

離 の 除去 に よ っ て は 「近 さ 」 も 「遠 さ 」 も 失わ れ、 全て は一様 に 「間隔無 き も の」 の 内 へ押レ流 さ れ

て し ま う 。 「恐 る べ き も の［ <las Entsetzende：脱 し 置 く も の］」 と は、 「有 る と 言え る 全て の も の を 、

か つ て の そ の 本質 の 外 に 置 く も の」 の こ と で あ る ［ 我 々 は 後 に 、 ハ イ デ ッ ガ ー に と っ て大切なの は、

「かつ て の そ の 本質」 を取 り 戻す の で はない こ と を、 確認す る で あ ろ う ］。 あ ら ゆ る 距維の超克 に も か

か わ ら ず、 「有 る と 言え る も の の 近 さ 」 が欠在 し て い る こ と が 、 恐 る べ き こ と な の で あ る 。 （GA79 ,

S. 3 - 4 )  

し か し 「近 さ 」 と い う よ う な も の は、 目 前 に直接見出 さ れ る わ け で は ない よ う に思わ れ る の で、 第

一講演 『物』 は、 「近 く に 有 る も の」 に つ い て 問 う こ と か ら 始 め よ う と す る 。 そ れ が 「物」 で あ る 。

物、 例 え ば 「瓶」 は、 自 立 し た も の で あ る 。 自 立 し た も の で ある限 り 、 そ れ は 「対象」 と し て 我 々 の

前 に 立て ら れ、 表象 さ れ る も の で は な L 、。 た と え そ れが一一プ ラ ト ン 、 ア リ ス ト テ レ ス 等 に 於い て の

よ う に一一 「 制 作 （Herstell en） 」 の 対 象 、 「成象 （Herstand） 」 と し て 捉 え ら れてい た と し て も 。

(S . 5・7 )

5 



愛知県立芸術大学紀要 No.31(2001)

瓶 に 於 け る 物的 な も の は、 そ れ が容器で あ る こ と の 内 に 存 し て い る 。 我 々 は瓶に、 葡萄酒 を 注ぐ。

し か し 我 々 は、 瓶の 外壁や底 に 葡萄酒を注ぐわ け で は な い。 注がれた も の を収容す る の は、 瓶 に 於 け

る 空所で あ る 。 こ の 「空」、 こ の「無」 こ そ が、 瓶を し て「収容す る 容器」 た ら し め て い る も の で あ

る 。向工が形造す る の も 、 実 は こ の「空」 で あ る 4o c s. 7・8 )

瓶は［ 真］空で は な L、、 瓶は空気で満た さ れて い る で は な L、か と 、 物理学は反論す る か も し れな い。

し か し 、 「葡萄酒で満た さ れ た瓶」 を 「液体の広が っ た空間」 に 置 き 換え る こ と に よ っ て 、 科学 は 瓶

と い う 「物」 を犠牲 に し て し ま っ た の で は な い か。 原子爆弾が爆発す る は る か以前 に 、 科学は物 と し

て の物を否定 し て し ま っ た の で あ る 。 だが、 空気で満た さ れ た空調は、 瓶 に 固有の空で は な い。 我 々

は瓶が何を い か に収容す る の か を、 熟考 し な け れ ば な ら な い。 c s . 8 -10) 

瓶の空は、 「受 け 取 り 」 「保持す る 」 と い う こ重の仕方で収容す る が、 こ れ ら 二つ の仕方は い ず れ も

「注 ぎ出す こ と 」 か ら 規定 さ れ、 統一化 さ れ て い る 。 瓶か ら 注 ぎ出す こ と は「贈 る こ と 」 で あ り 、 収

容す る 空の本質は、 贈 る こ と の 内 に集摂さ れ て い る 。 こ の よ う な 集摂を、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「贈 り 物」

と 呼ぶ。 贈 り 物 と は、 水や葡萄酒で あ る 。 （S. 10幽 1 )

贈 り 物の 水 の 中 に は、 水源が滞留 （weilen） し て い る 。 水源の 内 に は、 「天空」 の 雨 露 を 受 け 取 る

「大地」の 暗 き ま ど ろ みが滞留 し て い る 。「天空 と 大地の婚礼」 は、 大地の養分 と 天空の太陽を相Eに

信頼 さ せ合 っ た葡萄の 果実が与え る 葡萄酒の 内 に も 滞留 し て い る 。 そ し て 注 が れ た も の と い う 贈 り 物

は、 「死すべ き 者た ち 」 の た め の飲み物で あ る 。 そ れ は彼 ら の渇 き を癒 し 、 活気づ け る 。 し か し ま た

瓶の贈 り 物 は、 「神 々 」 に 奉納 さ れ る こ と も あ る 。 そ れ こ そ が、 本来の 贈 り 物 で あ る 。 （S. 1 1 - 2 )  

注 が れ た も の と い う 贈 り 物の 内 に は、 同 時 に 「大地」 と 「天空」、 「神的 な 者 た ち 」 と 「死す べ き 者

た ち」 が滞留 し て い る 。 こ れ ら 「四者」 はEい に共属 し 合 い、 全 て の 現前者 に 先行 し つ つ、 唯一な る

「四方」 の 内へ と 「一重盛化」 さ れ て い る の で あ る s。 （S. 12)

注 が れ た も の と い う 贈 り 物 は、 「四者の 四方の一重盛」 を逗留 （verweilen） せ し め る 。 こ の 贈 り 物

の う ち で、 瓶は瓶 と し て 現成す る 。 贈 り 物は、 二重の収容、 収容す る も の 、 空、注 ぎ出 し を集摂 し 、

こ の よ う に集摂さ れ た も の は そ れ 自 身、「 四方」 を逗留 せ し め る こ と の 内 に 集 め ら れ て い る 。 こ の

「多襲的 に 単純な 集摂」 が、 瓶の 現成す る も の で あ る 。 か く し て 「物 は物成す る （Das Ding dingt）。」

( S . 12- 3 )  ［ 以下、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「物」 に つ い て の 語 源 的 な 究 明 に 乗 り 出す が、 古 高 ド イ ツ 語 で

「物」 を表すthingが 「集摂す る 」 を意味す る と い う こ と 以外、 さ し た る 成果 は な い。 （S.13- 6 ) ]  

物 は物成 し つ つ、 大地 と 天空、 神 的 な 者 た ち と 死す べ き 者た ち を逗留せ し め る 。 逗留せ し め つ つ 、

物 は 四者を相Eの遠 さ に於いて相互に近づ け る 。 「近づ け る こ と 」 が 「近 さ の 本質」 で あ り 、 近 さ は

遠 さ を守 っ て い る 。 近 さ は 「物が物成す る こ と 」 と し て、 近づ け る こ と の う ち で統べて い る 。 （S. 17)

と こ ろ で一一我 々 が い ま 問題 に し て い る の は 「 自 然」な の だか ら一一「大地」 と 「天空J は『プ レ ー

メ ン講演』 の 「四方」 に 於 い て も 、 確か に 「 自 然的 な 自 然」を指 し 示 し て い る の だ ろ う か。 第一章で

我 々 が触れ た『ヘ ー ベル一一家の友』 に は、 「大地」 を 「感性的な も の」 と 、 「天空」を 「非－感性的

な も の 、 意味、 精神」 と み な す よ う な 考 え が示 さ れて い る （GA13, S . 150） 。 し か し 、 こ の よ う な 考

え を「四方」 に つ い て 直接語 っ て い る 諸テ ク ス ト の 内 に見出す の は 困難 で あ り 、 『 プ レ ー メ ン 講 演』
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に於いて も 、 次 の よ う に 言 わ れ て い る 。 「大地 と は、 水域 と 岩、 植物 と 動物を育み つ つ 、 建 て担 う も

の、 養い結実す る も の で あ る 。 」 「天空 と は、 太陽の運行、 月の 走行、 星辰の煙め き 、 一年の 諸 時節、

昼の光 と 薄明、 夜 の 暗闇 と 明 る み、 天候の 恵 み と 苛酷、 雲の流れ と 蒼天 の 青 み が か っ た 深 さ で あ る 」

( GA79 , S . 17） 。 こ の よ う に 規定 さ れ た 「大地」 や 「天空」 は、 ま さ に 「 自 然」 そ の も の で は な い か。

続け よ う 。 「神的 な 者 た ち」 と は神性の 使者、 目 配せ を与え る 使者た ち の こ と で あ り 、 「死す べ き 者

た ち」 と は死を死 と し て能 く す る 者、 つ ま り 人間 た ち の こ と で あ る 。 「大地」 「天空」 「神 的 な 者 た ち 」

「死す べ き 者た ち」 の 各 々 は、 そ れ ぞれの仕方で、 残 り の も の の 本質 を再び映す。 そ の さ い 各 々 は 、

そ れ ぞ れ の 仕方で、 四者の一重袋の 内部で 「 自 ら の 自 性的 な も の」 の 内 に 映 し 返 さ れ る の だ と い う 。

映す こ と が性起す る こ と に よ っ て、 「四者の 各 々 」 が 「そ の 自 性 的 な も の」 の 内 へ と 解放 さ れ る の だ

が、 解放 さ れ て 自 由 に な っ た も の は、 一重援の相互関係 の 内 へ と 束縛 さ れ る 。 自 由 な も の の 内 へ と 束

縛す る 、 こ の よ う な 「映す こ と 」 が、 「遊戯」 で あ る 。 四者の 各 々 は、 四者の 「 自 性化」 の 内 部 で 、

「 自 性的 な も の」 へ と 「脱 自 性化 （enteignen） 」 さ れ る 。 こ の よ う な 「脱 自 性化 し つ つ 自 性化 す る こ

と 」 を、 ハ イ デ ッ ガー は 「四方の鏡映 遊戯 （Spiegel-Spiel) 」 と 呼ん で い る 。 （S. 17- 8 )

四者の一重襲の、 性起す る 「鏡映回遊戯」 が、 「世界」 と 呼ば れ る 。 世界 は 「世界す る （welten） 」

と 言 わ れ る が、 そ れ は 「世界の 世界す る こ と が、 他の も の に よ っ て 説明 さ れ も 、 他 の も の か ら 根拠づ

け ら れ も し え な L 、」 か ら で あ る 。 四方の統一は、 「四者化」 と 呼 ば れ る 。 四者化 は、 「性起す る 鏡映一

遊戯」 と し て 、 ま た 「世界の 世界す る こ と 」 と し て現成す る が、 「世界 の鏡映ー遊戯」 を 、 ハ イ デ ッ

ガ ー は 「性起す る こ と の輪舞 （Reigen） 」 と 呼ぶ。 輪舞 と は 「映す こ と と し て遊戯す る こ と に よ っ て

巻 き つ く 輪 （Ring） 」 な の だ と い う 。 （S.19)

巻 き つ き の 「環輪 （Gering） 」 の鏡映ー遊戯か ら、 「物が物成す る こ と 」 が 性 起 す る 。 物 は 四 方 を

逗留 さ せ、 世界を 「物成す る 」。 も し 我 々 が「世界す る 世界」 か ら 「物 を そ の 物成す る こ と に於 い て 」

現成 さ せ る な ら ヘ我 々 は物 と し て の物 を 回 っ て 思 索 し、 物 と し て の 物 に襲わ れ て い る こ と に な る 。

我 々 は語の厳密 な 意味 に 於 い て 「制一約 さ れ た者た ち （Be-Dingten） 」 で あ り 、 無制 約者 と い う 信越

を、 乗 り 越え た の で あ る 。 そ し て我 々 が物を物 と し て思 索す る と き 、 我 々 は 物 が そ こ か ら 現成す る 境

域に於い て 、 物 の 本質を「L 、 た わ っ て」 い る こ と に な る 。 物成 と は世界 の 近 づ き で あ り 、 近づ け る こ

と が近 さ の 本質で あ る o 我 々 は、 物を物 と し て い た わ っ て い る 限 り 、 近 さ に 居住 し て い る の で あ る 。

( S.20) 

「近 さ 」 が欠在 し 、 「間隔無 き も の」 が支配す る 今 日 、 物 は L 、 っ 、 ど の よ う に し て 到来す る の か 。

物 は 「人間の 作為」 に よ っ て 到来す る の で は な い が、 死すべ き 者た ち の心配 り な し に 到来す る わ け で

も な L 、。 こ の よ う な 心配 り の 第一歩は、 表象 し説明す る 思惟か ら 回 想 す る ，思 索へ の 「遡行 （Schritt

zuriick） 」 な の だ と い う 。 遡行 と は も ち ろ ん、 「単な る 態度の変化」で は な い。 遡行 と は む し ろ 、 世界

現成 に於い て 世界現成 に よ っ て 語 り 掛け ら れ て、 世界現成の 内部で世界現成 に 答 え る よ う な 、 呼応で

あ る 。 そ し て一一一 こ の こ と は 後 に 検討 さ れ な け れ ば な ら な い が ハ イ デ ッ ガ ー は、 物が物 と し て到

来す る の は、 「恐 ら く かつ て物 と な る 途上 に あ り 、 そ の う え物 と し て 現前す る 途上 に あ っ た 、 以 前 の

古い諸対象」 を 想起す る こ と に よ っ て で も な い の だ と 言 う 。 （S.20- 1 )  
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『有 る と 言え る も の の 内へ の 観入』 第二部 『摂・立』 へ移行す る 前 に 、 「 四方」 に 関 し て 他 の 諸 テ

ク ス ト か ら 、 以下の二点を補足 し て お く こ と に し た L 、。 第一は、 「四方」 は 特 に 『建 て る 、 住 ま う 、

思索す る 』 に 於 い て 、 「住む こ と 」 に 関係づ け ら れ て い る と い う こ と で あ る 。 「死すべ き 者た ち は、 住

む こ と に よ っ て 四方 の 内 に 有 る 」 （VA, S . 144） 、 「住む こ と は、 四方の現成 を 物 の 内 に も た ら す こ と

に よ っ て、 四方を い た わ る 」 （VA, S. 145） 、 「四方を い た わ る こ と 、 ［即 ち ］ 大地を救 う こ と 、 天空 を

