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は じ め に

1935年、 フ ラ イ ブル ク で の 講義 『形而上学入門』 の 中 で ハ イ デ ッ ガ ー は 、 「 自 然J を 意

味す る ギ リ シ ア 語 「 ピュ シ ス 」 に つ い て 、 こ う 語 っ て い る 。 「 と こ ろ で ピ ュ シ ス と い う 語

は、 何 を 言 っ て い る の だ ろ う か。 そ れ は、 自 ずか ら 立 ち 現れ る も の （例 え ばノ 〈ラが立 ち 現

れ る ［ ＝ 開花す る ］ こ と ） 、 自 ら を空け聞 き つ つ 展 開 す る こ と 、 こ の よ う な 展 開 の 内 で 現

出 の 内 に ー 歩み入 る こ と 、 そ し て こ の現 出 の 内 に 自 ら を保 っ て 留 ま り 続 け る こ と 、 手短 に

い え ば、 立 ち 現れ 一 滞在 し つ つ 統べ る こ と を言 う 。」 1

同 様 に 1936/7年 の 講義 『ニ ーチェ、 芸術 と し て の 力 へ の 意志」 の 中 で は、 こ う 述 べ ら れ

て い る 。 「 も ち ろ ん ピュ シ ス は ま だ プ ラ ト ン に と っ て、 そ し て と り わ け ギ リ シ ア 哲 学 の 第

一の始源 に 於 い て 、 ち ょ う どパ ラ が立ち現れ ［ ＝ 開花 し ］ 、 自 ず か ら 自 ら を 展 開 し つ つ 自

ら を示す ［ ＝ 現れ る ］ よ う に、 立 ち 現れ る こ と を謂 う 。 し か し 、 我 々 が 《 自 然〉 と 名 づ け

て い る も の、 風景や外な る 自 然 は 、 本質的 な 意味で の 自 然 ・ ピュ シ ス の 、 特定のー領野 に

過 ぎ な い。 本質的 な 意味 に よ れ ば、 ピュ シ ス と は 自 ずか ら 自 ら を 展 開 す る 現前者を意味 し

て い る 。 ピュ シ ス と は、 自 ずか ら 立 ち 現れ ・ そ の よ う に し て 統べて い る 現前性 と い う 意味

で の 有 そ れ 自 身 を表す、 始源的 な ギ リ シ ア の 根本 ー 語な の で あ る 。 」 2

し か し 1943年の 講義 に 基づ く 論文 「 ア レ ー テ イ ア 」 の 中 で は、 ハ イ デ ッ ガ ー は こ う 述 べ

て い る 。 「 ［…］ も は や 我 々 は ピュ シ ス を、 た ん に 立 ち 現れ る こ と と し て の み 思 索 し で は な

ら な い。 」 「 自 ら を 関蔵す る こ と は、 自 ら を 覆蔵す る こ と を好む。」 「立 ち 現れ る こ と は そ の

よ う な こ と と し て 、 そ の つ ど既 に 、 自 ら を閉ざす こ と に好意を寄せ て い る 。 前者 は 後者 の

内 に 蔵 さ れ た ま ま で あ る 。」 「ギ リ シ ア の思索に と っ て ［…］ ピュ シ ス は 、 そ の 全 き 本質、 開

蔵す る こ と と 自 ら を覆蔵す る こ と と の 聞 の ピ リ ア ［ ＝ 友愛］ に よ っ て支配 し 尽 く さ れ た 本
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質 に 於 い て 、 名 指 さ れ て い る 。 」3

「 自 然」 と い う 東洋語がく 自 ずか ら 然 り 〉 と い う 意味を表 し て い る よ う に、 「 ピュ シ ス 」

と い う ギ リ シ ア 語 に は、 ハ イ デ ッ ガ ー に よ れ ば、 「 自 ずか ら 立 ち 現れ る も の （das von sich 

aus Aufgehende） 」 と い う 意 味 が 込 め ら れ て い る 。 す な わ ち 自 然 に は 、 「 自 ず か ら （von

sich aus , aus sich her , von sich her …）」 と い う 契機 と 、 「立 ち 現れ る こ と （Aufgehen）」

「 自 ら を 開 蔵 す る こ と （Sichentbergen） 」 、 そ し て そ の よ う に し て 「 自 ら を 空 け 聞 き つ つ

(sich eroffnend） 」 「統べ る こ と （Walten) J と い う 契機が、 不可欠 な の で あ る 。 し か し そ

の よ う な 自 然 は ま た 、 「 自 ら を 覆 蔵 す る こ と （Sichverbergen） 」 「 自 ら を 閉 ざ す こ と

(Sichverschliessen） 」 を好む、 と も 言わ れて い る 。 だ が 「 自 ず か ら 」 、 す な わ ち そ の 本 性

か ら し て 「立 ち現れ る 」 べ く あ る も の が、 な ぜ 自 ら を 隠 そ う と す る の だ ろ う か。 そ も そ も

自 ず か ら な る も の は、 本 当 に 自 ら を 開示 し う る の だ ろ う か。 そ れ と も 自 ずか ら な る も の は、

自 ずか ら な る も の な る が ゆ え に、 必然的 に 自 ら を閉 ざ さ ね ば な ら な い の だ ろ う か。 あ る い

は ま た、 表 明 的 な 自 己開示の も と に は、 そ の よ う な 開示 の 仕方で は 自 ら を閉 ざ す が、 し か

し そ れ で も 自 ら を 隠す と い う 仕方で 自 己 自 身を顕わす よ う な 、 独 自 の顕現の 仕方が存 し て

はいな い の だ ろ う か。 そ し て こ う し た こ と す べて は、 ハ イ デ ッ ガ ー の 「有の思索」 に 於 い

て は、 ど う な っ て い る の だ ろ う か。

我 々 は以後、 数回 に わ た り 、 「ハ イ デ ッ ガ ー に 於 け る 自 然 の 問題」 と い う テ ー マ の も と 、

「 自 ずか ら 立 ち 現れ る も の」 と い う 意味で の 「 自 然」 が彼の思索の各 々 の 時期 に ど の よ う

に 捉 え ら れ て い た の か を考察 し て ゆ き た い と 思 う 。 今回 は 一連 の 考察 の 出 発点 と し て 、 20

年代の ハ イ デ ッ ガ ー に 於 け る 「 自 然」 の 問題を、 特 に 前期の彼の主著 『有 と 時』 の直後 に

見 ら れ る 「超越論的哲学」 の構想 と い う 観点か ら 、 批判 的 に 考察 し て ゆ く こ と に し た いJ

第一章 ： 自 然一一問題圏の画定

(1 ) 20年代前半の ハ イ デ ッ ガー の 自 然主義批判

20年代前半の ハ イ デ ッ ガ ー の思索を顧み る と き 、 そ こ に顕著な の は 「歴史」 に 結 び 付 い

た 「事実的生」 な い し 「事実的生経験」 と い う 考え で あ っ て、 「 自 然」 へ の 関 心 は む し ろ

希薄で あ っ た こ と が分か る 。 例 え ば19/20年の講義で は 「現実的生な ら び に 歴史 が、 現 象

学的探求 に と っ て の 手引 き 、 よ り 適切 に は主導 的経験で あ る 」 （GA58,S .252） と 言わ れ、 20

年 に は 「哲学す る こ と は事実的生経験の領野 の 内 を 動 く 」 （GA59,S . 181） と 、 ま た 20/1年

に は 「事実的生経験 はhistorischで あ る 」 （GA60 ,S.80） と 述 べ ら れ て い る 。 ち な み に こ の

期 の ハ イ デ ッ ガ ー に は、 ま だ 『有 と 時』 （1927年） に於い て の よ う な Geschichte （歴史） と

Historie （歴史学） と の術語上の 区別 は見 ら れ な い。 「哲学 は事実的生の historisch な （ す
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な わ ち 遂行史的 ［vollzugsgeschichtlich］ に理解す る ） 認識で あ る 」 （GA61 ,S .2）。