迎え入れ る こ と 、 神 的 な 者 た ち を予期す る こ と 、 死すべ き 者た ち に 随行す る こ と 、 こ れ ら 四重 の い た

わ る こ と が、 住む こ と の単純な 本質で あ る 」 （VA, S. 153） 。 そ し て も し『「ヒ ュ ー マ ニ ズ ム 」 に 関 す

る 書簡 』 の 中 で述べ ら れ て い る よ う に、 「住む こ と 」 が 『有 と 時』 の 意味で の 「世界ー内 ー有」 の

「本質」 （WM, S.355） で あ る と す る な ら 、 それな ら ば あ ら ゆ る 現有一般が、 既 に 世界 の 内 に 住 み 、

四方の 内 に 有 る と 言い う る の で は な い か。 し か し 『建て る …』 は述べ る 。 「住む こ と の 本来 的 な 窮境

は、 死す べ き 者た ち が住む こ と の本質 を 常 に 初 め て再び求め、 住む こ と を初 め て 学 ば な け れ ば な ら な

い と い う 点 に 存す る 」 （VA, S . 156） 。

その こ と と 関連 し て 第 二 に 、 「 四方」 は 「言葉」 に、 と り わ け 「詩的 な 」 言葉 に 関 係 づ け ら れ て い

る 。 なぜな ら 『へー ベ ル一一家 の 友』 で も 述べ ら れ て い る よ う に 、 「住む こ と 」 と は な る ほ ど 「人々

が大地 の 上、 天空の 下で、 誕生か ら 死 に 至 る ま での遍歴を全 う す る 仕方」 （GA13, S . 138- 9 ） を名指

し て は い る が、 し か し ひ と の 「単な る 生 き る こ と 」 は ま だ 「住む こ と 」 で は な く 、 人 聞 は 、 へル ダ ー

リ ン の言 う よ う に、 「詩的 に … こ の地上 に 」 住 ま う か ら で あ る （GA13, S. 147） 。 「詩作 し つ つ 言 う こ

と が初 め て 、 四方の顔を輝 き 現れ る こ と の 内へ と 産 出 す る 。 詩的 な 言 う こ と が初 め て 、 死す べ き 者た

ち を大地の 上、 天空の下、 神 的 な 者 た ち の 前 に 住 ま わせ る 」 （DE, S . 1 12） 。 従 っ て 、 「言葉」 は 「世

界四方の言」 （US, S .215） な の で あ る ーー し か し 「言葉」 の 問題 に 関 し て は、 最終章で検討 し 直 す こ

と に し よ う 。

第三章：「摂－立」 と 自然

第二講演 も 、 「近 さ 」 と 「遠 さ 」 へ の 言及か ら 始 ま っ て い る 。 物が物成せず、 近 さ が近 づ け な い と

こ ろ 、 近 さ と 同 時 に 遠さ も 欠在 し 、 間隔無 き も の が支配 し て い る 。 し か し 、 「 間隔無 き も の 」 に も そ

れ固有の 「存立 （Stand） 」 と い う も の が あ っ て、 ハイ デ ッ ガ ー はそれ を 「 用 象 （Bestand） 」 と 呼 ん

で い る 。 用 象 は 、 独特の 「立て る こ と 」 に よ っ て 存立 し て い る が、 こ の よ う な 立て る こ と が、 「 用 ー

立て る こ と （Be-Stellen） 」 で あ る 。 （GA79, S .24・6)

「立て る 」 は こ こ で は、 何を意味 し て い る の だ ろ う か。 例え ば人々は勤労奉仕へ と 用立て ら れ、 徴

発 さ れ、 応召CGestellung） さ れ る 。 石炭や鉱石 も 徴発 さ れ、 応召 さ れ、 用 立 て ら れ る 。 石炭は熱 に

向 け て徴発 さ れ、 熱 は蒸気を立て、 蒸気の圧力 が工場 の ギ ア を駆 り 立て、 工場 は機械を立て、 機械は

道具を制作 ［herstellen： こ ち ら に立て る ］ し 、 道具 に よ っ て再 び機械が存立の 内 へ と 立て ら れ る 。

「用立て る こ と の 連鎖」 の 中 で、 全て は 自 ら 現前す る た め で は な く 、 他を立て る こ と に 向 け て 立 て ら

れ る た め に あ る 。 用 象 的 な も の は、 こ の よ う な 応召 の 内部で、 汎通的 な 用立 て 可能性の 内 に存立す る 。

こ こ で統べ て い る 途方 も な い も の の 重 さ を測る た め に は、 発電所へ と 建て塞がれ た ラ イ ン 河 と 、 同名
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のへル ダ ー リ ン の讃歌 と の 対比 に 留意す れ ば よ い。 用象の用立て に於い て 立て る こ と が有 し て い る の

は、 「徴発す る （Herausfordern） 」 と L 、 う 性格 で あ り 、 それ ゆ え に こ そ ま た そ れ は 、 「徴発 を促進 す

る こ と （HerausfOrdern） 」 と な る の で あ る 。 （S.26- 9) 

し か し 、 用立て は 開発 と い う 性格 を帯びた、 「一つ の 人 間 的 な 作為」 に 過 ぎ な い と い う わ け で は な

い 7。 用立て る こ と の 遂行 に は人聞が属 し て は い る が、 し か し 、 用立て る こ と は決 し て 「 単 に 人 間 的

な 行為」 な の で は な い。 人 々 は、 現前者へ のその 関 わ り 合い に於い て 、 至 る 所 あ ら か じ め立 て続 け に

現前者を用立て う る も の と し て 表象すべ く 、 既 に 徴発 さ れ て い る 。 人間 も 、 用 立 て る こ と の 内 へ と 用

立て ら れ て い る の で あ る 。 （S.29-30)

用 立て る こ と は全 て の 現前者 に 関 わ り 、 現前者の全体を用象 と し て 立て よ う と す る 。 用 立て る こ と

はそれ 自 身 に於 い て普遍的で あ り 、 用 象 と し て の全て の 現前者 の 用 立 て 可能性を 汎通 的 に 存立確保す

る こ と へ と 、 既 に 自 ら を集 め て し ま っ て い る 。 そ こ で ハイ デ ッ ガ ー は、 山 々 の 集摂がGebirge ［山脈］

と 、我 々 が し か じ か の 気持 ち （zumute） で あ る 仕方の集摂がGemilt ［心性］ と 呼 ば れ る よ う に 、 「そ

こ に於い て 全 て の 用 立て う る も の がその用 象存立 （Bestand） に於い て 現成す る よ う な 、 立 て る こ と

の 自 ずか ら 集 め ら れ た 集摂」 を、 「摂一立 （Ge -Stell) 」 と 呼ぶ の で あ る 8 o (S.31- 2) 

摂ー立 は 全 て の 現前者を、 用立て 可能性の 内へ と 引 き さ ら う 。 摂ー立 は 「誼致」 で あ る 。 摂ー立 は

自 ら の う ち で循環す る 用立 て の駆 り 立て を集摂す る 。 摂ー立 は 「伝動装置」 で あ る 。 摂ー立 は 「完全

な る 用 象 の 立て 続 け の 用 立て 可能性を用立て る 、 伝動装置の控致」 と し て現成す る 。 （S .32- 3) 

その よ う に 思惟 さ れ た 摂ー立が、 「技術の本質」 で あ る 。 「技術」 と ハイ デ ッ ガ ー が言 う と き 、 意味

さ れ て い る の は 「近代技術」 で あ る 。 近代技術 は機械に よ っ て特徴づ け ら れ る の で は な く 、 む し ろ 機

械の方が技術の本質 に 基づ い て い る 。 機械の 回転は循環す る こ と へ と 徴発 さ れ て い る が、 循環 は 、 摂

ー立の本質性格 た る 伝動装置 に依拠 し て い る の で あ る 。 十八世紀末英国 で発動機が発明 さ れ る は る か

以前に、 技術の本質た る 摂一立が、 覆蔵 さ れ た仕方で既 に 活動 し て い た 。 そ こ で ハ イ デ ッ ガ ー は 、

「技術の本質 はそれ 自 身、 決 し て 技術的な も の で は な L 、」 と言い切 る の で あ る 。 （S.33- 4 )  

機械の部品 は、 「用 象 ［存立］ ー部品 （Bestand-Stilck） 」 で あ る 。 「 部 品 」 は 「部分」 で は な い 。

部分 は他の諸部分 と 共 に 全体 に 参与す る が、 部品 は む し ろ 他の諸部品 か ら 隔離 さ れ、 全体の 内 に 参入

し も し な L 、。 用 象ー部品 は互 い に 等 し い か ら こ そ、 互い に隔離 さ れ、 取 り 換え ら れ合 う の で あ る 。 部

品 は 部品 と し て 既 に 、 「置換可能性」 の 方へ と 立て ら れて い る 。 技術が支配す る 時代 に は 、 人 間 も 摂

一立 に よ っ て、 摂 立の 内 へ と 用立て ら れて い る 。 人間 も それ な り の仕方で 「用 象一部品」 で あ り 、

用 象 の 用 立て の 内部で 「交換可能な 」 者、 「用立て の 役員」 で あ る 。 今 日 で は森番 も 、 森林利用 産業

［製紙業］ の 用 象ー部品 で あ り 、 放送関係者や視聴者で さ え、 公開性を徴発す る 用 立 て の 用 象ー 部 品

に 過 ぎ な L 、。 （S.36- 8) 

し か し 、 こ こ で一つ の 疑念が告げ ら れ る 。 つ ま り 、 も し技術の本質が摂ー立で あ り 、 技術が 「 自 然

の 諸力 と 諸原料」 を徴発す る こ と を め ざ し て い る と す る な ら 、 ま さ し く 技術 の 本質か ら 、 技術が普遍

的 で な い こ と が示 さ れ る の で は な い か。 「 自 然の諸力 と 諸原料」 が技術 に 決定的 な 限界を設け、 「 自 然」

が 「技術的用 象 の 源泉か っ 後 ろ 盾」 と し て 指定 さ れ続 け る の で は な い か。 そ こ で 次 に ハイ デ ッ ガ ー は

- 9 -
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一一そ し て こ れ は本稿の テ ー マ の 一つ で も あ っ た が一一 「技術 と 自 然 と の 聞 の 関 わ り 合 L 、」 と い う 問

題 に 着手す る 。 （S.40 - 1 ) 

ま ず、 技術の 内 に 立て ら れ る 自 然諸力 と は何か。 物理学的 に は 自 然力 は、 そ の 作用 に於い て の み近

づ け る 。 なぜな ら カはその作用 に於い て の み、 その量 と い う 計算可能な も の を示 す か ら で あ る 。 計算

に於い て 力 は 対象 と な る が、 自 然科学 に於い て 問題 と な る の は、 計算の 対象 の み で あ る 。 自 然 は尺度

と 数の 内 に 立 て ら れ た現実的 な も の と し て、 し か も 作用 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た も の と し て対象 的 に

現前す る 現実 的 な も の と し て、 表象 さ れ る 。 そ し て作用 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た も の が現前す る と み

な さ れ る の は、 それ 自 身 が作用 し 、 作用能力 を有す る も の と し て 自 ら を証す る 限 り に 於い て の み で あ

る 。 自 然の現前者 と は 「現実的 な も の」 の こ と で あ り 、 そ し て現実 的 な も の と は 「実効的 な も の」 の

こ と で あ る 。 自 然の 現前 は 「実効性」 の 内 に 存 し、 実効性 に於い て 自 然 は、 結果を生起 さ せ る も の た

り う る 。 力 と は、 そ こ か ら 他の何かが見渡 し 可能な仕方で結果 と し て 生起す る よ う に、 何か を立て る

も の の こ と で あ り 、 物理学 は 、 それ に よ っ て摂ー立が現前者を立て る よ う な 「立て る こ と 」 と い う 意

味に於い て、 自 然諸力 を 表象 し て い る 。 つ ま り 自 然 は、 「立て ら れ た 実効 的 な も の か ら 結 果 と し て 生

起す る こ と を用 立て る こ と の 一つ の 体系」 と し て、 存立 し て い る の で あ る 。 自 然 と い う 現実 的 な も の

の 実効性は、 結果 の 生起へ と 用立て る 能力 を 有す る こ と に 他な ら な L 、。 要す る に 自 然は、 あ ら か じ め、

「摂ー立の 内部で用立て可能 な も の の 用象的存立 （Bestand） 」 に属 し て い る の で あ る 。 （S.41- 2 )

自 然原料の 場合 は ど う だ ろ う か。 科学 は 自 然の原料を、 「物質」 と し て 表象 し て い る 。 物質 の 物理

学的根本動向 は 「慣性」 で あ り 、 物理学 は慣性を、 静 止を も 含 め た 運動状態 の 不変 と し て 表象す る 。

慣性 と は運動変化 に 対す る 抵抗 で あ り 、 加速に逆 ら う 反作用 で あ る 。 つ ま り 原料 は 「物質」 と し て 、

「運動」 の視圏の う ち で、 「実効的 な も の」 を顧慮 し て、 即ち 「力」 の方か ら 表象 さ れ て い る の で あ っ

て 、 こ の 力 は、 そ の つ ど運動状態を変化 さ せ る た め に、 つ ま り 他の 運動状態を 「用立て る 」 た め に、

「立て ら れ る 」 の で な け れ ば な ら な L 、。 物理学 に と っ て 「 自 然」 と は 、 「 エ ネ ル ギ ー と 物質 と の 存立

(Bestand） 」 の こ と な の だ が、 物質 も ま た エ ネ ルギー か ら 規定 さ れ て い る の で あ る 。 エ ネ ル ギ ー と は

実効的 な も の の こ と で あ り 、 結果 と し て の生起を立て る こ と に と っ て 用 立 て 能力 を有す る も の の こ と

で あ る 。 力 自 身、 エ ネ ルギ ー の 用立て可能性を め ざ し た諸性格一一保存 ・ 変化 ・ 蓄積の 能力一一へ と

用 立 て 可能な も の で あ る 。 つ ま り 、 自 然諸力 も 自 然原料 も 、 物理ー化学的 に は、 「 用 立 て つ つ ー用 立

て 可能な 用 象」 と し て 、 表象 さ れて い る の で あ る 。 （S.42- 3 )  