従 っ て 「 自 然」 に 言及がな さ れ る と き 、 そ こ に は む し ろ批判 の ニュ ア ン ス の方が強 い と

言わ な け れ ば な ら な い。 21/2年の 講義の 中で、 ハ イ デ ッ ガ ー は 「諸対象」 が ま ず 「何か 自

然諸対象 の よ う な む き 出 し の 諸現実」 と し て あ り 、 次 い で そ れ が 「価値性格」 を 獲得す る

の だ と い う よ う な 考 え を 、 非難 し て L 、 る 。 「 自 然の構成」 が 「 よ り 高次 の 対象種類j に と っ

て の基礎を 引 き 捜 し う る の で は な L 、。 「む し ろ 自 然 と い う 対象性 は 、 生 き ら れ ・ 経験 され ・

出 会 わ れ た世界 の 対象有の根本意味か ら 、 初 め て発源す る の で あ る 」 （GA61 ,S .91) － こ

こ で は 「 自 然」 が単な る 物体、 も し く は 自 然科学の意味で の 自 然 と し て し か理解 さ れ て い

な い こ と は、 明 ら か で あ ろ う 。 23年の講義 は 「遠 ざ け て お く べ き 」 図 式 の ー っ と し て 、

「本来的 な 有 は 自 然の 有 で あ る 」 と い う 考え を挙 げ て い る （GA63,S .81） 。

初期 フ ラ イ ブル ク 時代最後の こ の 講義 の 中 で は 、 「 フ ッ サー ル に と っ て 学 の 或 る 特定 の

理想が、 数学お よ び数学的 自 然科学の 内 に 指定 さ れて い た」 （GA63 ,S .71） と 述 べ ら れ て い

る 。 そ れ ゆ え マ ー ルブル ク 時代か ら 本格 的 に 始 ま る ハ イ デ ッ ガ ー の フ ッ サー ル批判 が 「 自

然主義」 批判 の 形 を 採 っ た と し て も 、 少 し も 驚 く に は 当 た ら な L 、。 一見す る と フ ッ サー ル

自 身が、 自 然主義を批判 し て い る よ う に見え る か も しれな い。 し か し23/4年のハ イ デ ッ ガー

に よ れ ば、 フ ッ サー ル の批判 は 「 自 然主義 の 学 的 傾 向 に 賛成 し て (fur） 」 （GA17 ,S .72） 、

つ ま り は そ の 傾 向 の 純化 ・ 徹底化 を 図つて な さ れ た に過 ぎ な L 、。 こ の こ と を ハ イ デ ッ ガ ー

は、 （1） フ ッ サー ル が 「絶対的妥当性 と 明証性 と の理念」 に 固執 し て い る こ と 、 （2） 「諸学科

の統一」 と い う 問題設定 に 於 い て も 「 自 然主義」 が肯定 的 に 継承 さ れ て い る こ と 、 （3）実践

的意識が理論的認識 と の類比 に 於 い て し か捉え ら れ て い な い よ う に、 「数学 的 自 然 認 識」

が 「原型」 と し て 基礎 に 置かれ、 「物理的 自 然の認識の 問題」 が 中 心 を 占 め て い る こ と 、

(4） フ ッ サー ル の 「歴史主義批判」 も ま た相対主義や懐疑論への虞か ら 為 さ れ た も の で あ る

こ と 、 以上四点 に 於 い て例証す る （GA17 S. 72-3 81-3 87-9） 。 こ の う ち 第一点 に 関 し て 言 え

ば、 フ ッ サ ー ル 自 身 の 「純化 さ れ た 問題設定J も ま た 依然 と し て や は り 「 自 然 主 義 」

(GA17,  S .81） な の で あ り 、 第四点 に 関 し て補足す る な ら 、 フ ッ サ ー ル に 付 き 纏 う 「 認 識

さ れ た 認識 を めぐ る 慮 （die Sorge u m  erkannte Erkenntnis） 」 は 、 か え っ て 「人 間 的 現

有」 を 「 出 会 い の 可能性」 か ら 排除 し て し ま う （GA17,S.93） 。 そ れ は 「現有 に 面 し て の 不

安」 （GA17,S .97） で あ り 、 「現有そ れ 自 身 に面 し て の立て続 け の 逃避」 （GA17 ,S .98） な の で

あ る 。

こ の よ う な ハ イ デ ッ ガ ー の フ ッ サー ル批判 は、 25年の講義 『時間概念の 歴史へ の序説』

の な か の 、 と り わ け 「志向性」 概念を め ぐ る 周知の彼の フ ッ サー ル批判 を想起せ し め る 。

現 に こ こ で も ハ イ デ ッ ガ ー は、 フ ッ サー ルが志向 的 な も の の 有へ の 問 い を究 明 す る こ と な
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く 放置 し、 「作用 の 有 は あ ら か じ め理論的 独断的 に 自 然の 実在性の 意 味 で の 有 と し て 規

定 さ れ て い る 」 （GA20,S . 157） と 、 ま た フ ッ サー ルの 「人格」 規定 に 於 い て も 、 「基礎 的 層

は 自 然現実的 な も の の ま ま で あ る 」 （GA20 ,S. 172） と 、 難 じ て い る の で あ る 。

し か し そ の 同 じ 25年の 講義が、 『有 と 時』 を想、 わ せ る 仕方で、 製 品 （Werk） の 「諸素材」

と し て の 自 然、 「利用 し う る も の の 世界」 と い う 意味での 自 然、 あ る い は ま た 「 公 開 的 な

周 界」 に よ っ て 出会わ し め ら れ る 「 自 然」 に つ い て 、 語 っ て い る の で あ る （GA20 ,S .262） 。

だ が そ れ は、 ハ イ デ ッ ガ ー が 自 然主義批判 の矛先を鈍 ら せ た と い う こ と で は な く て一一同

じ 講義 の 266頁で は 「 自 然科学の客観 と し て の 自 然」 は 「周 界 の 特殊 な 脱 世 界化」 に よ っ

て の み発見 さ れ る に 過 ぎ な い と 、 ま た273頁 で は マ ー ルブル ク 学派の 「函数概念」 は 「数

学的 自 然科学の客観 と し て の 自 然の客観性」 へ の 問 い設定の 中 を し か動 い て い な い と 、 さ

ら に 274頁で は 「指示性 （Bedeutsamkei t ， 有意義性） 」 を 「 自 然物体性」 に 付着 し た 「価

値」 と み な す よ う な 考 え は 「或 る 特殊な 自 然有論」 の 前提 に 基 づ く 考え に 過 ぎ な い と 、 そ

れぞれ非難 さ れ て い る一一む し ろ 20年代後半 に 入 っ て ハ イ デ ッ ガ ー 自 身が 、 「 自 然」 の も

つ 様 々 な 意味 に つ い て 、 改め て考察 し 始 め た と い う こ と な の で あ ろ う 。

(2 )  20年代後半 に於 け る 「 自 然」 の様々 な意味

「 自 然」 に 関 す る 20年代後半の 多岐 に わ た る 諸考察を前 に し て、 無用 の混乱 と 煩雑 と に

陥 る こ と を避 け る た め に 、 我 々 は ま ず こ の期の主著 『有 と 時』 と 、 自 然 に 関 す る 重要 な 発

言 を 含 む29年の 論文 「根拠の本質 に つ い て」 と か ら 、 「 自 然」 の も つ 幾 つ か の 典型 的 な 意

味 を 析 出 し 、 そ こ か ら浮か び上が っ て く る 問題群を、 20年代後半の 諸講義か ら 再検討す る 、

と い う 手j闘を踏む こ と に し た い。

(a） 『有 と 時』

『有 と 時J に 於 け る 「 自 然」 は、 大別 し て以下の三つ の意味で考察 さ れ て い る と 思 う 。

第一の 意味 は 自 然科学の意味で の 、 も し く はVorhandenes ［直前的 に あ る も の］ の 意 味 で

の 自 然 で あ る 。 カ ン ト 『純粋理性批判』 が扱 う よ う な 自 然 （SZ,S . 10-1 , 144・5） や 、 デ カ ル ト

が物体 と み な し て い る よ う な 自 然 （SZ, §§ 19-21） 等が、 こ の意味の 自 然 で あ る 。

こ の 意 味 で の 自 然 に 関 し て は 、 先 の 25 年 の 講 義 と 同 様 、 『有 と 時 』 は 「 脱 世 界 化

(Entweltlichung） 」 と い う 言葉を用 い て い る 。 つ ま り 「周 界 （Umwelt） 」 が 「趨 向 性格 」

を 失 い 「周 り と い う 性格」 を失 っ て 、 た ん に 直前的 に あ る だ け の 延長諸事物の連関 に さ れ

て し ま う と 、 周 界 は脱世界化 さ れ て 、 「 自 然世界」 に な る の で あ る （SZ,S .112） 一一 ち な み

に 29/30年の 講義 は 、 カ ン ト 『純粋理性批判』 に 関 し て 、 そ こ で は 物 質 的 な 有 る も の が

「無世界性 （Weltlosigkeit） 」 と L 、 う 性格 を有 し て い る こ と が理解 さ れ て い な い と 、 非難 し
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ハ イ デ ッ ガー に 於 け る 自 然の問題(l )ー 1920年代の場合一

て い る （GA29/30 ,S .514 ） 。 し か し そ れ は、 こ の意味での 自 然 が 「世界」 の 外 で 捉 え ら れ る

と い う こ と で は な L 、。 ハ イ デ ッ ガ ー は、 数学的物理学の成立 に と っ て 決定 的 な の は 「 自 然

そ れ 自 身 の 数学的企投」 で あ る と 述べて い る が （SZ,S.362） 、 次章で も 見 る よ う に 、 20年 代

後半の 彼 は 「企投」 を 「世界企投」 （GA29/30 ,S.527） と 考 え て い る の で あ る 。 「 自 然」 と

は 「可能的 な 世界 内 部的 な 有 る も の の 有の一つ の 限界事例」 な の で あ っ て、 そ れ は 「世界

の 或 る 特定の 脱世界化 と い う 性格」 を 有 し て は い る も の の、 「現有 は た だ 彼 の 世界 ー 内 ー

有 の 特定の一様態 に 於 い て の み、 有 る も の を 自 然 と し て発見 し う る 」 （SZ,S .65） の で あ る 。

従 っ て 自 然 は、 道具世界か ら 出発 し て特定の道具性格 を貧困化 さ せっ つ 、 依然 と し て や は

り 一つ の 世界 内 部 的 な も の と し て 出 会 わ れ る の で あ る 。 「 自 然 は そ れ 自 身 、 世界 の 内 部 で

出 会 わ れ ・ 様 々 な 道 と 段階 と に 於 い て発見 さ れ う る よ う に な る 、 一つ の 有 る も の で あ る 」

(SZ,S.63） 。

第二の意味 は、 道具 と と も に 出 会 わ れ ・ そ れ 自 身道具的 に 発見 さ れ る 自 然 で あ る 。 『 有

と 時』 は こ の意味の 自 然を 、 「周 界 自 然 （Umweltnatur川 （SZ,S. 71 ,381 ,4 13） と 呼ん で い る 。

例 え ばハ ン マ ー、 ペ ンチ、 釘 は 、 鋼、 鉄、 鉱石、 岩石、 木材 と い っ た 「諸素材」 を 指 示

す る 。 「使用 さ れ る 道具 に 於 い て は、 使用 を通 し て 《 自 然》 が、 自 然産 物 と い う 光 に 照 ら

さ れ た ｛ 自 然》 が、 共 に 発見 さ れ て い る 。」 さ ら に ま た、 「森 は営林、 山 は 石切 り 場、 川 は

水力 で あ り 、 風 は 《帆 に満つ る 》 風で あ る 。 発見 さ れ た ｛周 界》 と 共 に 、 そ の よ う に し て

発見 さ れ た 《 自 然》 が 出会 わ れ て い る 」 （SZ,S.70） 。 道や通 り 、 橋 や 建物 は 、 天候 や 明 る

さ へ の配慮を通 じ て 「 自 然」 を発見せ し め、 時計は太陽の位置 に 考慮 を払 う と い う 仕方で

「周界 自 然」 を 「共 に 手 許 に （mitzuhanden） 」 有 ら し め て い る 。 「公開 的世界」 と 共 に 「 周

界 自 然が発見 さ れ、 誰 に で も 近づ け る 」 （SZ,S.71） よ う に な っ て い る の で あ る一一ち な み

に 時計を通 じ て の 周 界 自 然の 発見 は 、 時間配慮 の 問題 に 関 し て、 「有 と 時」 第 一 部 第 二編

最終章 に 於 い て も 再 び取 り 上げ ら れ て い る （SZ,S.4 12-3） 。

ノ 、 イ デ ッ ガ ー は 「 自 然 も ま た歴史 的 に 有 る 」 と 述べ て い る 。 自 然 は 固 有 の 風土 の 地、 入

植地、 開発地、 戦場、 祭礼所 と し て は歴史的 に有 り 、 そ し て こ の よ う な 「世界 内 部的 な 有

る も の 」 は 「世界 ー 歴史 的 な も の」 と 名 づ け ら れて い る （SZ,S.388-9） 。 こ の よ う な 自 然 が

道具的 に 発見 さ れ た 自 然 で あ る か否か、 こ の 箇所だ け で は俄 に 判 断 し 難 い が、 し か し 「世

界 ー 歴史的 な も の 」 に つ い て 触れて い る 或 る 別 の 箇所 に 於 い て は 、 ハ イ デ ッ ガー は 第一次

的 に 歴史的 に 有 る の は現有 だ が、 「 し か し 第二次的 に は世界 内部的 に 出 会 わ れ る も の が 、

つ ま り 最広義 に 於 け る 手許 に あ る 道具の み な ら ず、 ｛歴史的地盤》 と し て の 周 界 自 然 も ま

た、 歴史的」 （SZ,S .381) で あ る と 述べて い る 。 そ れ ゆ え こ の意味 で の 「周 界 自 然」 も 、 道

具的 に 出 会わ れ る 自 然 に準 じ て取 り 扱わ れ う る と み な し て よ い で あ ろ う 。
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し か し 『有 と 時』 に は、 Vorhandenesで も Zuhandenesで も な い 「 自 然」 の第三の意味が、

は っ き り 呈示 さ れ て い る 。 或 る 箇所 は そ れ を 、 「 ロ マ ン派 の 自 然概 念 の 意 味 で の 」 （SZ ,S .

65） 自 然 と 呼ん で い る 。

例 え ば先 に 引用 し た 「森 は営林…」 の 箇所 で は 、 「 し か し 自 然 は こ こ で は 、 た だ な お 直

前的 に あ る も の と し て理解 さ れ て は な ら な い し一一 自 然の ち か ら （N1αturmαcht） と し て 理

解 さ れ で も な ら な い」 と 述べ ら れ て い る 。 そ し て手許 的 な 有 り 方を度外視す る こ と に よ っ

て 自 然が 「 そ の 純粋 な 直前性 に 於 い て 」 発見 さ れ る と き 、 「 こ の 自 然 発 見 に は し か し 、

《騒動遁進 し （weben und streben） ） 、 我 々 に襲いかか り 、 風景 と し て 心 を 奪 う も の と し

て の 自 然 は、 覆蔵 さ れ た ま ま で あ る 。 植物学者の植物 は 、 睡 に 咲 く 花で は な い し 、 地理学

的 に 確定 さ れ た 河川 の 《水源》 は、 ｛地 に 痛 く 泉｝ で は な い」 （SZ,S .70） 。

し か し こ の 第三 の 意味で の 自 然 も ま た や は り 、 『有 と 時』 で は 世界 内 部 的 に 出 会 わ れ る

有 る も の と し て、 つ ま り は 「世界 ー 内 ー 有」 と い う 現有の根本体制 の な か で、 考 え ら れ て

い る の で あ る 。 「 ［…］ 例 え ば ロ マ ン派の 自 然概念の意味での 《 自 然｝ と い う 現象 も ま た 、

世界概念か ら し て初 め て 、 す な わ ち 現有の分析論か ら し て初 め て 有論 的 に 捉 え う る の で あ

る 」 （SZ,S .65） 。 「我 々 を 《包み抱 く ｝ ｛ 自 然｝ は、 な る ほ ど世界 内部的 な 有 る も の で は あ

る が、 し か し 手許 に あ る も の の 有 り 方 も 、 《 自 然物体性》 と い う 仕方 で の 直前 的 に あ る も

の の 有 り 方 も 示 し て は い な い。 《 自 然｝ の こ の 有が ど の よ う に 解釈 さ れ よ う と 、 世界内 部

的 な 有 る も の の 全 て の 有 の 諸様態 は、 有論的 に は世界の 世界性 に 、 ま た そ れ と と も に 世界

ー 内 ・ 有 と い う 現象 に、 基づ い て い る の で あ る 」 （SZ,S .211） 。

結論 と し て 我 々 は、 『有 と 時』 に 於 け る 自 然 は、 そ の 三つ の意味の い ず れ に 於 い て も 、

世界 内 部 的 な 有 る も の のーっ と し て理解 さ れ て い た と 言 う こ と がで き る の で あ る 。

(b） 「根棋の本質 に つ い て」

論文 「根拠の 本質 に つ い て」 に 関 し て は、 以下の 三箇所が比較的重要 な の で、 そ れぞれ

全体を 訳 出 し て お い て 、 そ の 後 に 若干の コ メ ン ト を付 け 加 え る こ と に す る 。

第一の 箇所 ： 「有 る も の の た だ 中 に あ り 、 有 る も の に よ っ て包み抱かれて い る と は い え、

現有 は 実存す る 現有 と し て 、 自 然 を 常 に 既 に 超 出 し て し ま っ て い る 」 （WM,S . 137） 一一

「た だ 中 にCinmitten） 」 と い う 言葉を通例ハ イ デ ッ ガ ー は、 「有 る も の」 や 「有 る も の全体」

に 関 し て の み用い て い る 。 ま た次章で も 扱 う よ う に、 「超 出Cuber叫eigen）」 と い う 言葉 は

20年代後半に は 「超越」 と 等義 に用い ら れ、 有 る も の 全体を超 出 し て 超越論的地平 と し て

の 世界 に 向 かつて ゆ く 「現有の 超越」 が、 「世界 ー 内 ー 有」 と 呼 ば れ る こ と に な る の で あ

る 。

第二の 箇所 は、 『有 と 時』 の 「周界分析」 （ §§ 14-24） へ の註記 と い う 形 で 述 べ ら れ て い
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ハ イ デ ・ノ ガ ー に於 け る 自 然 の 問題(1 )ー 1920年代の場合 一