一見す る と 技術 と 対立す る よ う に 思 え る 自 然 は 、 実 は 既 に 技術の本質か ら 、 摂一立の 用 象 の 内 に、

根本用象 と し て納められて い る 。 近代技術の本質は、 歴史的 に は近世 自 然諸科学の 開 始と共 に 統べ始

め る の だが、 こ の こ と が意味す る のは、 近代技術の本質た る 摂ー立が、 あ ら か じ め 自 然を根本ー用 象

と し て確立す る 限 り で、 用 立て と い う 本質的な根本行為 を行 い つ つ 開始 し た、 と い う こ と で あ る 。 そ

こ でハイ デ ッ ガ ー は、 近代技術 は 「応用 自 然科学」 で は な く 、 む し ろ 近世 自 然科学 こ そが 「技術 の 本

質 の 応用 」 で あ る と 主張す る 。 技術の 時代 に於いて、 自 然 は決 し て 技術 の 限界で は な く 、 む し ろ 自 然

は「技術的用象の根本用象部品」 なの で あ る 。 （S.4 3)

自 然 は も は や「対ー象」 で さ え な い、 と ハイ デ ッ ガー は述べ る 。 自 然 は摂ー立 に於 け る 用 象 の 根本

nu
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部品 と し て 、 用 象 的 な も の で あ る 。 自 然を含め全て の 現前者が、 摂ー立 の 用 立 て る 用 象 的 な も の と い

う 仕方で現前 し て い る 。 「摂ー立 は、 その立て る と い う こ と に於 い て 、 普遍的」 な の で あ る 。 （S.44)

用象部品 の 用 象 的 な も の は、 「同様な も の」 に よ っ て特徴づ け ら れ る 。 摂ー立 に 於 い て は 全 て が、

等 し き も の に よ る 等 し き も の の 「置換可能性」 へ と 立て ら れ て い る の で あ る 。 立 て 続 け に 交換可能な

等 し き も の と は、 「 ど う で も ー よ い も のJで あ る 。 全て の現実的な も の が、 用 象 の 用 立 て る 「 同 様 に

間隔無 き も の」 の 内へ と 寄せ集め ら れ、 近 さ と 遠 さ が欠在す る 。 技術の 産み 出 し た 機械が距離を短縮

し つ つ も 「近 さ 」 を も た ら す こ と が で き な い の は、 ひ と え に 「技術の 本質が あ ら か じ め近 さ と 遠 さ を

許可 し な L 、」 か ら な の で あ る 。 （S. 44- 5 )  

第四章：危険と 転回

「摂ー立」 に よ っ て も た ら さ れ る 「危険」 か ら の 「転回」 に 関 し て は、 『プ レ ー メ ン 講演』 と 並 ん

で 『技術へ の 問 い』 が詳 し い の だが、 と り わ け危険か ら 「救 う 者」 の 解釈 に 関 し て は、 両 テ ク ス ト の

聞 に は若干 の ニ ュ ア ン ス の 相違が見 出 さ れ る よ う に思わ れ る 。 それ ゆ え本章で は 節 を 三つ に 分 け 、 ま

ず 『 プ レ ー メ ン講演』 に 於 け る 『危険』 と 『転回』 と を順 に 見 た 後 で、 『技術へ の 問 い 』 を検討す る

と い う 手順を踏む こ と に し た い。

(1) 『危険』

第三講演 は 最初 の 三頁の 内 に 「世界 は し か し 、 天空 と 大地、 死すべ き 者た ち と 神 的 な 者 た ち の 四方

の 、 未だ覆蔵 さ れ た鏡映ー遊戯で あ る 」 （GA79 , S. 46- 7 ） と い う 表現を 二度、 「大地 と 天空、 神 的 な

者た ち と 死す べ き 者た ち の 四方 に 於 け る 、 未 だ 覆蔵 さ れ た 鏡 映ー遊戯 は 、 世 界 と し て 世 界 す る 」

(S.48） と L寸、 極 め て 類似 し た 表現を一度、 繰 り 返 し て い る 。 四方の鏡映ー遊戯は 、 「未だ覆蔵さ れ」

て い る の で あ る 。 物が物 と し て守 ら れて い な い の は、 「摂ー立Jが現成 し て い る か ら で あ り 、 そ し て

物が物成 し な い と き 、 世界 は 世界 と し て は拒 絶 さ れ た ま ま で あ る 。 「物の非保管」 に 於 い て 、 「世界の

拒絶」 が性起す る の で あ る 。 （S.46- 7) 

「世界」 と は、 言わ ば 「有の本質の 真性」 で あ る 。 その よ う に 表象す る な ら 、 世界が有 に従属 し て

い る よ う に 思 わ れ る か も し れ な L 、。 し か し 実 は、 「有の本質」 は 「世界の 覆蔵 さ れ た 世 界 す る こ と 」

か ら 現成す る の だ と い う 。 そ し て も し 世界が初 め て こ と さ ら に 性起す る の な ら 、 有 や、 有 と 共 に無は、

世界す る こ と の 内 に 消失 し 、 ニヒ リ ズ ム が超克 さ れ る の だ と い う ［後 に 最終章で立 ち 返 る が、 こ の よ

う に 思惟 さ れ た 「世界」 は、 殆 ど 「性起」 その も の で あ る ］ し か し 世界 と し て の 世界 は 、 未 だ拒

絶 さ れ て い る 。 （S.48- 9 )  

「物の非保管 と し て の 世界 の拒 絶」 は、 「痕ー立」 の 現成 と い う 仕方で性起す る 。 摂ー立 は 、 全 て

の現前者 を 用 象 的 な も の と し て 用立て、 間隔無 き も の の 内へ と 立て る 。 こ の よ う に し て摂 立 は 、 そ

の本質 に 於 い て 、 「有 る も の の 有」 で あ る 。 世界 は有の本質の 真性を保管 し つ つ 、 「 有 自 身」 9 な の だ

が、 摂ー立 も 「有 自 身」 で あ る 。 世界 と 摂ー立 は、 それ ゆ え、 「 同 じ も の （das Selbe） 」 で あ る 。 し

か し 「 同 じ も の 」 は、 「等 し き も の （das Gleiche） 」 で は な L 、。 「 同 じ も の」 と は む し ろ 、 「 相 違 の 関

わ り 合 L 、」 で あ る 。 世界 と 摂ー立 と は、 同 じ も の で あ り つ つ、 極度 に 対立 し 合 っ て い る 。 （S. 51- 2 )  
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摂ー立 は、 用 象 を 用 立 て つ つ 、 非覆蔵性 と そ の本質を完全 に忘却 さ せ、 有 か ら そ の真性を 奪 い去 っ

て し ま う 。 摂ー立が現成す る 限 り 、 有 の 本質の守護た る 世界は、 拒絶 さ れ た ま ま で あ る 。 そ れ で も ハ

イ デ ッ ガー は、 「有の本質の忘却 の 完成 さ れ た歴運 と し て の摂ー立」 の 内 で、 「世界 の 遠 い到来 の 一条

の 光」 が、 目 立た ぬ仕方で輝 い て い る の だ と 言 う 。 CS.52- 3 )  

と も か く も 摂ー立 は、 世界が世界す る こ と の忘却の 完成で も っ て 世界 に 迫 る （zusetzen） 。 摂ー立

は 、 忘却で も っ て 有 の 本質 の 守護を追 い か け る （nachsetzen） 。 「追 い立て る こ と （Nachstellen）」 が、

摂－立 に於 け る 「立て る こ と 」 の 最 も 内 的 な 本質 で あ る 。 古 高 ド イ ツ 語 で は 、 追 い 立て る こ と をfara 

と 言 う 。 追 い立て る こ と と し て 集約 さ れ る 「立て る こ と 」 と は、 「危険 （Gefahr） 」 で あ る 。 「 有 が 摂

ー立 と し て自己自身 を そ の 本質の忘却で も っ て追い立て る 限 り に 於 い て 、 真 有 （Seyn） は 真有 と し

て、 そ れ固有の 本質 の 危 険 で あ る 。 」 真有は真有 と し て、 端的 に危険な の で あ る 。 （S .53 - 4 )  

イ デ ア か ら 始 め て こ れ ま で形而上学 に於いて展開 さ れ て き た真有は、 こ れ ま で覆蔵 さ れ て き た そ の

本質 に よ れ ば、 い ま 危険 と し て 真有を支配 し 尽 く し て い る も の に属 し て い る 。 ま た こ の 危険性の地帯

は、 以前他 の 箇 所 で は 「迷い」 と 名 づ け ら れ た も の の こ と な の だ と い う 問。 迷い の 本質 は 、 危 険 と し

て の真有の 本質 の 内 に 存 し て い る の で あ る 。 （S.54)

し か し 最大の危険 は、 危険が危険 と し て は自 ら を覆蔵 し て 、 我 々 が危険を危険 と し て経験 し な い、

と い う 点 に 存 し て い る 。 あ た か も 有 そ れ自身 は、 危険で は な い か の よ う に。 な ぜな ら 「有」 は、 或 る

者 に と っ て は 「最 も普遍的 で最 も 空 虚な 概念」 で し か な い し、 他 の 者 に と っ て は 「神」 と 同 じ も の だ

か ら 一一 し か し 「真有そ れ自身」 と し て で は な い に し て も 、 「最 も 有 的 な も の （das Seiendste） 」 と

し て 表象 さ れ た 神 は 、 真有 に と っ て は 「危険 そ の も の （die Ge/ ahr） 」 で は な い かーー で あ る 。 窮境

が窮境 と し て は、 経験 さ れ て は い な い、 こ の よ う な 「無窮境性」 が、 「本来の窮境」 な の で あ る 。 cs.

54- 6 )  

危 険 は 摂ー立 に よ っ て 偽装 さ れ る こ と に よ っ て自 ら を覆蔵す る の だ が、 摂ー立自身が技術 に 於 い て

自 ら を包 み 隠 し 、 技術の 本質 が摂ー立 で あ る こ と を、 さ ら に は摂ー立の本質が危険で あ る こ と を、 明

る み に 出 さ せ な い。 例 え ば人は、 技術 と は 「単な る 文明」 で あ っ て 「一層 高度な 文化に と っ て の悲運」

で あ る と か、 技術 は 「中立的 な 」 手段 に 過 ぎ な い と か主張す る こ と に よ っ て、 技術を 「技術 的 に 」 し

か表象せず、 技術の本質を思惟 し よ う と し な い。 「技術の本質暴力」 は、 ま ず も っ て 「 高 周波機械 の

作用」 の 内 に で は な く 、 「技術が差 し 当 た り 大抵、 単 に 技術的 に の み自 ら を人間 的 表 象 に呈示す る こ

と 」 の 内 に 存 し て い る 。 技術の 本質 た る 摂ー立が、 自 ら の偽装を駆 り 立て て い る の で あ る 。 （S.57 ・61)

摂’立が危険な の は、 技術 と し て で は な く 、 真有 と し て で あ る 。 危険 に於い て現成 し て い る の は、

真有そ れ自身 な の で あ る 。 技術の本質が真有 そ れ自身で あ る か ら こ そ 、 技術の本質 に 「摂・ 立」 と い

う 「奇異 な 名 」 がつ け ら れ た の だ と い う 。 （S.62)

「立て る 」 と い う 語 は ギ リ シ ア 語 の 「テ シ ス」 に 呼応す る が、 「テ シ ス」 の 「立て る 」 に は 「 ピ ュ

シ ス」 が 呼応 し て い て 、 ピ ュ シ ス そ れ自身の 内 に或 る 「テ シ ス ー性格」 が覆蔵 さ れて い る と、 ハ イ デ ッ

ガ ー は考え る 。 ギ リ シ ア に於 い て は ピ ュ シ ス と テ シ ス の 聞 に或 る 相違が言明 さ れ、 こ の相違 は現前者

の現前性 に 、 即 ち 有 に 関 わ っ て い る 。 「テ シ ス 」 「立て る こ と 」 は、 「有へ の連関」 に 於 い て 思 惟 さ れ
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て い る の で あ る 。 そ し て ピ ュ シ ス が自ずか ら 立 ち 現れ る こ と と し て産 出 す る か ら こ そ 、 こ の よ う な 産

出 に よ っ て も た ら さ れ た 現前者 （例 え ば岩石） の 上 に 、 「人間 的 な 立て る こ と 」 た る テ シ ス に よ っ て 、

別 の 現前者 （例 え ば石段） が据え ら れ う る の で あ る 。 し か し 、 人間的制作に よ る の で は な く て も、 ピ ュ

シ ス も ま た 「自ずか ら 現前す る も の」 を非覆蔵性の 内 に立て置 く と い う 意味で、 一箇の 「立て る こ と」

で あ る 。 こ の 「立て る こ と 」 は、 ま だ 「摂ー立」 に於い て 示 さ れ る よ う な 諸動 向 を有 し て こ そ い な い

が、 そ れ で も 「摂ー立」 と い う 仕方 で の 「立て る こ と 」 は、密か に ピ ュ シ ス の意味での 「立て る こ と」

に 由来 し 、 こ れ と 本質親縁性を有 し て い る の だ と い う 。 （S.62- 5 )  

「摂 立」 と い う 名 称 は 、 技術の本質が真有のーエ ポ ッ ク を規定 し て い る こ と を述 べ て い る 。 な ぜ

な ら 技術 の 本質 た る 「立て る こ と 」 は、 「真有の始源的歴運 （く ピ ュ シ ス ＞一くテ シ ス〉） 」 の 内 に 存

し て い る か ら で あ る 。 そ し て ピ ュ シ ス の本質の 内 に 覆蔵 さ れ て い た テ シ ス は、 近世、 「 絶 対 的措定」

と し て の 有 と い う カ ン ト の 言 明 の う ち で、 こ と さ ら に発言 さ れ る に 至 る 。 （S.66)