る 。 「 し か し 、 も し 現有 の そ の よ う に 方 向づ け ら れ た分析論 の な か で、 外 見 上 自 然 が

自 然科学の 対象 と し て の 自 然 の み な ら ず、 或 る 根源 的 な 意味 に 於 け る 自 然 （そ れ に つ い て

は 『有 と 時』 65頁下方を 参照） も ま た一一欠 け て い る と す れ ば、 そ れ に は諸根拠が あ る 。

決定的 な 根拠 は 、 自 然 は周 界 の 圏 内 で も 見 出 さ れ な い し、 そ も そ も 第一次的 に は 毛 五人 L
我 々 が振舞 う 何か と し て も 見 出 さ れ な い と い う こ と の 内 に あ る 。 自 然 は根源的 に は、 現有

が情態 的 に ー 気分 づ け ら れ た 現有 と し て、 有 る も の の た だ 中 に 実存 し て い る と い う こ と に

よ っ て、 現有の 内 で顕わ な の で あ る 。 し か し 情態性 （被投性） が現有 の 本質 に 属 し 、 慮 の

全 き 概念の統ー に 於 い て 表現 さ れ て い る 限 り 、 こ こ に 於いてのみ初めて、 自 然の問題 に と っ

て の基盤が獲得 さ れ う る の で あ る 」 （WM,S. 154）一一き わ め て重要な こ の 箇所 に つ い て は、

以下の八点 を 補足説明 し て お く こ と に し よ う 。 （1） 「或 る 根源 的 な 意味 に 於 け る 自 然 」 が

『有 と 時』 に 欠 け て い る よ う に 思 え る の は、 「外見上」 の こ と に 過 ぎず、 そ の こ と は 同書65

頁一一 「 ロ マ ン 派 の 自 然概念」 に つ い て 言及 さ れ て い る 箇所一ーへ の 指示を見て も 分か る 。

(2）根源的 な 意味で の 自 然 は 「周 界 の 圏 内」 で は見 出 さ れ な い、 す な わ ち 『有 と 時』 で見 た

第二の意味で の 自 然 は 、 根源的 な 自 然 で は な い。 （3） 「 そ れ へ と 我 々 が振舞 う 何か」 と し て

も 根源的な 自 然 は 見 出 さ れ な い、 つ ま り 志向 的 な 関 わ り 合 い と し て規定 さ れ る よ う な 自 然

一一 『有 と 時』 の 第一 と 第二の意味で の 自 然一ー も ま た 落 ち る 。 （4） 自 然 は 情態性 （気分）

に よ っ て、 「現有 の 内 で」 顕 わ と な っ て い る 。 （5）情態性 （気分） は、 現 有 が 有 る も の の た

だ 中 に 実存 し て い る と い う こ と を示 し て い る 。 （6）有 る も の の た だ 中 に 実存す る と い う こ と

が、「被投性」 と い う 言葉 に よ っ て 表 さ れ て い る 。 （7） し か し 情態性や 被 投 性 は 、 依 然 と し

て 「慮 （Sorge） 」 の 統一構造 の 内 に組み込 ま れ た ま ま で あ る 。 （8）そ し て 自 然 を 「 問 題 」 化

す る た め に は、 こ の よ う な 現有の体制 を 「基盤」 と す る よ り な い。

第三の 箇所 ： 「有 る も の 、 例 え ば最広義 に 於 け る 自 然 は 、 も し そ れ が或 る 世界 の 内 に 入

る 機会 を 見 出 さ な け れ ば、 知何 に し て も 顕わ と は な り え な い で あ ろ う 」 （WM,S. 157） 一一
こ こ で述べ ら れ て い る 「最広義 に 於 け る 自 然」 と は、 「有 る も の 全体」 と い う ほ ど の こ と

を意味 し て い る よ う に 思わ れ る 。 世界入 り が、 自 然 の 顕現の条件 な の で あ る 。

以上三点 を 総括す る に 、 第一お よ び第三の 箇所で述べ ら れ て い る 「 自 然」 は、 有 る も の

を超え て 有 る も の の発見を可能な ら し め て い る 超越論的地平 と し て の 世界、 そ う い う 世界

の 内部で初め て 出会 わ れ る 世界 内 部的 な 有 る も の と し て の 自 然 と い う 意味 で 、 『有 と 時』

の主張 と 平灰 が合 う 。 し か し 第二の 箇所で述べ ら れ て い る 根源 的 な 意味 で の 自 然、 す な わ

ち 現有 の 情態性 に 於 い て顕わ と な る 自 然 は、 や は り 世界 内 部 的 な も の な の だ ろ う か。 情態

性の 顕示力 と 世界 の そ れ と は、 同ーの も の な の だ ろ う か、 あ る い は ま た 同一構造 の 内 に 包

括さ れ う る の だ ろ う か。 そ し て そ も そ も 自 然一般 は、 「世界」 の 内部 で し か 出 会 わ れ な い
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よ う な 有 る も の な の だ ろ う か。 こ う し た諸疑問 に 答 え る た め に 、 あ る い は む し ろ こ う し た

問題設定 を一層正確 に す る た め に、 今度 は我々 は20年代後半の ハ イ デ ッ ガ ー の諸講義 の な

か か ら 、 こ れ ら 諸問題の 整理 に 役立つ箇所 を検討 し て み る こ と に し よ う 。

(c) 20年代後半の諸講義よ り

以下我 々 は20年代後半の諸講義 に 於 け る 「 自 然」 の 問題を、 （1 ）世界 に従属す る 自 然、 （2)

世界 に 無頓着な 自 然、 （3） 自 ず か ら 立 ち 現れ る も の と し て の ピ ュ シ ス 、 （4）情態性な ら び に 被

投性 と の 関係 に 於 け る 自 然、 以上四点 に 的を絞 っ て考察す る こ と に し た い。

(1） ま ず25/6年の 講義 を 見 る 限 り 、 そ こ で は 『有 と 時』 と 同様、 自 然 は 世界 の 内 部 で し か

出 会 わ れ な い も の と し て の み、 考察 さ れ て い る よ う に思え る 。 Vorhandenes と い う 有 り 方

は 第一次 的 に は 「世界 な い し 自 然 に」 帰属す る が、 「世界 と 自 然 と は 決 し て 同一で は な く 、

世界 は 範噂的 に は一層 広 い 概念で あ り 、 反対 に 自 然 が よ り 広 い概念で世界が特定 の 一部で

あ る か の よ う な の で は 決 し て な く 、 自 然 は た だ、 そ れ が或 る 特定 の 観点 で 発見 さ れ る 限 り

に 於 い て の み、 世界な の で あ る 」 （G A21 ,S.244-5） 。 自 然 は一一現象学的 に 捉 え ら れ る な ら

一一 「世界 の 内 で発見 さ れ う る 一つ の 有 る も の」 で あ り 、 そ れ は滝や椛の盛果 や 落下す る

岩石の よ う に、 「外な る 自 然」 と し て 「学以前的 に 直接経験 さ れ る こ と が あ る 」 に し て も 、

そ れで も 「 こ の 外 な る 自 然 は物理学や生物学の 自 然 で あ り 、 た だ ま だ そ の特有の 自 然有 に

於 い て は 発見 さ れ て い な い だ け」 （GA21 ,S .314） な の だ と い う 。

(2） し か し 既 に 27年の 講義 に は 、 自 然 に 対す る 別 の 見方が顕著 に な っ て く る 。 自 然 の 有 に

は一一一 「理論 的 に 、 物理 ー 化学的に」 思惟 さ れ た 自 然で あ れ、 山 や森や草原や小川 や 穏 の

実 る 穀物畑や 烏 の さ え ず り の よ う な 「外な る 自 然」 で あ れー一世界内部性 は 属 し て い な い

の で あ る 。 「世界内部性は こ の 有 る も の に は、 つ ま り 自 然 に は、 そ れ が 有 る も の と し て 発

見 さ れ る 場合 に の み、 偶然与え ら れ る （zufallen） 」 だ け で あ る 。 「直前 的 に あ る も の の 、

つ ま り 自 然 の 有 に は世界内部性が、 そ の 有の一規定 と し て 属 し て い る の で は な く て、 可能

的一規定 と し て、 し か し 自 然 の発見可能性 と い う 可能性の た め に は必然的な一規定 と し て、

属 し て い る 。 発見 さ れ た 自 然 に は、 す な わ ち 露関 さ れ た 有 る も の と し て の 有 る も の へ我 々

が振舞 う 限 り で の 有 る も の に は、 そ れ がそ の つ ど既 に 或 る 一つ の 世界 の 内 に あ る と い う こ

と が属 し て い る が、 し か し 自 然 の 有 に は、 世界 内 部性 は 属 し て い な い 」 （GA24 ,S .240） 一

一 こ の よ う な 観点 か ら す れ ば、 自 然 は世界の一部 で あ る ど こ ろ か、 自 然 の 有そ れ 自 身 は そ

も そ も 世界 の 内 に 入 る こ と に 対 し て 無頓着で あ り 、 我 々 は世界の 内部 に あ る の で は な い よ

う な 自 然 の 「有」 に つ い て、 十分 に語 り う る 権利 を 有す る の だ と い う こ と に な ろ う 。

次章で も 詳 し く 見 る が、 「世界」 と は現有が企投す る 地平 と し て 、 現 有 の 有 の 規 定 に 属

し て い る 。 従 っ て 「世界 は た だ、 或 る 一人の現有が実存す る 場合 に の み、 そ の 聞 に の み有
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る 。 自 然 は、 如何な る 現有が実存 し て い な く て も 、 有 り う る 。 」 （GA24 ,S .241） 「 ［ … ］ 世界

内部性 は 直前的 に あ る も の の 有 に は、 特 に 自 然 の 有 に は属 さ ず、 自 然 に は 偶然与え ら れ る

だ け で あ る 。 或 る 一つ の 世界が有 る と い う こ と が な く て も 、 現有が実存す る と い う こ と が

な く て も 、 自 然 は 有 り う る 」 （GA24 ,S .249） 。 そ し て こ れ も ま た 後 に 見 る よ う に 、 「発見性」

な い し 「露関性」 は、 特殊ハ イ デ ッ ガ ー 的 な 意味 に 於 い て 、 「真性」 と み な さ れ て い る 。

そ れ ゆ え 「 自 然が そ の 有 る が ま ま に 有 る た め に は、 そ れ は真性を、 す な わ ち 露関性を、 必

要 と は し な L 、」 （GA24,S .315） 。

同 じ傾 向 は 27/8年の 講義 に も 見 ら れ る 。 直前的 に あ る も の は 「世界 内 部 的 な も の で あ り

う る が、 し か し そ れ で あ ら ね ば な ら ぬ と い う こ と は な い。」 「物理的 自 然 は 、 た だ世界が、

す な わ ち 現有が実存す る 場合 に の み、 世界内部的 に現れ う る 。 し か し 自 然 は、 世界 内 部 的

に 現 れ な く て も 、 人間的現有が、 ま た そ れ と と も に 或 る 一つ の 世界が実存す る と い う こ と

が な く て も 、 た し か に そ の 固有 の 仕方 に 於 い て 有 り う る 。 そ し て た だ 自 然が 自 ず か ら （uon

sich aus） 直前的 に 有 る が ゆ え に の み、 そ れ は ま た或 る 一つ の 世 界 の 内 部 で 現有 に 出 会 わ

れ る こ と も で き る の で あ る 」 （GA25 ,S. 19） 。

(3） さ て 、 こ の 「 自 ずか ら 」 と い う 表現 は 、 本稿 冒 頭で我 々 が見た 「 ピ ュ シ ス J に 関 す る

ハ イ デ ッ ガ ー の解釈 を 想起 さ せ る 。 事実ハ イ デ ッ ガ ー は既 に 24/5年 の 講義 の 中 で 、 ア リ ス

ト テ レ ス の 文脈 の 中 で は あ る が、 ピ ュ シ ス を 「 自 ず ー か ら ー 自 ら を ー 形態 ー お よ び 見相

ー へ と ー も た ら す こ と （ein Sich-von-sich・selbst-her可u-Gestalt-und-A ussehen-Bringen) J 

と 理解 し て い る （GA19,S .46） 。 26年の講義で は 「本質的」 な の は 「人間 や神 々 の 助 力 な し

に 自 ず か ら （von ihm selbst her） 常 に 既 に 直前的 に 有 る こ と 」 （GA22 ,S .35） で あ る と 言 わ

れ、 「強調」 は 「 自 ずか ら （von ihm selbst her） 常 に 既 に 有 る こ と 」 （GA22 ,S .216） に 置 か

れ る と さ れ て い る 。 ま た 29年 の 講義 に 於 い て も ピ ュ シ ス は 「我 々 が そ れ を 制 作す る こ と な

く 、 我 々 の 助 力 な し に 自 ずか ら （von selbst） 姿 を現 し た も の 」 （GA28,S .23） と 規定 さ れ て

い る 。 20年代 の ハ イ デ ッ ガ ー は ピ ュ シ ス を、 「 自 ずか ら 立 ち現れ る も の 」 と し て の み 捉 え

て い た の だ ろ う か。

し か し 29/30年の 講義 で は 真性を意味す る ギ リ シ ア 語 「ア ー レ ー テ イ ア 」 に 関 し て 、 こ

う 述べ ら れ て い る 。 「真性の 内 で、 有 る も の は覆蔵性か ら 強奪 さ れ る 。 真 性 は ギ リ シ ア 人

た ち に よ っ て 、 或 る 対決の 内 で覆蔵性か ら 強奪 さ れ ね ば な ら な い 一つ の 略奪品 と し て理解

さ れ て い る の だ が、 ま さ し く そ の 対決の 内 で ピ ュ シ ス は、 自 ら を覆蔵 し よ う と 努 め る の で

あ る 。 真性 と は、 人間本質 と 有 る も の そ れ 自 身 の 全体 と の 、 最 も 内 的 な 対決 な の で あ る 」

(GA29/30 ,S.43司4） 。 ピ ュ シ ス は 自 ら を 隠 そ う と し 、 人間本質 は そ れ を 明 る み に も た ら そ う

と す る 。 か く し て世界の 内へ入 る か否か、 世界 内部で 自 ら を 露呈す る の か世界 に 無頓着 な
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ま ま に 真性 を 免れ る の か と い う 「 自 然」 に ま つ わ る 問題 は 、 「 自 ずか ら 立 ち 現 れ る も の 」

と し て の 「 ピ ュ シ ス 」 の理解を も っ て し で も 、 ま す ま す緊迫 の 度 を 増す だ け な の で あ る 。

(4）最後 に 「情態性」 や 「被投性」 に 関 し て 補足す る な ら 、 20年代 に 公刊 さ れ た諸著作 と

は 違 っ て 、 こ の 期 の 諸講義 に は 「身体性」 の 強調が顕著で あ る 。 例 え ば24/5年 の 講義 で は

「た だ身体性格 を 有す る 物体の み が、 そ の事象 内実 に 於 い て 、 私が そ の 物体 に 関 し て し か

じ か に 自 ら を 情態的 に 見 出 す と い う 構造を有 し て い る 」 （GA19,S.361） と 、 ま た 28年 の 講

義で は 「現有 は 自 然の ま っ た だ 中 に 於 い て 、 そ の 身体性 に よ っ て 、 被投的 な 、 事実的 な 現

有 で あ る 」 （GA26 ,S .212） と 述べ ら れ て い る 。 さ ら に28/9年の講義は 「た だ 中 に Cinmitten）」

と い う こ と を 「現有 は 、 そ れへ と 現有が引 き 渡 さ れ て い る と こ ろ の有 る も の に よ っ て支配

し 尽 く さ れ て い る 」 こ と と 規定 し た 後で、 こ う 述べて い る 。 「現有 は 物体 に し て 身 体 に し

て 生 で あ る 。 現有 は 自 然 を た だ、 そ し て ま ず も っ て観察の 対象 と し て持つ の で は な く て 、

現有 は 自 然で あ る 。」 「 そ れ ［ ＝ 現有］ は超越す る 有 る も の と し て、 現有 と し て 自 然 な の で

あ り 、 自 然 に よ っ て支配 し尽 く さ れ、 徹頭徹尾気分づ け ら れ て い る 」 （GA27 ,S.328） 。

現有 は そ れ を支配 し 尽 く す 有 る も の の た だ 中 で、 自 ら を情態的に見出 し て い る 。 ハ イ デ ッ

ガ ー に よ れ ば、 こ こ で は 「或 る 原則 的 に一層広い、 一層根源的 な 自 然概念」 が問題 と さ れ

て い る の だ と い う 。 す な わ ち そ れ が 「 自 由 な 自 己 と し て の 現有 が 随 意 に し え な い 自 然

(natura） 、 生 マ レ ル コ ト （nasci） 、 自 ず か ら （von sich her） 」 で あ る 。 現 有 は 有 る も の の

内 へ と 「投 げ ら れ」、 「世界 ー 内 ー 有」 に は 「被投性」 が属 し て い る 。 そ し て 「超越 ［ ＝ 世

界 ー 内 ー 有］ の こ の 根本性格 の 指標」 が、 「気分」 な の で あ る （GA27 ,S .329） 。

し か し 被投性が世界 ー 内 角 有 に 属 し て い る と い う こ と は、 有 る も の の た だ 中 で情態的 に

自 ら を見 出 し て い る 現有 の そ の つ ど の 気分 に 於 い て 、 有 る も の は や は り 世界 内部 的 な も の

と し て 見 出 さ れ て い る と い う こ と な の だ ろ う か。 そ も そ も 自 然 は世界 内部的な も の と し て、

本 当 に 「 自 ずか ら J 立 ち 現れ う る の だ ろ う か。 あ る い は 「世界」 と は 別 の現象化の体制が、

例 え ば 「情態性」 「気分」 と し て 、 20年代後半の ハ イ デ ッ ガ ー に よ っ て 思索 さ れ て い た と

い う 可能性 は な い の だ ろ う か。 果 た し て 「世界」 の 内 で は、 「 自 然」 は 自 ら を 露 関 す る の

だ ろ う か、 そ れ と も 自 ら を覆蔵せ ざ る を え な い の だ ろ う か。

こ れ ら の 問 い に 答 え る た め に は、 我 々 は ま ず 「世界」 の現象学 的 ス テ イ タ ス を 正 し く 理

解 し て お く 必要 が あ る 。 と こ ろ で 「世界」 は、 20年代末 の ハ イ デ ッ ガ ー の 「超越論的哲学」

の 構想が成熟 し て ゆ く に つ れ、 次第 に規定の厳密 さ を増 し て ゆ く よ う に思 わ れ る 。 そ こ で

我 々 は 次 に 、 特 に 「超越」 概念 に 焦点を合わせっつ、 こ の 問題を検討す る こ と に し た い。
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第二章 ： 世界一一超越論的哲学の構想 と 真性の問題