(2） 『転回』

危険が危険 と し て あ る の で は な く 、 危険が自 ら を包み臨 し ・ 偽装す る こ と が、 「最 も 危 険 な も の 」

で あ っ た。 だが も し 「摂ー立」 が 「真有そ れ自身の一つ の現成歴運」 で あ る な ら 、 我 々 は 「摂ー立」

が真有の 他の現成の諸仕方の 内 の ーっ と し て 「変遷す る 」 で あ ろ う と 、 推測 し な け れ ば な ら な い 。

「歴運 的 な も の」 は そ の つ ど、 「別 の歴運の 内 に そ れを遣わ す よ う な 或 る 卓抜 な る 瞬間」 に 向 か つ て ゆ

く か ら で あ る 。 （S .68)

技術の 本質 は 有 そ れ自身な の だか ら 、 そ れ は決 し て 人間 に よ っ て は超克 さ れ な L 、。 た と え技術の 本

質が、 「人間本質 の 手助 け な し に は」 そ の 歴運 の 「変遷」 の 内 に導か れ る こ と が な い に し て も 。 「或 る

有 の 歴運 の 克服」 は、 そ の つ ど 「他の 歴運の 到来」 か ら 性起す る の で あ る 110 で は 人 間 本 質 と は 、 何

だ ろ う か。 「人間 の 大 い な る 本質」 と は、 そ れ が 「有の本質 に 帰属」 し て、 「有の 本質 を そ の 真性 の 内

へ と 守 る べ く 、 有 に よ っ て 用 い ら れ る こ と 」 の 内 に 存す る 。 そ し て人間本質が そ こ に 於 い て 有 と そ の

語 り 掛 け と に 「呼応す る （entsprechen） 」 よ う な 始源的次元 と は、 「言葉 （Sprache） 」 で あ る 。 こ の

始源的 な 呼応が 「 こ と さ ら に」 遂行 さ れ る な ら 、 そ れが 「思索」 で あ る 。 思索 し つ つ、 我 々 は 「摂

立の克服」 が そ こ に於い てa性起す る よ う な 境域の 内 に 住む こ と を、 初 め て 学 ぶ で あ ろ う …。 （S.69-71)

以下のハイ デ ッ ガ ー の論の運 び に 、 註 目 し よ う 。 「摂一立の 本質」 は 「危険」 で あ り 、 有 は 危 険 と

し て、 有 の 本質 を 去 っ て 有の 本質の忘却の 内へ と転回 し 、 同時 に 有 の 本質 の 性起 に 背 を 向 け て転回す

る 。 危険の う ち で は、 未だ熟考 さ れ て い な い こ の 「転回す る こ と 」 が統べて い る 。 そ れ ゆ え 「危険の

本質」 の 内 に は、 有 の 本質 の 忘却が転ぜ ら れ る よ う な 「転回 （Kehre） 」 の 可能性が覆蔵 さ れ て お り 、

こ の 転 回 と 共 に 、 「真有 の 本 質 の 真 性 」 が 「 有 る も の 」 の 内 へ と 「 こ と さ ら に 」 「 現 入 す る

(einkehren） 」 の だ と い う 。 （S. 71)

恐 ら く こ の転 回 は 、 「 そ の 覆蔵 さ れ た本質 に於い て転回 的 な 危険」 が、 「 こ と さ ら に」 危 険 と し て 初

め て現前す る 場合 に の み、 性起す る 。 そ し て恐 ら く わ れ わ れ は、 こ の転 回 の 到 来 の 前 も っ て 投 げ ら れ

た影 の 内 に、 既 に 立 っ て い る の だ と い う 。 た だ し い つ、 い か に し て転回が歴運 的 に 性起す る の か は、

「誰 も 知 ら な L 、」。 人 聞 は 、 「有の牧人」 と し て真有の真性を 「待つ （warten） 」 場合 に の み、 「 別 の 有

qd
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の歴運の到来」 を 「予期す る （erwarten） 」 こ と がで き る で あ ろ う 。 （S .71- 2 )  

「 さ れ ど危険の あ る と こ ろ 、 救 う 者 も ま た育つ」 と ヘル ダ ー リ ン は詠 う 。 「危 険 が 危 険 と し て あ る

と こ ろ 、 既 に救 う 者 は あ る 」 と ハ イ デ ッ ガー が応え る 。 危険が危険 と し て あ る と き 、 危険自身が 「救

う 者」 な の で あ る 。 （S.72)

次 の 論 に も 注 目 さ れ た い。 も し 危険が危険 と し て あ る な ら 、 そ の場合、 真有自身が忘却で も っ て 真

有 の 真性を 追 い 立て る よ う な 「追 い立て」 が 「 こ と さ ら に」 性起 し 、 忘却が忘却 と し て現入す る 。 し

か る に こ の よ う な 「現入 （Einkehre） 」 に よ っ て 「脱落 （Entfallen） 」 ［忘却 さ れ て い る こ と す ら 忘却

さ れ て い る こ と ］ か ら 強奪 さ れ た忘却 は、 も は や忘却で は な い。 忘却 は現入 し つ つ 、 真有の守 り の 内

へ と 「転回す る 」 の で あ る 。 世界は世界 と し て性起 し 、 物が物成す る 一一 そ れ が 「真有そ れ自身の 本

質 の 遠 い到来」 で あ る 。 か く し て 危険が危険 と し て あ る と こ ろ 、 危険の本質 の 内 に 「守 り へ の 転回」

が、 こ の 「守 り そ れ自身」 が、 そ し て ま た 「真有の救済者」 が、 あ る の だ と い う こ と に な る 。 （S .73 )

真有 に並ぶ よ う な も の は何 も な い の だか ら 、 危険の転回 は 「無媒介的 に の み」 生起す る 、 即 ち 「急

激 に」 性起す る 。 転回 に於 い て は、 「真有の本質の 明 け 聞 け」 が急激 に 自 ら を 明 け 聞 く 。 急激 に 自 ら

を 明 け 聞 く こ と は、 「閃 く こ と （Blitzen） 」 で あ り 、 閃 く こ と は、 語の上で も 事柄 の 上で も 、 「観 る こ

と （blicken） 」 阻 で あ る 。 真有の 真性の 閃 き の現入は、 「観入 （Einblick） 」 な の で あ る 。 今や 『有 る と

言える も の の 内 へ の 観入』 と い う 表題が名 指す の は、 「真有 に於け る 転回 の 性起J 「真有の 守 り の性起

の 内 へ の 、 真有の本質の拒絶の 転回」 で あ り 、 「真有の本質 に於け る 星位」 な の で あ っ て、 「有 る と 言

え る も の」 も ま た 「有 る も の」 の こ と で は な く 、 「有」 の こ と な の だ と い う 。 （S.73 - 5 )  

観入が性起す る と き 、 人 間 た ち は 「真有 の 閃光 に よ っ て彼 ら の本質の 内へ と 的 中 さ れ た 者 た ち 」 に

な る 。 彼 ら は 「観入 に於い て 観取 さ れた者た ち」 な の で あ る 。 そ の よ う に し て の み 人 聞 は 、 「観入 の

語 り 掛 け」 に 「呼・応」 し 、 「死すべ き 者」 と し て 「神的 な 者」 に 「観応 （entgegen blicken） 」 す る 。

神 も 「ー箇 の 有 る も の」 で あ り 、 真有 と そ の本質 と の 内 に立 っ て い る 。 「神 が神 で あ る の か ど う か 」

は、 「真有の星位か ら 、 そ し て 真有の星位の 内部で」 性起す る の で あ る 。 （S. 75- 7 )  

(3）『技術への聞い』

53 年の講演 『技術へ の 問 い』 は、 主題的 に は 『 プ レ ー メ ン講演』 中 の 『物』 を除 く 他 の 三講演 と 重

複す る の で、 内 容 の 重複す る 箇所 は そ の 大筋 の み を示 し 、 相違す る 所、 特 に 「危険」 か ら 「救 う 者」

に か け て の 箇所を、 重点 的 に 見て ゆ く こ と に し よ う 。

『技術へ の 問 い』 も ま た、 「技術の 本質」 が 「技術的 な も の」 で は な い こ と を 指 摘 す る こ と か ら 始

ま っ て い る 。 と り わ け 技術を 「何か 中立的 な も の」 と 表象 しでは な ら な い の だが、 こ こ で は ハ イ デ ッ

ガ ー は、 「技術 は 目 的 に 対す る 手段で あ る 」 「技術は人聞の行為 で あ る 」 と い う 共属 し合 う 二つ の 規定

を 「技術 に つ い て の 器具的 に し て人間学的な 規定」 と 呼ん で、 こ れ を斥け る 。 以下、 ハ イ デ ッ ガ ー は

「四原因」 説を検討 し た後で、 「 ポ イ エ ー シ ス」 に つ い て の考察 に 移行す る の だ が、 こ の こ と は本講演

結論部への、 遠 い伏線 と な っ て い る 。 即 ち ポ イ エ ー シ ス一一 「 ピ ュ シ ス」 も ま た、 職人や芸術家の仕

事 と 同様、 こ れ に属 し て い る ーー と は、 「産ー出 （Her-vor-bringen） 」、 つ ま り 「覆蔵性か ら非覆蔵性

の 内へ」 も た ら す こ と で あ り 、 要す る に 「関蔵す る こ と 」、 「 ア レ ー テ イ ア 」 で あ る 。 （VA, S.9-15) 
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「技術」 も ま た関蔵す る こ と の 一つ の仕方で あ る 。 「テ ク ネ ー」 と い う 語 は、 手仕事 的 な 行 為 や能

力 だ け で は な く 、 芸術を も 意味 し て い た。 テ ク ネ ー も ま た 「産一 出」、 ポ イ エ ー シ ス に 属 し て い る 。

さ ら に テ ク ネ ー は、 古 来、 エ ピ ス テ ー メ ー と 共 に 、 広義の認識を意味 し て い た 。 テ ク ネ ーは 「 ア レ ー

テ ウ ェ イ ン ［真性を 証す る こ と ］ 」 の 一つ の仕方で あ り 、 技術 は 真性が性起す る 境域 で、 現 成 す る の

で あ る 。 （S. 16- 7 )  

こ の よ う に 「開蔵」 「真性」 を強調す る こ と が、 こ の講演の 特徴 の 一つ で も あ る 一一近代技術 も ま

た 開蔵す る こ と な の だが、 こ の 聞 蔵 は 「 ポ イ エ ー シ ス 」 の意味での 「産ー出」 で は な い。 近代技術 に

於 い て 統べ て い る 開 蔵 は 、 自然か ら エ ネ ル ギ ー を 引 き 渡す よ う に 要求す る 「徴発」 な の で あ る 一一一 こ

こ で も 具体例 と し て 「石炭」 「鉱石」 地域や 「 ラ イ ン 河」 が挙げ ら れ て い る が、 ラ イ ン 河 が 「風景」

と し て捉え ら れ る な ら 、 依然 と し て そ れ は 「休暇産業」 が用立て た 「旅行団」 の訪問 の た め の 「用立

て 可能 な 客体」 に 過 ぎ な い と い う 補足 は 、 『 プ レ ー メ ン講演』 に は な か っ たもの で あ る 。 （S. 18-20)

「用 象」 （S.20） 、 「摂ー立J (S.23 ） に つ い て の 説明 が あ っ た後、 こ の講演 は 再 び、 「摂一立」 の 内 に

含 ま れ て い る 「立て る こ と 」 は 「徴発」 を 意 味 す る の み な ら ず、 「 ポ イ エ ー シ ス 」 の 産 出 的 な Her

stellen ［制ー作、 こ ち ら に 立て る こ と ］ の余韻を見守 っ て い る と 付 け加 え る 。 た し か に 両者 は 「根

本 的 に 異 な っ て」 は い る が、 し か し 「本質 に於い て 親近的」 で あ る 。 両者共 に 「開蔑」 の 、 「 ア レ ー

テ イ ア 」 の仕方な の で あ る 。 （S.24)

近代技術 と 近世自然科学 と の 関係 に 言及 し （S.25- 7 ） 、 「歴運」 （S. 28） に つ い て述 べ て 「摂ー立」

を 「開 蔵 の 一つ の 歴運」 （S. 29） と 規定 し た後、 い よ い よ こ の講演 は 「危険」 に つ い て語 り 出 す。 「開

蔵の 歴運」 は 「危険 そ の も の （die Gefahr） 」 で あ り 、 歴運が 「摂ー立」 と い う 仕方 で 統 べ る と き 、

そ れ は 「最高の 危険」 な の だ が、 そ の こ と は次 の 二点 に於 い て 証 さ れ る 。 第 一 に 、 人聞は自 ら 「用象」
あるじ

と み な さ れ る に も か か わ ら ず、 「地球の 主」 と し て 威張 り 、 今 日 で は ど こ で も 「自 ら の 本質」 に 出 会

わ な い の に、 至 る 所 「人聞 の 作 り 物」 に し か、 「自分自身」 に し か 出 会わ な い か の よ う に 思 い 込 ん で

し ま う 。 第二 に 、 「用立て と い う 仕方 で の 聞蔵」 が支配す る 所、 開 蔵 の そ の 他 の 可能 性 が 駆逐 さ れ 、

と り わ け 「 ポ イ エ ー シ ス 」 の意味での 開蔵が覆蔵 さ れ て し ま う 。 つ い に は 「摂 立」 が 「関蔵 と し て

の 開蔵」 を覆蔵す る な ら 、 「用立て の 内へ と 遣わ す歴運」 は、 「最極端の 危険」 な の で あ る 。 （S.3 0- 1 )

「 さ れ ど危険の あ る と こ ろ 、 救 う 者 も ま た育つ。」 し か し こ こ で は ハ イ デ ッ ガ ー は、 「救 う 者の成長」

を蔵す べ き 「技術の 本質」 を熟考す る た め に 、 「本質 （Wesen） 」 と い う 語 に つ い て の 考察 に 着手 し 、

動調 と し て の Wesen ［現成す る ］ の 内 に wiihren ［続 く ］ を、 w幼児n の 内 にgewiihren ［認与す る ］ を

見 る 。 技術の 本質現成者 （das Wesende） と し て、 摂ー立 は 「認与す る も の」 で あ り 、 だ か ら こ そ 摂

ー 立は、 「歴運 （Geschick） 」 と い う 「遣わす こ と （Schicken） 」 だ っ た の で あ る 。 そ し て 開 蔵 の 内 へ