( 1 ） 「超越」 概念の形成の過程

ハ イ デ ッ ガ ー の 「超越」 概念が一義的 に 規定 さ れ て く る の は、 27年 の 講義 『現象学の 根

本諸問題』 か ら 、 そ れ も 、 そ の 途 中 か ら （ § 15(C）か ら ） で あ る よ う に 思 わ れ る 。

20年代初頭 に は 「超越論的」 哲学 は む し ろ 、 批判 の 対象で さ え あ っ た （GA58,S . 144, 229）。

「超越論的哲学 は ー ナ ル必要 ナ モ ノ （unum necessarium） の 、 つ ま り は顕在的現有 の 忘却 の

も と に 、 そ の確か な 歩 み を 進 め て い る 」 （GA59 ,S . 169） 。 ち な み に こ の 期 に は 「有論」 と

い う 言葉で さ え 、 斥 け ら れ て い る の で あ る （GA58,S. 146 ,239-40） 。

20年代 中葉 に も ま だ 「超越」 概念 は動揺 し て い る 。 例 え ば25年 に は 人 聞 の 有 を 「超越」

と 規定す る 神学的 な 考え に 言及 が な さ れ て い る が （GA20,S . 181） 、 25/6年 に は カ ン ト と の

関連で 「世界への超越論的統覚の 超越」 に つ い て 語 ら れ て い る （GA21 ,S .353） 。 こ の 後者

の 考 え は 、 順 当 に 発展 さ せ て ゆ く な ら 20年代末の 「超越」 概念 に 繋が っ て い っ た で あ ろ う

が、 し か し 26年 の 講義 で は む し ろ 、 「有 る も の」 に 対す る 「有」 の 「超 越 」 の み が 強 調 さ

れ て い る の で あ る （Vgl .GA22 ,S. 10, 106 ,231 ,234 ,239） 。

29年の論文 「根拠の 本質 に つ い て 」 の 中 の 或 る 註は、 「『有 と 時』 に つ い て の 諸研究か ら

こ れ ま で に 公刊 さ れ た も の が課題 と し て い る の は、 超越 の 具体的 に 司 露 関 す る 企投 に 他 な

ら な い」 と 述べ、 し か も そ れ は 「有へ の 問 い の 超越論的地平」 ［『有 と 時』 第一部 の 表題 の

一部］ を獲得す る と い う 「唯一主導 的 な 意図」 を可能な ら し め る た め に 行 わ れ た の だ と い

う （WM,S. 160） 。 た し か に 『有 と 時』 は、 「超越論的 な も の」 （SZ,S .208） を め ざ し て い た の

で は あ ろ う が、 し か し こ の 註記 に は、 一種の 回顧的錯覚が含 ま れ て い る よ う に 思わ れ る 。

な ぜ な ら 『有 と 時』 で は、 「根拠の本質 に つ い て 」 で見 ら れ る よ う な 「 超 越 」 概 念 の 一義

性 は 、 ま だ獲得 さ れ て い な か っ た か ら で あ る 。

『有 と 時』 に 於 け る 「超越」 概念は、 大略以下の 四 つ の 意味 に 区分 さ れ う る と 思 う 。 第

一 に 、 「有」 が 「超越者J も し く は 「超範噂」 と 呼 ばれ て い る 箇所が あ る （SZ,S .3 ,14 ,38） 。

こ れ は 「有」 が 「有 る も の」 に 対 し て 超越的 に あ る と い う ほ ど の 意 味 で 、 「世界」 （SZ,S .

351 ,365-6 ,366,389） や 「世界時間」 （SZ,S.419） に つ い て 「超越」 が語 ら れ る の も 、 同趣で あ

る 。 第二 に、 人間 は 自 ら を 超 え て 到達す る 者で あ る と い う 、 キ リ ス ト 教 教 義 学 に 基 づ く

「超越」 観念 に 触れ ら れ て い る 箇所 が あ る （SZ,S.49） 。 28年 の 講 義 は こ の よ う な 考 え を 、

「神学 的超越概念」 （GA26,S .206ff.） と 呼ん で い る 。 第三 に 、 如 何 に し て 主観 ま た は意 識 が

内 を超 え て 外 に 到達す る か と い う 問 い が、 「超越」 の 問題 と し て論評 さ れ て い る 箇 所 が あ

る （SZ,S .60・1 ,201-2） 。 こ の 考 え は 28年の講義で は 「認識理論的超越概念」 （GA26 ,S .206ff. )

と 呼 ばれ、 先の 「神学的超越概念」 と 共 に 斥 け ら れ て い る （GA26,S .210-l l）。 第 四 に 、 「根
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拠 の 本質 に つ い て」 等で一義的 に 規定 さ れ て く る 「現有の超越」 と い う 考 え も 、 ー箇所だ

け 呈示 さ れ て い る 。 「直前 的 に あ る も の の 主題化、 自 然 の 学的企投が可能 と な る た め に は、

現有は主題化 さ れ る 有 る も の を 超越 し な け れ ば な ら な い 。 ［ … ］ 手許 に あ る も の の も と に

｛実践的》 に 有 る こ と の 根底 に 既 に 、 現有の超越が存 し て い る のでな ければな ら な い。 ［…］

そ し て結局の と こ ろ 現有の有が時性 に 基づい て い る な ら 、 そ の場合 に は こ の 時性が世界 －

内 ー 有を 、 か く し て ま た現有 の超越を、 可能 に し て い る の で な け れ ば な ら な い ［…］ 」 （SZ ,

S .363-4） 。 し か し こ の 第 四 の 概念の確立が決定的 で な か っ た こ と は、 こ の 箇 所 の 後 に も な

お 「世界」 や 「世界時間」 の 「超越」 に つ い て 語 ら れ て い る の を見 て も 分か る 。

27年の 講義 に 於 い て も 前半 で は、 有論的 に は ま だ 「超越」 と 「志向性」 と の 区別 が 暖 昧

で、 例 え ば 「志向性 こ そ が ま さ し く 、 そ の 内 に超越が存す る と こ ろ の も の に 他 な ら な い」

と か、 「志向 的振舞 い そ れ 自 身が超越す る こ と を 形 成 す る 」 （GA24,S .89） 等 と 言 わ れ て い

る 。 し か し § 15(C）で は は っ き り と 、 「志向性 は現有の超越 に基づ く 」 （GA24 ,S .230） と 言 わ

れ る 。 「世界」 を超越者 と み な す の は も は や 「通俗 的 な 超越 ・ 概念」 （GA24 ,S .424） に 過 ぎ

ず、 「超越 の 真 正 の 有論 的 な 意味」 に 於 い て超越 的 に あ る の は 、 「現有」 （GA24,S .425） な

の で あ る 。 さ ら に こ の 講義で は 、 「世界 ー 内 ー 有 と い う 根本体制 の 内 に 、 超 越 の 根 源 的 本

質が告げ ら れ て い る 」 （GA24,S .426） と も 述べ ら れて い る 。 こ の よ う な 発言 か ら 我 々 は 、

前期ハ イ デ ッ ガ ー の 「超越J 概念 は こ の 期 に よ う や く 確定 し た、 と 言 い う る の で あ る 。

(2 ） 現有の超越 と 世界 － 内 － 有

27/8年 の 講義 で は 現有の超越 は 「根源的超越 （urspriingliche Transzendenz） 」 （GA25,S .

315,423） と 呼 ば れ、 「オ ン テ ィ シ ュ な 超越」 と 「オ ン ト ロ ー ギ ッ シ ュ な超越」 （GA25 ,S.334)

と の 区別 が な さ れ て く る 。 28年の 講義で は さ ら に 「原超越 CUrtranszendenz）」 （GA26 ,S .20

etc.） と い う 表現が加 わ り 、 「オ ン テ ィ シ ュ な 超越」 と み な さ れ た 「 志 向 性」 は 、 「通俗 的

超越現象」 で し か な い と 断ぜ ら れ る （GA26 ,S. 169） 。 「 こ れ ［ ＝ 志向性］ は オ ン テ ィ シ ュ な

超越 と し て、 そ れ 自 身根源的超越を、 す な わ ち 世界 ・ 内 ー 有 を 根拠 に し て の み可能で あ る 」

(GA26 ,S . 170） 。 し か し 、 な ぜ 「根源的超越」 が 「世界 ー 内 － 有」 な の だ ろ う か。

こ の講義の § lla） 「超越 の 概念 に 寄せて」 は、 以下の 四点 に 於 い て 「超越」 の構造を説

明 し て い る 。 第一 に 、 超越 は主観の主観性の 根源的体制 で あ る 。 「主観 は 主観 と し て 超 越

す る 。」 第二 に 、 超 出 さ れ る の は有 る も の で あ る 。 「現有 は 超越す る 現有 と し て、 自 然を 超

え て い る 。 」 第 三 に 、 現 有 の 超越 の 行先 は 世界 で あ る 。 「 そ こ へ と 主観 が 超 越 す る 行方

(wohin） は、 我 々 が世界 と 名 づ け る も の で あ る 。」 第 四 に 、 以 上三契機 を 総 括 し て 「現有

の 超越 と い う 根本現象」 は、 「世界 ー 内 ー 有」 と 表記 さ れ る 。 「世界 ・ 内 ・ 有 の 意味で の 超
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越 は 、 現有の形而上学的根本体制」 な の で あ る （GA26 ,S .211・4） 。

28/9年の講義 は以 上 の 諸考察 を 、 以下の数行で簡潔 に 要約 し て い る 。 「世界 ー 内 ー 有 は

超越の 、 超 出 の 構造で あ る 。 ／超 出者 は現有で あ る 。 超 出 さ れ る も の は、 有 る も の 全体 で

あ る 。 そ こ へ と 超 出 が生ず る 行先 （woraufzu） は、 世界 で あ る 」 （GA27 ,S .240） 。 「超越」 は

28年 の 講義で は、 「現有の 実存」 （GA26,S .217） を特徴づ け る と 言 わ れ、 さ ら に 29 年 の 著作

で は 、 「慮」 （KM,S.214） と し て統一的 に 解釈 さ れ る と 述べ ら れ て い る 。

し か し 、 そ れ で は 「世界」 と は 何で あ ろ う か。 「世界 は直前的 に あ る も の の 総和 で は な

く 、 そ も そ も 直前的 に あ る も の な ど で は な い。 そ れ は 世界 ー 内 ー 有の 一規定で あ り 、 現有

の 有 り 方の構造 の ー契機 で あ る 。 世界 は何か現有 的 な も の で あ る 」 （GA24,S .237） 。 ゆ え

に 27年の 講義 は、 世界 に 関 し て も 「実 存す る 」 と い う 動詞 を 多 用 し て い る （GA24 ,S.237,

420,422 ,424） 。 し か し 「世界 は 実存す る 」 と い う 言 い 方 は 、 恐 ら く は 不 適切 な 言 い 方 で あ

る 。 な ぜ な ら も し 真 に 超越 す る 者 が 現 有 で あ り 、 そ し て 現 有 の 有 に こ そ 「 実 存 す る

(existieren） 」 ［← 「脱 ー 存 ス ル （ex-sistere） 」 （GA24,S .242） ］ と い う 語 が 相 応 し い の で あ

れ ば、 超越の 行先で し か な い 世界 は、 自 ら 超越 の 運動 を 行 い つ つ 実存す る と は 言 わ れ え な

い か ら で あ る 。 し か し ま た、 世界 は 「有 る 」 と も 言え な い。 な ぜ な ら 「有 る 」 と 言 わ れ う

る の は 「有 る も の」 だ け だ が、 世界 は 有 る も の を超え た次元 に 於 い て 現有 に 到達 さ れ る の

だか ら で あ る 。

そ れ で は世界 は 、 「有」 な の だ ろ う か。 或 る 意味 で は そ う で あ り 、 よ り 正確 に は 「 有 の

理解 に 於 い て理解 さ れ た 有」 （GA26,S .282） で あ る 。 現 有 が 有 る も の を 超 越 し て 有 （ ＝ 世

界） を理解す る か ら こ そ 、 有 る も の も ま た そ の 下で発見 さ れ る 。 ゆ え に こ の 期 の ハ イ デ ッ

ガ ー が 「世界」 と し て の 有 を 「超越論的」 地平 と し て 捉え て い た こ と が、 理解 さ れ る で あ

ろ う 。 「超越 は世界 － 内 ー 有で あ る 。 世界 は、 超越 そ の も の に 属 し て い る が ゆ え に 、 厳 密

な 意味 に 於 い て超越論 的 な 概念 な の で あ る 」 （GA26 ,S.218） 。 「 ア プ リ オ リ に 諸 対 象 に 関 わ

る と い う こ と が、 超越論的 も し く は有論的 と 謂 わ れ る 」 （GA25 ,S .242） 。 か く し て 27 年 や

27/8年の 諸講義 に は 「有論」 を 「超越論的学」 な い し 「超越論的哲学」 と 等置す る 表現 が

随所 に 見 ら れ る の だ が、 公刊 さ れ た 29年の著作 に も 「超越論的哲学 ＝ 有論」 （KM,S.85） と

い う 等式が示 さ れ て い る 。 「超越論的 ー 哲学が意味す る の は、 有論 に 他 な ら な い 」 （GA24 ,

S .180） 。

そ し て も し 「有の 理解 に 於 い て理解 さ れ た 有」 が超越 の 行先 と し て の 世界 な ら 、 「 有 の

理解」 と は超越 の 運 動 そ の も の だ と い う こ と に な ろ う 。 実際、 「根源 的 超 越 」 と 「有 の 理

解」 と は 「結局 の と こ ろ ー に し て 同一」 （GA26,S . l70） な の で あ る 。 「有の 理 解 は 超越 で あ

る 。 有 に つ い て の あ ら ゆ る 理解 は 、 非主題的 で前有論 的 な の で あ れ、 主題 的、 概念的 で 有
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論 的 な の で あ れ、 超越論的 で あ る 」 （GA26 ,S.280）一一28年 の 講義 の こ の よ う な 考 え は 、

28/9年 の 講義 の 中 で若干 の 修正を被 り 、 超越 は有の理解 に よ っ て は 扱み尽 く さ れ な い と 主

張 さ れ る に 至 る （GA27,S.307・8 ,315） 。 し か し 勿論そ れ は 、 「世界 ー 内 － 有」 に は 「有 の 理

解」 以 外 の 諸契機 も 含 ま れ て い る と い う こ と だ け な の で あ っ て 、 有 の 理解が超越の本質契

機 で あ る こ と に 変 わ り は な い 。 公刊 さ れ た 29年 の 著作 に は 、 「有 の 理解 と い う 超 越 」

(KM,S.25） 「先行 的 な 有 の 理解 と い う 超越」 （KM,S.46） と い っ た 表現 も 見 出 さ れ る の で あ

る 。

(3） 世界企投 と 有論的差別

と こ ろ で20年代後半 の ハ イ デ ッ ガ ー は、 「世界の根本体制」 と し て Umwillen ［の た め に］

と い う こ と を考 え て い る J し か る にUmwillen はWille ［意志］ に よ っ て 、 後 者 は ま た 自

由 に よ っ て の み 内 的 に 可能 な ら し め ら れ る の だか ら 、 世界や世界へ と 向か う 現有の超越は、

自 由 に よ っ て規定 さ れ る こ と に な る 。 「 自 由 が あ る と こ ろ に の み、 そ こ に 一つ の Umwillen

が あ り 、 そ し て そ こ に の み世界が あ る 。 手短に言え ば、 現有の超越 と 自 由 と は 同一であ る リ

(GA26 ,S .238） そ れ ゆ え に こ そ 「 自 由 そ れ 自 身が超越す る 」 （GA26 ,S .253） と か、 「世界 へ の

超 出 は 自 由 そ れ 自 身 で あ る 」 （WM,S. 161) 等 と 言わ れ る の で あ る 。 「従 っ て 、 世 界 － 内 －

有そ れ 自 身が 自 由 に 他な ら な L 、」 （GA26 ,S.248） 。

そ れ で は世界 は、 現有の 自 由 に委ね ら れ て し ま う の だ ろ う か。 「 た だ 現 有 が 有 る 聞 に の

み、 す な わ ち 現有が実存す る 聞 に の み、 世界が あ る （es gibt） 」 （GA24 ,S.420） 。 な ぜ な ら

世界 は、 現有の 自 由 が 「企投」 す る も の だか ら で あ る 。 「現有 は 自 由 な 現 有 と し て 、 世 界

企投で あ る 」 （GA26 ,S .247） 。 こ の 「世界企投 （Weltentwurf）」 と い う 言葉 は、 特 に 「根拠

の本質 に つ い て」 や28年、 29/30年 の 諸講義 に 頻 出 す る の だ が、 そ れ は ま た 「 世 界 形 成

(Weltbildung) J と も 呼 ばれ る 。 「 《現有 は超越す る 》 と は 、 現有 が そ の 有 の 本質 に 於 い

て 世界形成的で あ る こ と を 謂 う 」 （WM,S. 157） 。 と り わ 1:129/30年の講義 は 、 「世界 と は 何

で あ る か」 と い う 聞 い に 答 え る た め の 「第三の道」 一一第一 の 道 は 「根拠の本質 に つ いて 」

に 於 け る 「歴史学的 な 道」、 第二の 道は 『有 と 時』 に 見 ら れ る 「人 聞 の 日 常 的 世 界 理 解 か

ら 出発 し て 人 聞 の 世界理解の も と に留 ま る 道」 ーーす な わ ち 「比較考察の 道」 に着手 し 、

以下の 「三つ の テ ー ゼ」 を掲 げ て い る 。 「 1 . 石 （物質的 な も の） は無世界的 で あ る 。 2 .