と 遣 わ す 「認与す る も の」 こ そ が、 「救 う 者」 で あ る 。 なぜな ら そ れ は 人 聞 を 、 非覆蔵性 な ら び に 覆

蔵性を護 る と い う 、 人間本質の最高の尊厳の 内 に現入 さ せ て く れ る か ら で あ る 。 そ れ ゆ え 少 な く と も

我 々 は、 「技術の本質現成者」 が 「救 う 者の 可能的立ち 現れ」 を 内 に 蔵 し て い る と 、 推測す る わ け で

あ る 。 （S.3 2- 6 )  

か く し て 「技術の 本質」 は 「両義的」 で あ り 、 「止 ま る こ と な き 用立て」 と 「救 う 者 の控 え 目 」 と

phυ
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は、 星辰の 運行 に 於 け る 「二つ の星」 の行路の よ う に、 互 い の 側 を通過 し 合 う 。 「技術へ の 問 い」 は 、

「星位へ の 問 L リな の で あ る 。 （S.3 7)

と こ ろ で 「テ ク ネ ー」 は 、 芸術の 「 ポ イ エ ー シ ス」 を も 意味 し て いた。 「 さ れ ど危険の あ る と こ ろ …」

と 詠 っ た 同 じへル ダ ー リ ン が、 「詩的 に人は住ま う 、 こ の地上 に」 と も 詠 っ て い る の で あ る 。 「芸術」

が 「最極端の危険」 の た だ 中 で 「詩的 な関蔵」 の 内 に 呼 び 出 さ れ、 「救 う 者の 成長」 を 「 こ と さ ら に

育み」、 「認与す る も の の 内へ の ま な ざ し と 信頼」 を新た に喚起 し う る か否 か は 、 「 誰 も 知 る こ と が で

き な い」。 し か し 他 の 可能性 と い え ば、 技術の狂乱で あ る 。 技術の本質 は技術的 な も の で は な い の だ

か ら 、 「技術へ の本質的な 省察J な ら び に 「技術 と の決定的 な 対決」 は、 「一方で は技術 の 本質 に 親近

的 で は あ る が、 し か し 他方で は技術 の 本質 と は根本的 に異な っ て い る 境域」 に於い て 生起す る の で な

け れ ば な ら な い。 そ し て こ の よ う な 境域が、 「芸術」 な の で あ る 九（S.3 8- 9 )  

第五章：性起 と 有の歴史

し か し 「四方」 「摂ー立」 「危険」 「転回」 そ し て 「救 う 者」 を め ぐ る 以上 の よ う な ハ イ デ ッ ガ ー の

議論 に 対 し て は、 直 ち に こ こ で一つ の疑念が浮かん で く る 。 即 ち 、 も し 「摂ー立J が 「有自身」 で あ っ

て 「普遍的」 であ り 、 「世界」 も ま た 「有自身」 で あ っ て、 かっ現代が技術の 本質 に よ っ て 席巻 さ れ

た時代で あ る と す る な ら 、 い か に し て ハ イ デ ッ ガ ー は 「世界四方」 に つ い て語 り え た の だ ろ う か。 少

な く と も ハ イ デ ッ ガ 一 本人 に は 「世界」 が現成 し て い た と す る な ら 、 「摂ー立」 は普遍的 で も 何 で も

な い と い う こ と に な っ て し ま う 。 逆 に 、 も し 既 に 「転回」 が性起 し て 、 「世界」 が 「有自身」 と し て

「世界 し て 」 い る な ら 、 い ま さ ら 「危険J や 「救 う 者」 に つ い て 語 る こ と に 、 ど れ ほ ど の 必要 性 が あ

る と い う の だ ろ う 。 さ ら に 、 個人の 「態度」 次第で 同 じ 「有自身」 が或 る と き に は 「摂ー立J と し て、

別 の と き に は 「世界」 と し て現成す る な ど と い う こ と は、 ハ イ デ ッ ガ ー の最 も 忌み嫌 う 考え であ ろ う 。

そ れ で は 「四方」 「世界」 は、 いつ性起す る ーー し た、 す る で あ ろ う ーーの か。

我 々 に は釈然 と し な い の だ が、 50年の講演 『物』 への 「あ と が き 」 （ プ フ ナ ー へ の 書簡 ） の 中 で は 、

ハ イ デ ッ ガ ー は 「摂・立」 と 「世界」 と の 事実上の共存を認め て い る 。 「有の 歴運 に 於 い て は 、 今 は

摂ー立、 そ れ か ら 世界な ら び に 物 と い う よ う に、 単な る 先後関係 が あ る の で は決 し て な い。 そ う で は

な く 、 そ の つ ど先 の も の と 後 の も の と の立 ち 寄 り と 同時性 と が あ る 」 （VA, S . 177） 。 そ し て こ の よ う

な 主張 は 、 ス ケ ー ル こ そ 落 ち る が、 「近世形而上学の 開始 ［期］ に於け る 有 の本質」 が 「多 義 的 」 で

あ る こ と に 「真正 の 移 行 の し る し 」 （N II , S.428） を見た41年の テ ク ス ト の主張 と も 、 平灰が合 う 。

し か し 、 た と え事実上の共存は認め た と し て さ え、 理論上な い し権利上の 「先後関係」 を否定す る

こ と は、 「危険」 か ら 「転回」 に か け て の ハ イ デ ッ ガ ー の 議論全体を無効化す る こ と に な ろ う 。 「四方

の自己自身 を偽装す る 性起」 と 言 わ れ る 「摂ー立」 （EHD, S . 153 ） は 、 「自性，性起 と 謂 わ れ る も の

の一つ の 前奏」 （GA79 , S. 125. Vgl. ID, S .25） で あ り 、 「性起の 先行現 出 」 （SD, S.3 5） 「性起 そ

れ自身の一つ の 先行形式」 （SD, S .57） 「性起の 準備」 （VS, S . 104） な の で あ る 。 「 有 の エ ポ ッ ク 的 な

諸形態 と 性起 の 内 へ の 有 の 変貌 と の 聞 に は、 摂司立が立 っ て い る 。 摂－立 は言わ ば途中駅で あ っ て、

二重の 景観を呈 し 、 ヤ ー ヌ ス の 頭一一 こ う 言え よ う がーーな の で あ る 」 （SD, S .56- 7 .  Vgl. VS, 
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S . 104） 。 「性起」 は 「摂 立」 の 後 に し か、 「摂ー立」 を克服す る こ と に よ っ て し か性起せず、 輪舞 し

な い。 そ れ で は 「四方」 は 「有の 歴史」 の 内 に組み込 ま れ、 3 0年代の 「大地」 と 同様、 40年代以降 の

「 大 地 」 と 「 天 空 」 も 歴 史 的 な も の に な っ て し ま う の だ ろ う か 。 歴 史 を 超 え た 「 自

然」H な ど と い う も の は、 非根源的 な も の で し か な い の だ ろ う か。

3 0年代 と 同様、 相変わ ら ず ハ イ デ ッ ガー は、 ソ ク ラ テ ス 以前の ギ リ シ ア の 「第一の 始源」 を 「更新」

す る こ と が 問題な の で は な い、 と 主張 し 続 け る 九かつて 「物」 と な る 途上 に あ っ た古 い 諸対象 を 想

起す る こ と が肝要な の で は な い と 、 『 プ レ ー メ ン講演』 で も 言わ れ た 。 退路が 断 た れたか ら に は、 我々

に は 「別 の 歴史」 の始源を待つ以外、 道 は な い の だ ろ う か。

し か し な が ら 、 と り わ け60年代 の ハ イ デ ッ ガ ー に は 、 「性起」 の 思索 に と っ て は 「 有 の 歴史」 が

「終わ っ て い る 」 と い う 考え が示 さ れ て い て、 話を複雑 に す る 。 例 え ば62年の 講演「時 と 有』 に 関 し

て 為 さ れ たゼ ミ ナ ー ル （ や は り 62年） の 「 プ ロ ト コ ル」 の 中 で は 、 次 の よ う に述べ ら れ て い る 。 「 も

し 性起が有の新 し い一つ のく有の 歴史＞的 な 刻印で は な く 、 逆 に 有が性起 に属 し 、 そ こ へ と 取 り 戻 さ

れ る （ ど の よ う な 仕方で あ れ） な ら ば、 そ れ な ら ば性起 に於け る 思索 に と っ て 、 即 ち 性起 の 内 に 現入

す る 思索 に と っ てーーそ の こ と に よ っ て、 歴運 に基づ く 有が、 も は や こ と さ ら に 思索す べ き も の で は

な い 限 り で一一有の歴史 は 終わ っ て L 、 る 。 そ の場合思索 は、 次 の よ う な 者 の 内 に 、 そ し て 次の よ う な

者 の 前 に立 っ て い る 。 次 の よ う な 者 と は、 エ ポ ッ ク 的な 有 の 様 々 な 諸形態を送 り 遣わ し た者の こ と で

あ る 。 し か る に こ の者、 性起 と し て の遣わす者 （das Schickende） は、 そ れ自身非歴史的 で あ り 、 一

層 正確 に言 う な ら 、 没歴運 的 （geschicklos） な の で あ る 」 （SD, S .44） 。 少 し 補 足 す る な ら 、 講演

『時 と 有』 はEs gibt Sein ［有が あ る ： そ れ は有を与え る ］ の Gebenを 「遣わ す （Schicken） 」 と 、 Es

gibt Zeit ［時が あ る ： そ れ は時を与え る ］ の Gebenを 「届け る （Reichen） 」 と 解 し た 上 で 、 「 与 え る

Es」 を 「性起」 と 呼 び （SD, S. 10 ,  16 ,  20） 、 さ ら に 「 プ ロ ト コ ル」 で は、 「有 は 性起 と し て ま な ざ し

の 内 に 入 る こ と に よ っ て、 有 と し て は 消滅す る 」 （SD, S.46） と 述べ ら れ て い る の で あ る 。 先 の 長 い

引 用 の 続 き に 戻 る な ら 、 「形而上学 は有の諸刻印の歴史で あ り 、 即 ち 性起 か ら 見 る な ら 、 遣 わ す こ と

に 於 い て 与 え ら れ たく現前者を そ の つ ど現前せ し め る こ と の遣わ し＞の た め に 、 遣 わ す者が自 ら を脱

去す る こ と の 歴史で あ る 。 形而上学 と は有の忘却で あ り 、 つ ま り は 有 を 与え る も の の 覆蔵お よ び脱去

の歴史で あ る 。 性起の 内 へ の，思索の現入 は、 そ れ ゆ え、 こ のく脱去の 歴史＞ の 終罵 と 等義で あ る 。 有

の忘却 は 、 成長 し て 性起 の 内 に 入 る こ と に よ っ て、 自 ら を《止揚す る 》 の で あ る 」 （SD, S .44） 。 少

し 後 で は、 「現入 の 後で な お も 有 に つ い て 、 そ の よ う に し て ま た 有 の 歴史 に つ い て 語 ら れ う る か ど う

か」 は熟慮す べ き で あ る と述べ ら れ て い る し （SD, S.53 - 4 ） 、 69年の 『ル ・ ト ー ルで の ゼ ミ ナ ー ル』

で も 、 「性起を 有 と 有の 歴史 と の諸概念で も っ て 思索す る こ と に は、 誰 も 成功 し な い だ ろ う 」 （VS,

S . 104） と 語 ら れ て い る 。

実際 こ の こ と は、 「有の 歴史」 に つ い て の ハ イ デ ッ ガ ー の 考え か ら も 確証 さ れ よ う 。 講義 『根拠律」

は、 こ う 述べ て い る 。 「有は自 ら を我 々 に送 り 遣わすが、 し か し そ れ は、 同時 に 既 に 自 ら を そ の 本質

に於い て脱去せ し め る 、 と い う よ う に し て で あ る 。 《有の 歴史｝ と い う 表題 が意味 し て い る の は、 そ

の こ と で あ る 」 （SG, S . 1 14） 。 有が自 ら を送 り 遣わ さ な け れ ば有 る も の も ま た な い害な の だ が、 し か
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し 「有 は 、 直接 に近づ き う る 有 る も の と 比較す る な ら 、 自制 し ・ 或 る 仕方で自 ら を覆蔵す る 、 と い う

性格 を示す」 （SG, S . 1 1 1・2 ） 。 そ し て自 ら を覆蔵 し ・ 自制す る 仕方 が時代時代 に よ っ て 異 な る か ら

こ そ 、 「有の歴史」 が生ず る わ け で あ る 。 「有の歴史 と は、 有の歴運 の こ と を謂 う が、 そ の遣 わ し に於

い て は、 遣わす こ と も 遣 わ す そ れ （Es） も 、 そ れ ら 自身を告げつつ、 自制 する。 自制 す る こ と は 、

ギ リ シ ア 語 で は エ ポ ケ ー と 謂 う 。 そ れ だか ら 、 有の歴史の諸 エ ポ ッ ク に つ い て 語 ら れ る の で あ る 」

(SD, S .  9 ） 。 他 の 諸テ ク ス ト で も 、 こ う 言わ れ て い る 。 「帰属す る く形而上学 の 位相＞ に 於 い て 自 ら

を覆蔵す る く脱去の そ の つ ど の 遠 さ か ら な る 自制U＞が、 有そ れ自身 の エ ポ ケ ー と し て、 有 の 歴史 の ー

エ ポ ッ ク を そ の つ ど規定す る 」 （N II , S.3 83 ,  GA67, S .244） 。 再 び 「根拠律』 に 戻 る な ら 、 「 ［ … ］

｛有｝ と ｛有》は そ の つ ど、 そ の歴運の 様 々 な エ ポ ッ ク に於 い て 、 別 の も の を言 う 。 そ れで も 有の 歴

史 の 全体 に 於 い て 、 何か自 同 的 な も の が統べ て い る の だが、 も ち ろ ん そ れ は、 一般概念 に よ っ て は 表

象 さ れ な い ［…］ 。 有 は 、 同時 に そ の 本質 を脱去 さ せ、 そ の本質を脱去 に於い て 覆蔵 す る こ と に よ っ

て、 自 ら を我 々 に送 り 遣わす」 （SG, S . 1 10） 。 有の歴史の諸 エ ポ ッ ク が実 際 に は ど の よ う に し て 規 定

さ れて き た か に 関 し て は、 各所 に言及が あ る が、 一例 だ け挙 げ て お く 。 「有 は た だ、 そ のつ ど そ の つ

ど、 あ れ や こ れ の 歴運的刻印の 内 に の み あ る （Es gibt） 。 即ち く ピ ュ シ ス ＞、 く ロ ゴ ス ＞、 くへ ン〉、

くイ デ ア＞、 くエ ネ ル ゲ イ ア＞、 実体性、 客観性、 主観性、 意志、 力 へ の 意志、 意志へ の 意志」 （ID,

S .58） 。

『ア ナ ク シ マ ン ド ロ ス の簾言』 (1946年） で は、 こ の よ う な脱去が 「迷L 、」 と 呼ば れ て い る 。 「迷い

が な け れ ば、 歴運か ら 歴運へ の 関 わ り 合 い は な く 、 歴史 は な い だ ろ う 。 ［…］ 有の エ ポ ケ ー は 、 有 そ

れ自身 に属 し て い る 」 （HW, S.333 ） 。 そ し て『プ レ ー メ ン講演』 で は 「迷 L、」 が 危 険性 の 地待 と 関

係づ け ら れ て い た こ と を思 い返すな ら 、 危険が極ま っ て逆 に 「転回」 が性起 し た あ と に は 、 「迷 い 」

も ま た な く な り 、 「脱去」 や 「自制」 も 消失 し て 、 つ ま り は有の 「エ ポ ッ ク 」 的 な 歴 史 が 終罵す る と

考え る こ と がで き る の で は な い か。 そ し て も し そ う な ら 、 今ま で は歴史 の 暗部 に査め ら れ て い た 「自

然」 も ま た そ の 「自性」 を取 り 戻 し、 我 々 は歴史を超え た不変性 の 中 で、 一点の襲 り も な い 「大地」

と 「天空」 と を救 い ・ 迎え入れ ・ い た わ る こ と が で き る の で は な い か。

し か し 、 結論を 急 い で は な ら な い。 先の 「 プ ロ ト コ ル」 に よ れ ば、 「性起の 内 へ の 思 索 の 現入」 に

よ っ て も 、 「覆蔵」 や 「脱去」 が な く な る わ け で は な く 、 形而上学 に 於い て は 「有 の 忘却」 と い う 形

で特徴づ け ら れ て い た 「脱去」 が、 今や 「覆蔵そ れ自身 の次元」 と し て自 ら を示 し 、 こ の 「覆蔵」 自

身 は も は や自 ら を覆蔵せず、 む し ろ 思索 の 注意を惹くの だ と い う 。 そ し て こ の よ う な 「性起 に固有な

仕方の 覆蔵」 が、 「脱性起 （Enteignis） 」 と 呼 ばれ る 。 そ れ ゆ え 「性起 の 没歴運性」 は 、 性起 に 「動

性」 が欠け て い る こ と を意味す る の で は な い。 た だ 「性起 に 最 も 固有な 仕方の 動性」 が 「思索す べ き

も の」 と し て思索 に 示 さ れ る と 、 「性起の 内 に現入す る 思索 に と っ て は、 有の歴史 は 思 索す べ き も の

と し て は終わ っ て い る 」 と い う だ け な の で あ る （SD, S.44） 。

そ れ ゆ え に こ そ 69年の 『ル ・ ト ー ル で のゼ ミ ナ ー ル』 で も 、 「性起 に於い て は、 有 の 歴史 が そ の 終

罵 に到達 し た と い う よ り も 、 今や有の歴史 と し て現出す る 。 性起の 歴史的 な エ ポ ッ ク は 存在 し な い」

(VS, S . 105） と 述べ ら れ る の で あ る 。 「有の忘却」 を伴 う よ う な 「脱去」 「自制」、 そ の意味 で の 「 エ
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ポ ケ ー」 が抜 け 落 ち 、 「エ ポ ッ ク 的」 な 「有の 歴史」 が終意を迎え よ う と も 、 「脱性起」 に 由 来す る 固

有の 「動性」 は、 や は り 存続す る 。 そ れ こ そ が、 30年代 に 多 く 語 ら れ て い た 「別 の 歴史」 で は な い だ

ろ う か。 そ し て 言 う な れ ば そ れ こ そ が、 「性起」 の 観点か ら 見 ら れ た 「第一 の 始源」 の 歴史 を も 含 め

て、 「有の歴史」 と し て の 「有の歴史」 で は な い だ ろ う か。

いずれ に せ よ 、 遣 わ さ れ る も の は遣わす も の で は な L 、。 遣わ す も の の非歴史性 ・ 没歴運性 は 、 遣 わ

さ れ る も の の非歴史性 ・ 没歴運性を保証 し は し な L 、。 そ し て 「死す べ き 者 た ち 」 一一一そ れ は 「人間」

で あ る 一ーや 「神 的 な 者 た ち 」 一一神 で さ え 「ー箇 の 有 る も の 」 で あ る と 言 わ れ た ーー と 並 ん で 、

「大地」 や 「天空」 を 「遣わ す も の」 そ れ自身 と み な す こ と は、 ど う や ら 困難 な よ う で あ る 。

第六章：批判一一「自然」 は自ずか ら立ち現れう る か？

「性起」 と 「有の歴史」 に つ い て の 問題構制 を念頭 に置き つ つ、 我 々 の 問題 に 帰 る こ と に し よ う 。

40年代以降 の ハ イ デ ッ ガ ー に於 け る 「自然」 は、 自ずか ら 立 ち現れ る も の た り え て い る だ ろ う か。 ま

ず 「摂ー立」 に於け る 自然 が最初か ら 問題 に な り え な い こ と は、 明 ら か だ ろ う 。 そ れ は 20年代後半 に

考察 さ れ た 「自然」 の三つ の意味 の 内 の一つ、 く道具 と 共 に 出 会 わ れ ・ そ れ自身道具的 に 発見 さ れ る

自然〉の 変 形 に 他 な ら な い。 し か し 、 用 象 と し て用 立て ら れ ・ 用立て の 連鎖の 中 で し か現 れ な い

「自然」 は、 真 に 「自ず か ら 」 立 ち 現れ る 自然で は な い。

そ れで は 「四方」 の 内 の 「大地」 と 「天空」 は、 ど う だ ろ う か。 大地 も 天空 も 、 「 四 者」 の ー っ と

し て、 「世界」 を成 し て い る 。 20年代後半で あ れ ば、 超越論的地平 と し て の 世界 の 下 に 置 か れ た 内 世

界的 な 有 る も の と し て の そ の よ う な 自然 は 、 立 ち 現れ さ せ ら れ る も の で は あ っ て も 、 決 し て 「自ずか

ら 」 立 ち 現れ る も の で は な い と い う 結論が、 簡 単 に 引 き 出 せ た だ ろ う 。 し か し 明 ら か に 「超越論的哲

学」 の 構想 は、 遅 く と も 30年代半 ば に は放棄 さ れて い る し 、 40年代以 降 の 「四方」 に 於い て は 四者の

各 々 が ど の よ う に し て か は分か ら な い が一一 「自性化」 さ れ る と さ れ て い る 。 そ こ で ま ず我 々 と

し て は、 後期ハ イ デ ッ ガ ー に於い て 、 「世界」 そ れ自身が自ずか ら 立 ち 現れ う る の か 否 か を 検 討 す る

こ と か ら 始 め る こ と に し よ う 。 も し 世界が自ずか ら 立 ち現れ る （世界す る ） こ と が で き な い な ら 、 そ

の 下 に あ る 「大地」 や 「天空」 が自ずか ら 立 ち 現れえ な く な る こ と は、 理の必然な の だ か ら 。

と こ ろ で、 第二章で我 々 は、 「四方」 は特に詩的な 「言葉」 と 「住む こ と 」 と に 関 係 づ け ら れ て い

る こ と を見た。 「言葉」 の 問題か ら 取 り 上 げ る な ら 、 「詩人 は言 う こ と の 内 に 世界 を 集摂 し 、 そ の語 は

穏や か で 控え 目 な 輝 き 現れ に 留 ま り 、 そ の輝 き 現れ の う ち で世界は 、 あ た か も 初 め て 観取 さ れ る か

の よ う に 現 出 す る 」 （GA13 , S . 143 ） と 述 べ ら れ て い る 。 世界の 現 出 は 、 言 葉 に 依存 し て い る の だ ろ

う か。 「世界は言葉が あ る と こ ろ に の み、 即ち 有の理解があ る と こ ろ に の み、 あ る （es gibt） 」 （VS,

S .60） 。

「言葉」 は こ の よ う に、 「有の理解」 と 等置 さ れ て い る 。 「言葉 は 有 の 理解 と 同 一 で あ る 」 （ZS,

S .277） 。 そ れ ど こ ろ か 「有 は 始源的 に は語の 内へ と 与え ら れ る 」 （GA54 , S . 1 13） の で あ り 、 そ れ が

有名 な 「有の 家」 と し て の 「言葉」 の 定義の意味であ る 。 「有 る と 言え る 各 々 の も の の 有 は 、 語 の 内

に 住 む。 そ れ ゆ え に 次 の 命題 が妥当 す る 。 即 ち 、 言葉 は有の家で あ る 」 (US, S . 166） 。 し か し 、 有 が
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語 の 内 に 与 え ら れ る と は、 ど う い う こ と か。 「与え る も の」 は 「語」 でわ り 、 「語が与え る 」 の が 「有」

で あ る 九で は 「与え る 」 と は、 こ の場合、 何を意味 し て い る の か。 「語 は ［…］ そ の本質 に従 っ て 、

有を命名 し つ つ現 出 せ し め る こ と で あ る 」 （GA54 , S.165） 。 「与え る 」 は現象学的 に は、 「現 出 せ し め

る こ と 」 を意味す る 。 Geben の 内 に含意 さ れ て い る こ と を我 々 が前章で見た 「遣わ す こ と 」 や 「届 け

る こ と 」 の現象学的意味が、 「現出 せ し め る こ と 」 の 内 に 存す る こ と も 、 こ こ か ら 予想 さ れ る だ ろ う 。

言葉 は 有 を 現 出 せ し め る こ と に よ っ て、 有を与え る 。 従 っ て 「物」 も ま た 、 「言葉」 な く し て は

「有 り 」 え な い こ と に な ろ う 。 「語の 欠 け て い る と こ ろ 、 物は有 ら な L 、」 （US, S.163 -5 ,  167,  191 ,  etc. ）。

「名 前 の 無 い も の は、 存在 し な い」 （GL, S.46） 。 「泉」 へ行 き 「森」 を通 る と き で さ え、 我 々 は 常 に

「《泉》 と い う 語」 「《森》 と い う 語」 を、 既 に 通過 し て い る の だ と い う （HW, S.3 06） 。 「《物 そ れ

自身》 も ま た ［…］ そ の つ ど詩作 さ れ る 」 （GA52 , S.40） の で あ る 。 と き と し て 主張 さ れ る 、 他 の 諸

芸術 に 対す る 「詩作」 の優位 も 、 こ の 観点か ら 理解 さ れ な け れ ば な ら な い。 円、か に し て ［ … ］ そ の

つ ど或 る 神殿や或 る 立像が、 語 な し に、 そ れ ら が そ れ で あ る と こ ろ の も の と し て現 に 立 つ な ど と い う

こ と が あ ろ う か。 ［…］ こ れ ら の 《作品〉は、 語 と い う 、 即 ち 本質的 な 言 う 語 と い う 媒体 の 内 に の み、

言の、 〈 ミ ュ ト ス》の境域の 内 に の み、 有 る 。 ／ そ れ ゆ え に 、 こ こ で は詩作 と 思索が優位を 有 し て い

る の で あ る 」 （GA54 , S.172- 3 ） 。「芸術 と 空間』 の末部で語 ら れ て い る よ う に 、 「 有 の非覆蔵性 と し

て の真性 は、 必ず し も 物体化 に は 指定 さ れ て い な L 、」 （GA13 , S.210） の で あ り 、 「 フ ルー ト 演奏」 で

さ え 、 「語の圏域」 の 内 に住みつ い て い な い な ら 、 「無 に留 ま る 」 の だ と い う （GA55 , S.82- 3 ） 。 「住

む こ と 」 に 関 し て 言 う な ら 、 「或 る 住む こ と が非詩的で あ り う る の は、 住む こ と が 本 質 に 於 い て 詩 的

だか ら と い う こ と で の み」 （VA, S.197） な の で あ り 、 し か も 「詩人の 詩作 し つ つ 住 む こ と が 、 人 間

の 詩 的 な 住 む こ と に 先行す る 」 （EHD, S.91） の で あ る 。

「大地」 や 「天空」 は 「世界」 の 内 に あ り 、 「世界」 は 「有」 や 「物」 と 共 に、 「言葉」 な し に は現

れ え な い。 そ こ か ら 我 々 が、 く言葉 は人間の語 る も の な の だか ら 、 世界は主観化 さ れ、 自然 は自ずか

ら 立 ち 現れ る こ と がで き な い＞ と 結論す る な ら 、 我 々 は性急 の誹 り を免れ え ま い。 なぜな ら 我 々

自身 は納得 し て い る わ け で は な い の だが一一ハ イ デ ッ ガー に よ れ ば、 「言葉が語 る の で あ っ て 、 人 聞

が語 る の で は な L 、。 人聞 は た だ、 言葉 に 呼応す る 限 り に於 い て の み、 語 る 」 (GA79 , S.168- 9 ） の だ

か ら で あ る 。

し か し 、 そ れ で も 確か な こ と が あ る 。 そ れ は、 言葉 は歴史的な も の だ と い う こ と で あ る 。 「我 々 の

言葉 は歴史的 に 語 る 。 ［…］ 人聞 は た だ、 歴運的 に 言葉 に 呼応す る こ と に よ っ て の み、 語 る 」 （SG, S. 

161） 。 「〈有》 と い う 語」 で さ え、 あ る い は こ れ こ そ が、 「そ の つ ど た だ歴史的 に の み語 る 」 （SG, S. 

176） の で あ る 。 「言葉 そ の も の （die Sprache） は存在 し な い。 一層慎重 に 言 う な ら 、 普遍的 に 理 解 可

能で、 唯一拘束的 な 世界言葉 と い う 意味で の言葉は、 未だ存在 し な L 、」 （DE, S.87） 。 ハ イ デ ッ ガ ー

は こ の よ う な 「世界言葉」 の到来を、 待望 し て い る の だ ろ う か。 だ が そ れ で は、 「 そ の つ ど 或 る 故 郷

の 言葉で あ る 」 （DE, S. 88） と い う 言葉の本質を無視 し て、 む し ろ 「 イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ ン」 と い う

「摂ー立の言葉」 (US, S.263） を称揚す る こ と に な っ て し ま お う 。

し か し 言葉が歴史的な も の で あ り 、 故郷的な も の だ と い う こ と は、 言葉が相対的 に変化す る と い う
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こ と で あ る 。 或 る 日 本人 と の 対話の 中 で、 ハ イ デ ッ ガ ー は こ う 述べ て い る 。 「 も し 人 聞 が 、 そ の 言 葉

に よ っ て、 有の語 り 掛 け の 内 に住ん で い る の で あ れ ば、 そ れ な ら ば我 々 ヨ ー ロ ッ パ人 は 、 恐 ら く 東 ア

ジ ア の人間 と は全 く 別 の 或 る 家の 内 に 住ん で い る 」、 「東 ア ジ ア の諸民族 と ヨー ロ ッ パの諸民族 と に と っ

て、 言葉本質 は 全 く 別 の も の に 留 ま る 」 （US, S.90 , 1 13 ） 。 同 じ西洋の 言葉で さ え、 一枚岩で は な い 。

57年の 『形而上学の 有ー神ー論的体制』 で は 「困難 は言葉の 内 に あ る 。 我 々 の西洋的諸言葉 は 、 そ の

つ ど異な る 仕方で、 形而上学的思惟の言葉 で あ る 」 （ID, S.66） と 述べ て い た ハ イ デ ッ ガ ー が、 73 年

の 『ル ・ ト ー ル で のゼ ミ ナ ー ル』 で は、 「形而上学的 な 言葉が表現の変更な し に非形而上学 的 な 言葉

に な り う る 可能性」 （VS, S.88） に つ い て語 っ て い る の で あ る 。 「彼 ［ ハ イ デ ッ ガ ー ］ は へル ダ ー リ

ン に よ っ て、 新語を 造 出 す る こ と が い か に 無益で あ る かを理解 し た」（VS, S.89） 。 し か し そ の こ と

は、 「言葉そ の も の 」 は 存在 し な い と い う こ と を、 確証す る だ け で あ る 。

言葉が相対的 に変化す る と い う こ と は、 言葉 に よ っ て 与え ら れ、 現 出 へ と も た ら さ れ る 有が、 相対

的 に変化す る と い う こ と で あ る 。 こ の よ う な 考 え か ら は、 有自身 と し て の 世界の 下 に あ る 大地や天空

も ま た 言葉次第で変化す る 、 つ ま り そ れ ら の現出 の仕方は言葉 に 依存す る と い う こ と に な り 、 つ ま り

は そ れ ら が 「自ず か ら 」 立 ち 現れ る の で は な い と い う こ と に な っ て し ま お う 。

前章で途 中 ま で行 っ た 議論 に 立 ち 返 る な ら 、 性起 に よ っ て そ の つ ど歴史的 ・ 歴運的 に 遣わ さ れ る も

の は、 遣わ す こ と が 「与え る 」 こ と で あ り 、 与え る こ と が 「現 出 せ し め る 」 こ と で あ る 限 り 、 決 し て

自ずか ら 立 ち 現れ る こ と は で き な い。 性起 そ れ自身は 「遣わ す も の」 と し て 、 「非歴史的」 「没歴運的」

な の で あ ろ う と も 、 性起 に よ っ て 遣わ さ れ た も の は、 有で あ れ世界で あ れ、 性起 に よ っ て歴史 的 ・ 歴

運 的 に 現 出 せ し め ら れ た も の に 過 ぎ な い。

そ れ と も 「 プ レ ー メ ン講演』 の 『危険』 の 中 で示唆 さ れて い た よ う に、 「世界」 を 「有自身」 と み

な す こ と さ え便宜上の こ と に 過 ぎず、 も し か し て 「世界」 こ そ が 「性起」 な の だ ろ う か。 そ の場合 に

は今度 は、 遣 わす も の と し て の 「世界」 の み が自ずか ら 立 ち 現れ る と 仮定 し た 上で、 我 々 は ま ず 「世

界」 と 「四者」 の区別 を 思惟 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 前章末部で も 述べ た よ う に 、 「大地」 「天空J

「死す べ き 者た ち 」 「神 的 な 者 た ち 」 の 四者を 「遣わす も の」 と み な す の は、 困難な こ と な の で あ る 。

次 に 我 々 は、 「世界」 と 「物」 と の 「相ー違」17 を 強調 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 そ し て 『 プ レ ー メ

ン講演』 の 『物』 の末部で 「物」 の 実例 と し て 提示 さ れ て い る も の の 中 か ら 、 は た し て 「樹木」 や

「池」 や 「小Jll」 や 「山」 （GA79, S.21） が自然で は な い の か ど う か を 、 熟慮 し な け れ ば な ら な い だ

ろ う 。

反対 に、 自ずか ら な る 立 ち 現れ を阻止 し て い る の は、 ひょ っ と し て言葉や言葉 の も つ 歴史性 の 方 で

は な い だ ろ う か。 なぜな ら 言葉 は一一詩作の言葉 で あ れ哲学の言葉で あ れ 目 立た ぬ も の を こ と さ

ら に現 出 せ し め よ う と す る こ と に よ っ て、 も し く は 目 立 た ぬ も の か ら 離れ る こ と に よ っ て、 歴史的 に

相対的 な 現 出 を生起せ し め る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 例 え ばハ イ デ ッ ガ ー に と っ て 、 「西洋 と 西洋

の 歴史 と で あ る も の の本質」 を規定す る の は 「哲学」 な の だが （GA68 , S. 9. Vgl. GA55 , S.3 ） 一一

ち な み に西洋哲学以外 の 「哲学」は、 存在 し な い と さ れ て い る （Vgl. GA68, S .9 ,  GA55 , S.3 , WD, 

S . 13 6 , WP, S.7） ーーそ の哲学 に つ い て は、 次の よ う に 言 わ れ て い る 。 「有 る も の の 有 に 呼 応 す る こ
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と が、 哲学で あ る 。 し か し哲学は、 呼応す る こ と が こ と さ ら に自 ら を遂行 し 、 そ の こ と に よ っ て自 ら

を展開 し 、 こ の 展 開 を仕上 げ る 場合 に 初 め て、 そ し て そ の場合 に の み、 そ の よ う な 呼応す る こ と な の

で あ る 。 ［…］ ピ ロ ソ ピ ア は、 こ と さ ら に遂行 さ れ た 呼応す る こ と で あ る 」 （WP, S .23 ） 。 そ し て 詩

作 に つ い て も 、 こ う 述べ ら れ て い る 。 「真の 高い詩作は、 常 に た だ次 の 一つ の こ と の み を 全 う す る 。

即 ち 、 そ れ は 目 立 た ぬ も の （das Unscheinbare） を輝 き 現 れ る こ と （Scheinen） に も た ら す 。 ［ … ］

た だ し 目 立た ぬ も の が輝 き 現れ る こ と へ と 至 り 、 我 々 の ま な ざ し の 前 に 来 る の は、 我 々 が そ れ か ら 後

退 し、 我 々 が そ れ に 十分遠 く あ る 場合の み で あ る 」 （DE, S .73 ） 。 「 目 立 た ぬ も の の 現象学」 （VS,

S . 13 7） を標梼 し 、 「性起 は 目 立 た ぬ も の の う ち で最 も 目 立 た ぬ も の で あ る 」 （US, S .259） と 主 張す

る ハ イ デ ッ ガ ー に と っ て、 し か し 、 「 ピ ュ シ ス」 も ま た 「 目 立た ぬ も の」 （GA55 , S . 142） で あ る 。 け

れ ど も ピ ュ シ ス は 「見 え な い も の」 で は な く 、 反対 に そ れ は、 た と え 「決 し て こ と さ ら に は観取 さ れ

な い も の」 で あ っ た と し て も 、 そ れ で も ま さ し く 「始源的 に 見 ら れ た も の」 で あ り （GA55, S . 143 ） 、

「 目 立 た ぬ 輝 き 現れ」 （GA55 , S . 144） な の で あ る 。 た し か に講義 『根拠律』 の 中 で は、 ハ イ デ ッ ガ ー

は 「見 る こ と 」 よ り も 「 こ と さ ら に 観ー取す る こ と 」 の方を重ん じ て い る よ う に 見 え は す る 。 「 何 か

を見 る こ と と 、 見 ら れ た も の を こ と さ ら に観ー取す る こ と と は、 等 し き も の で は な い。 観ー取す る こ

と と は こ こ で は、 見 ら れ た も の の方か ら 本来的に、 即ち そ の最 も 自性的な も の と し て、 我 々 を 眺 め る

も の の 内 へ と 、 観入す る こ と を意味す る 。 我 々 は多 く を見、 僅か し か観取 し な い 」 （SG, S.85） 。 し

か し、 3 0年代の ハ イ デ ッ ガ ー に於 け る 「大地」 の現れ の 問 題 に 関 し で も 我 々 が指摘 し た よ う に 、 こ と

さ ら な る 現れ は、 こ と さ ら な ら ざ る 現れを前提 し 、 こ れ に 取 っ て代わ る こ と は で き な い と い う の が、

道理で は な い の か。

同 じ『根拠律』 で は 、 「蓄積は何故無 し に 有 る 、 そ れ は咲 く が故 に 咲 く 」 （SG, S .68） と い う シ レ

ジ ウ ス の 詩句に 寄せ て 、 「何故」 「無 し に」 と い う こ と は、 「根拠へ の 関係」 無 し に と い う こ と で は な

い が、 し か し蓄積 は 「問 い ・ 根拠 を こ と さ ら に 表象す る よ う な 、 根拠へ の 関係」 無 し に留 ま っ て い る 、

と 述べ ら れて い る （SG, S. 78- 9 ） 。 蓄積の 「咲 く こ と 」 は、 「単純な 自ずーか ら ー立 ち 現 れ る こ と 」

(SG, S . 73 ） な の で あ る 。 と こ ろ で、 こ の 同 じ 講義 に よ れ ば、 「｛何故》無 し に 」 と 言 わ れ る の は

「遊戯」 （SG, S . 188） で あ り 、 他の テ ク ス ト に よ れ ば、 「遊戯」 と 呼 ばれ る の は 「 ピ ュ シ ス 」 （GA55 ,

s. 25 ,  13 9） で あ る 。 だ と す れ ば、 こ と さ ら な る 現れ に 先立 ち 、 こ れが前提 す る 自ず か ら な る 目 立 た

ぬ 立 ち 現れ こ そ が、 ピ ュ シ ス な の で は な い だ ろ う か。

「我 々 は 至 る 所 か ら 絶 え 間 な く 、 本来我 々 が既 に 居 る 所 へ 帰還 し な け れ ば な ら な い 」 （GA77 ,

S. 176,  180） と ハ イ デ ッ ガ ー は言 う 。 なぜ我 々 は、 「本来我 々 が既 に居 る 所」 に 婦 ら な け れ ば な ら な

い の だ ろ う か。 な ぜな ら 「我 々 は ま だ本来我 々 が既 に居 る 所 に 十分滞在 し て い な い 」 （ID, S .21） か

ら で あ り 、 既 に 見た よ う に 、 「死すべ き 者た ち 」 は 「住む こ と を初 め て 学 ば な け れ ば な ら な L 、」 （VA,

S . 156） か ら で あ る 。 し か し 、 そ れ で も 我 々 が帰 る の は、 「本来我 々 が既 に 居 る 所」 な の で あ る 。 そ

れ で は も と も と 我 々 の居 る 所 と 、 帰還 し て 住 ま な け れ ば な ら な い所 と の 聞 に、 ど の よ う な 相違 が あ る

の だ ろ う か。 「我 々 は決 し て、 会域の 外 に は居な い。 ［…］ そ し て そ れで も 再 び我 々 は、 ま だ会域 と し

て の 会域そ れ自身 に 自 ら を放 ち 入れ て し ま っ て い る の で は な い 限 り に 於 い て 、 会域の 内 に は居な L 、」
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(GA77,  S . 121）九会域 と し て の 会域 に自 ら を放 ち 入れ る と は、 既 に そ こ に 居 る 会 域 を こ と さ ら に 見

出す こ と で な く て、 何だ ろ う か。 そ し て「言葉への本質』 は 「道」 に つ い て 、 こ う 述 べ て い る 。 「 そ

れ ［＝道］ は た だ我 々 を、 我 々 が既 に居 る 所へ導 く だ け で あ る 。 ［…］ 我 々 は 、 我 々 の 本質 に 関 ーわ

る も の に 自 ら は ま だ こ と さ ら に 到達 し て い な い 限 り で、 同時 に 我 々 がそ こ に居な い と い う 仕方で、 我々

が既に居 る 所 に 居 る 」 (US, S . 199） 。

こ と さ ら な る も の は、 こ と さ ら な ら ざ る も の を前提 し 、 そ こ へ立 ち 返 っ た か ら と い っ て、 本来何の

変化が あ る わ け で も な L 、。 そ れ で も こ と さ ら な る も の は、 時 と し て こ と さ ら な ら ざ る も の を覆い隠す。

し か し そ の よ う な 覆 い 隠 し で さ え、 こ と さ ら な ら ざ る も の の自ずか ら な る 立 ち現れを前提 し な ければ、

覆 い 隠 し と し て 気づ か れ る こ と さ え な い だ ろ う 。

そ し て 我 々 が も と も と 居 る よ う な場所 に は、 「物」 も ま た見 出 さ れ る の で は な い か。 我 々 は ハ イ デ ッ

ガ ー の 次の 言葉 を 引 く こ と に よ っ て、 本稿を閉 じ る こ と に し よ う 。 「必要 と な る の は 、 む し ろ 哲学 か

ら の遡行で あ る 。 そ れ は、 明 け 聞 け と い う 名 で最初 に 告示 さ れ た 境域 の 内 へ の 現入 な の だ が、 そ の 境

域の 内 に、 我 々 人聞 は立て続 け に 既 に 滞在 し て い る 。 し か し こ の境域の 内 に は、 そ れ な り の 仕方で、

物 も ま た逗留 し て い る の で あ る 」 （FB, S . 19-20） 。

註
I 「 ハイ デ ッ ガー に於 け る 自 然 の 問題（1ト一一1920年代の 場合」 『愛知県立芸術 大学紀要』 No .29参照。 そ の続編 「 ハ イ デ ッ ガ ー に

於 け る 自 然 の 問題（2ト－30年代の 『世界 と 大地の 闘 い』」 は、 大部の た め未刊。 な お、 今回利用 し た ハ イ デ ッ ガ ー の著作の う ち、

Vittorio Klostermann社か ら 公刊 中 の 全集 はGA と 略記 し 、 直後 に ア ラ ビア数字で巻数を 示す。 全集版以外 で 用 い た 著 作 の 略

号は、 以下の通 り 。

(DE) : Denker！αhrungen, Vittorio Klostermann, 1983 

(EHD) : Erlauterungen zu Holderlins Dichtung, Vittorio K lostermann, 19815 

(FB）・Zur Frage nach der Bestimmung der Sαche des Denkens, Erker, 1984 

(GL) : Ge／，αssenheit, Neske, 1979' 

(HW) : Holzwege, Vittorio Klostermann, 1980' 

(ID) : Identitat und Differenz, Neske, 1982' 

(NII) : Nietzsch沼II, Neske, 1961 • 
(SD) : Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer, 1976' 

(SG) : Der Satz vom Grund, Neske, 19785 

(US) : Unterwegs zur Sprache, Neske, 1982' 

(VA〕：Vortr，α：ge und Aufsαtze, Neske, 1978' 

(VS) : Vier Seminαre, Vittorio Klostermann, 1977 

(WD) : Was heisst Denken ?, Max Niemeyer, 1971 

(WM) : Wegmarken, Vittorio Klostermann, 1978' 

(WP) : W，出向t das- d日Philosophie ?, Neske, 19817 

(ZS) : Zollikoner Seminαre, Vittorio Klostermann, 1994 2 
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’ 「第一の 始源」 「別 の 始源」 と い う 表現 に 関 し て は、 少な く と も 44年の テ ク ス ト （GA75, S.336） ま で は 鎮繁に 用 い ら れ て い る。

VgL GA49, S.189, GA51,  S.88, 92, GA68, S.34, N II, S.471,  473, GA50, S.8, GA52, S.49, 101 ,  GA54, S.1 13-4,  202, 207, 

249. 「主導的 聞い」 「根本の 聞い」 と い う 表現は、 38/39,41年に書かれ た テ ク ス ト （GA68, S.56） の 中 に 見 ら れ る が 、 そ れ以 外

で筆者が気づ き え た の は、 52年の 「主 導的 聞い」 （WD, S.135） の箇所の み で あ る 。

S こ れ も 筆者の気づき え た 限り での 話 と な る が、 38/9,41年の テ ク ス ト に 「世界 と 大地、 闘い」 （GA68, S.47） と い う 表現 が 見 ら

れ、 ま た41年の 或る テ ク ス ト 中 の 「闘 い の 法則 （Das Streitgesetz）」 と 題 さ れた部分で、 「大地」 と 「世界 」の 関係 が 詩 的 に 述

べ ら れ て い る だ け で あ る （DE, S.26） 。

. 「瓶」 に つ い て は、 『野の道の対話』 （GA77, S.126-38） を参照。 44/ 5 年の こ の テ ク ス ト は、 既 に 「空 」 （S.130） や 「 大地」

「天空」 （S.135・6 ） に つ い て 語 り 、 「無用 の用 （die Notwendigkeit des Unnotigen） 」 （S.237- 9 ） を 説 い て 、 「 荘 子』 雑篇第 二

十六外物 篤か ら 引用 し て い る （S.239） 。 ち な み に 「近 さ 」 と 「 遠さ 」 の主題が顕著に な っ て く る の も 、 こ の テ ク ス ト か ら で あ る

(S.30, 37, 226 etc. VgL GL, S.66） 。 な お、 そ れ以前では、 43年に書かれた 或る テ ク ス ト （GA75, S.43） が、 『 老 子』 上 篇第

十一 章を 引用 し て い る 。

' 「四方」 に 関 し て は、 以下の九つ の テ ク ス ト を 参照。 『有 る と 言え る も の の 内への 観 入』 （GA79, S.12-3, 17-20,  46-8, 57, 74, 

77） 、 『物』 （VA. S.166, 170, 172- 3 ） 、 『言葉』 （US. S.22-4, 28- 9 ） 、 『建て る 、 住ま う 、 思 索す る 』 （VA. S.144-8, 151- 4 ） 、

『有の 聞いへ」 （WM, S.405） 、 『言葉の本質』 （US. S.211 ,  214- 6 ） 、 『 へル ダ ー リ ン の大地 と 天空』 （EHD, S.153） 、 『言 葉 と 故

郷』 （DE, S.1 10,  1 1 2） 、 『時 と 有』 （SD, S.45） 。 周知の よ う に 「 有」 と い う 表記を用 い た 『有の 問 い へ』 （WM, S.379, 405・6,

408-10 ,  416,  418） に お い て は、 「 ×」 は 「四方の 四つの方 面」 を指 し 示す と 述 べ ら れて い る （S.405） 。 なお、 「方 面 （Gegend）」

と い う 言葉 は 至る 所で用 い ら れ て い る が、 例え ばGA75, S.43, GA55, S.325, GA77, S.1 12 ,  GL, S.38, WM, S.405, US, S.1 79, 

181, GA13, S.207- 8 等を 参照。 ま た 「四方」 や 「方 面」 と 関係 の深い 「会域 （Gegnet） 」 と い う 表現 に 関 し て は、 『野の道 の 対

話』 （pa田im） 『 放下の所在究明。 思 惟に つ い て の野の道の対話 よ り 』 （pa田im） 「芸術 と 空間』 （GA13, S.207） 等を参照。

‘ 『言葉』 は 「物成す る 世界」 「世界す る 物」 （US, S.26） 、 「物 ・世界」 「世界 ー物」 （S.28） と い っ た表現を用 い 、 ま た 世 界 と 物

と の 関 係 を 「相 ー途 （Unter・Schied） 」 （S.25ff.） と い う 言葉で言い表 し て い る 。

7 周知の よ う に 「作為」 は30年代ハ イ デ ッ ガー の キ ー タ ー ム の一つ だ っ たが、 41年の 或る テ ク ス ト に は、 「作為 （痕ー立） 」 （N II,

S.471） と い う 表現が見 ら れ る 。 恐ら く 事柄的 に は 「作為」 と 「 摂ー立」 は 同 じ も の を指 し て い た の だ ろう が、 し か し 「作為」

に は人間 的行為と い う ニ ュ ア ン ス がつ き ま と う の で、 40年代以 降の ハ イ デ ッ ガ ー は 、 む し ろ主 と し て 「 摂ー立」 の 方 を 用 い る

よ う に な っ た の で は な い か と 推測さ れ る 。 「技術の本質は、 単に人間的な作為な の で は な い」 （WD, S.155） 。

. 「 摂ー立」 に つ い て は、 「四方」 よ り は る か に 多 〈の テ ク ス ト で言及 さ れて い る 。 克穫 と し も 多 い と は思 う が、 筆者の 気 づ き え

た 箇所 と し て は、 以下の諸テ ク ス ト を参照。 『形而上学 と し て の有の 歴 史への諸企役』 （N II , S.4 71） 、 『有 る と 言え る も の の 内

へ の 観 入』 (GA79, S.32-5, 37-47, 5 1 -55, 57, 60-3, 65-6, 68-9, 71 -2 ,  74・ 7 ） 、 『物』 （VA, S.177） 、 『技術への 関L 、』 （VA, S. 

23・37） 、 『学 と 省察』 （VA, S.57） 、 『有の 聞いへ』 （WM, S.395） 、 『思 惟の根本諸命題』 (GA79, S.124・5, 127） 、 『同一 報』 （ID,

S.23-5, 29） 、 『 へル ダー リ ン の大地 と 天空』 （EHD, S.153） 、 『言葉への道』 （US. S.263） 、 「仕事場か ら の手記』 （DE, S.85） 、

「時 と 有』 （SD, S.35, 57） 、 『 滞在』 （GA75, S.219） 、 『 メダル ト ・ ポ ス と の対話』 （ZS, S.224） 、 『 メダ ル ト ・ ボ ス 宛 て の 書簡よ

り 』 （ZS, S.353） 、 『ル ・ ト ー ル で の ゼ ミ ナ ー ル』 （VS, S.104・5, 107） 、 『 ツ ェ ー リ ン ゲ ン で の ゼ ミ ナ ー ル』 （VS. S.126, 1 29・30,

132） 。

’ 「有そ れ 自 身 （Sein鴎lbst） 」 と 「有 自 身 （Sein selber）」 と の 関係 に つ い て は、 46- 8 年の 『ニ ヒ リ ズ ム の本質』 の な か の 以 下

の 言葉 を 重量 照 さ れ た い。 「以下の論 孜 に 於 い て 《有そ れ 自 身 に つ い て ｝の話は、 つ ね に有 と し て の 有 を 言っ て い る 。 有 そ れ 自身、

即 ち 、 1 . 有 と し て の 有 （『有 と 時J に 於 い て ｛時 ｝ と し て思 惟さ れた有、 現前す る こ と 、 現在、 時遊空 、 性 起と し て の 有 〕。

2 . 有 自 身 （同 じ も の 、 同一性、 同一性の本質、 性 起） 」 (GA67, S.177） 。 こ の 箇所 と 『 プ レ ー メン 講演』 と を考 え 併 せ る な ら 、

「有そ れ 自 身」 は広義 に は 「有 と し て の 有」 （有の真性） と 「有 自 身」 （「 摂ー立」 「世界」 … の よ う に、 相 違し つ つ も 「 同 じ も の」

と し て 歴逮的 に 性 起す る 有） の 両方を、 狭義 に は前者の みを意味し て い る と い う こ と に な る 。

10「 迷い」 の 速い源は、 30年の 「真性の本質 に つ いて』 （WM, S.193ff. ） に ま で 遡る で あ ろう が、 近い所では、 例 え ば ［ 第 五 章

で も 見 る よ う に J 46年の 『ア ナ ク シ マ ン ド ロ ス の 簸言J (HW, S.332・ 3 ） 等を参照。

- 24 -



ハイデアガーに於ける自然の 問題（3）～40 年代以降の 篠ー立 （ Ge Ste ll）と 四 方 （ Ge vie rt）～

II 57 年の諸テ ク ス ト は、 「 自 性 一性 起 （Er -eignis ）か ら の 摂ー立の 克服 （Verwindung ）」 （GA79, S. 125 ）、 「 自 性 一性 起か ら の 自

性 ー性 起の 内への 凝ー立の 克服」 （ID, S.25 ）に つ い て諮 っ て い る 。

12 Ereignis ［性 起］ も し く はEr-eignen ［ 自 性 ー性 起］ をer -iiugnen, er -iiugen ［見つ ける・ 服で知覚す る］ やerblicken ［：観取す る］、

er -blicken ［ 観ー取す る ］ と 関連づ ける 考え に つ い て は、 VA, S.95, GA79, S. 125, ID, S.24-5, U S, S.260等を 参照。

13 「芸術」 に つ い て の こ の よ う な 捉え 方 に、 わ れ わ れ は 若干の 疑念を 抱か ざる を え な L 、。 な ぜな ら 40 年代 の テ ク ス ト の 中 で は ハ

イ デ ッ ガー は、 「厳密な 西洋的 概念 に 於 ける 芸術は、 形而上学的芸術 と し て の み存在す る」 （GA53, S.30 ）と か、 「 い っ た い形而

上学的でな く て す む よ う な 芸術が、 そ も そ も 存在す るだ ろう か。 ［…］ 明 ら か に 存在 し な い。 ［…］ そ れ な ら ば 、 今 日 な お も 芸

術の よ う に 見え て い る も の は ［… ］本 当 は も は や芸術で は な Lリ （GA77, S. 188 ）と い っ た発言を、 繰り 返し て い る か ら で あ る 。

”42 年の講義 の 中 で、 ハ イ デ ッ ガー は 「非 歴 史的な も の （das Ungeschichi tliche ）」 と 「 没歴 史 的 な も の （das Geschichts lose〕 」

を 区別 し た上で、 「 没歴 史的 な の は 自 然で あ る 」 （GA53, S. 179 ）と 述 べて い る。

IS 「 ［…］ 第一の 始源 を ギ リ シ ア の 更新 と い う 意味で 反復 し、 今 日 に 移植す ると L寸、 不可能な こ と ［…］ 」 （GA54, S.249 ）。 「 問

題 な の は、 ソ ク ラ テ ス以前の思 索の 何ら か の ル ネ サ ン ス で は な い、 そ の よ う な 目 論見 は空 し く 、 矛盾し て い よ う 」 （WM, S.365 ）。

「そ も そ も 性 起に つ い て は、 も は や ギ リ シ ア 的 に は思 惟さ れな L 、」 （V S, S. 104 ）。 Vgl . GA55, S.68, DE, S. 147,  V S, S. 132. 

16 「語、 即 ち 与え る も の。 い っ た い 何を。 詩的経験 に 従う な ら 、 ま た思 索の 最古の 伝承に 従う な ら 、 語が 与え るの は、 有 で あ る 」

(U S. S. 193 ）。

口先の註 6 を 参照 0

18 「会域」 に 関 し て は、 先の 註 5 を 参照。
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