動物は世界貧困 的 で あ る 。 3 . 人聞 は世界形成的で あ る 」 （GA29/30,S.261・4） 。 そ し て こ

の 第三の テ ー ゼ は、 こ の 講義の 中 で以下の よ う に説明 さ れ て い る 。 「人 聞 に 於 け る 現有 は

世界 を 形成す る 、 す な わ ち 、 1 . 現有は世界を 制作す る （her叫ellen） 、 2 . 現 有 は 世界 に

つ い て の 一 つ の 像 （Bild） を 、 一つ の 景観 （Anblick） を 与 え る 、 現 有 は 世 界 を 描 出 す る
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(darstellen） 、 3 . 現有 は 世界 を 完成す る 、 現有 は 囲 む も の で あ り 、 包 み抱 く も の で あ る 」

(GA29/30,S .414） 。

こ の よ う な 「 自 由 な 形成」 （GA27,S .316） は、 28/9年 の 講義 で は 「遊戯 （Spiel) 」 の 名 を

も っ て 特徴づ け ら れ て い る （GA27,S.309-17） 。 「超越 と し て の、 超越論 的 な 遊戯 と し て の 世

界 ー 内 ー 有 は、 常 に 世界形成で あ る 」 （GA27,S.314） 。 ち な み に 27/8年の 講義 で は 、 「遊戯」

と は 「直前的 に あ る も の に束縛 さ れ て い な い」 （GA25 ,S. 130） と い う ほ ど の意味で あ る 。

有 る も の に は束縛 さ れず に 、 有論的地平 と し て の 世界 を 自 由 に 創造す る こ と一一27/8年

の講義や29年の 『 カ ン ト 書』 が 、 「 オ ン テ ィ シ ュ に 創 造 的 」 と い う こ と を 否定 し つ つ も

「オ ン ト ロ ー ギ ッ シ ュ に 創造的」 と い う こ と を 肯定 し た の も （GA25 ,S.417 , KM,S . 1 15 , 122 ,  

128） 、 お そ ら く は こ の意味 に 於 い て で あ ろ う 。 27/8年の 講義で は さ ら に 、 「純粋景 観 の 自

由 な 制 ー 作」 （GA25,S.415） 、 「 自 由 な 創作 （freie Dichtung） 」 「 自 由 な 創作能力」 （GA25,S .

417） に つ い て も 語 ら れ て い る 。

現有の 超越 は ま た 有の 理解 と し て、 有 る も の を超え て 有 に 到達す る 。 「我 々 は 有 る も の

を 超 出 し て 有 に 到達す る 」 (GA24 ,S.23） 。 か く し て 「有 と 有 る も の の 区 別 」 も ま た 、 「企

投」 と と も に 「生起」 （GA29/30 ,S .529,530） す る こ と に な ろ う 。 「有を理解す る こ と の 内 に

は 同時 に 、 有 と 有 る も の の 区 別 の 遂行が存 し て い る 。 有 は た だ、 現有が有 を 理解す る 場合

に の み あ る （es gibt） 」 （GA26 ,S . 199） 。 し か る に 「区別 す る こ と は 区別 さ れ た も の よ り 先」

(GA29/30 ,S.526） な の だ か ら 、 「現有 の 超越」 こ そ が 「 有 論 的 差 別 の 可 能 性 の 制 約 」

(GA27,  S .210） で あ り 、 「有論的差別 の根拠」 （WM,S. 133） な の で あ る 。

ハ イ デ ッ ガ ー は 「有 の体制の 企投」 （GA25 ,S.32 ,33 , GA27 ,S . 199） 、 あ る い は ま た 「有

の 企投 （Entwurf von Sein, Entwerfen von Sein, Seinsentwurf） 」 （GA27 ,S .205,206） に

つ い て さ え語 っ て い る 。 そ し て こ の よ う な 企投 を遂行す る の も 、 現有の超越以外の も の で

は あ り え な い。 「超越が有 る も の の 有の企投を遂行す る 」 （KM,S.212） 。 「 有 の 様 々 な 分節

は、 超 越 か ら 初 め て 発 源 す る 」 （GA26,S . 110） 。 か く し て 20年代後半 の ハ イ デ ッ ガ ー の

「超越論的哲学」 の構想か ら は、 有 も ま た現有の 自 由 に 委ね ら れ て し ま う こ と に な ろ う 。

「有 （有の体制） は ［…］ 現有の 自 由 に板差 し て い る 」 （WM,S .170） 。

(4） 根源的真性 と し て の超越一一総括

世界 は現有の 自 由 な 超 越 に よ っ て 企投 さ れ、 形成 さ れ る 。 言わ ば世界 は 、 主観の 自 由 か

ら 発源 す る の で あ る 。 「世界 そ れ 自 身 は た だ、 現 有 が 実 存 す る 限 り に 於 い て の み あ る

(es gibt） 。 し か し 、 そ れ で は 世界 は何かく主観的 な も の＞ で は な い だ ろ う か 。 そ の 通 り

で あ る ！ 」 （GA26,S.251-2） そ れ ゆ え 、 世界 は世界す る一一 「世界 は 決 し て 有 る の で は な く
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て 、 世界す る 」 （WM,S. 162）ーー と 言わ れ る に し て も 、 世界 は 決 し て 自 ずか ら 立 ち 現 れ る

の で は な い と 結論 し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 そ の よ う な 「世界」 を 離 れ て 、 我々 は 「有」

に つ い て 語 り う る の だ ろ う か、 す な わ ちーー も し 「世界」 が 「有の 理解 に 於 い て理解 さ れ

た 有」 な ら 一一我 々 は 理解 さ れ て い な い 「有」 に つ い て語 り う る の だ ろ う か。

こ の 間 い に 答え る た め に 、 我 々 は 「真性」 と 「世界」 と の 関係 に つ い て 、 少 し く 検討 し

て み る こ と に し よ う 。 ハ イ デ ッ ガ ー は 「根拠 の本質 に つ い て 」 の 中 で、 有 る も の が世界の

内 に 入 る こ と に よ っ て顕 わ な ら し め ら れ る こ と を 、 「世界入 り （Welteingang） 」 （WM,S.

157） と 呼ん で い る 。 こ の 問題 は 28年の講義の 中 で詳述 さ れ て お り 、 例 え ば そ こ で は 次 の よ

う に 言 わ れ て い る 。 「有 る も の は、 そ も そ も 知何な る 世界入 り も 生起 し な い 聞 は 、 端 的 に

覆蔵 さ れ て い る 。 従 っ て 真性を表す ギ リ シ ア 語 ア レ ー テ イ ア の 内 に は、 或 る 深 い 調察が

存 し て い る 。 有 る も の は、 ま ず第一 に 、 覆蔵性か ら 強奪 さ れ な け れ ば な ら な し 、」 （GA26,S .

281) 。 「有 る も の の 露関性」 を 可能な ら し め る の は、 「世界入 り 」 （GA26 ,S .249,280） な の で

あ る 。 し か る に 世界 は現有の 有 の 一規定 な の だ か ら 、 「世界入 り の 機 会 を 与 え る 」 の は

「現有」 （GA26 ,S .251） で あ る 。 「超越す る 現有が世界 ー 内 ー 有 と し て 、 そ の つ ど 事実 的 に 、

有 る も の に 世界入 り の 機会 を与え る 」 (Ibid .）一一一ち な み に 現有 の 有 の 意 味 が 「時性」 に

よ っ て規定 さ れ る の だ か ら 、 「有 る も の の 世界入 り は 、 端 的 に 原歴 史 で あ る 」 （GA26 ,S .

270） 。

そ れ ゆ え 「真性」 も ま た、 現有の超越 と 無関係で は あ り え な い と い う こ と に な る 。 「真

性 と い う 現象は現有の根本構造 と 、 現有の超越 と 連関 し て い る 」 （GA24,S .311） 。 既 に 24/

5年の講義で 「真性」 は、 「人間的現有そ れ 自 身の一つ の 有 の 規定」 （GA19 ,S.23. V gl .S . 17 ,  

69） と 述 べ ら れ て い た の だ が 、 27 年 や 28/9 年 の 講 義 で は 「 真 性 は 実 存 す る 」

(GA24,S.310,313,316,  GA27 ,S. 150, 153） と い う 表現 さ え 用 い ら れ て い る 。 「真性 は 実 存 す

る 。 従 っ て 真性そ れ 自 身 が、 現有の 有 り 方を有 し て い る 」 （GA27,S . 153） 。 そ し て そ れ は 、

世界 ー 内 － 有 と い う 現有 の 有 の 体制 の 内 で初 め て 有 る も の が顕 わ な ら し め ら れ、 有 の 理解

そ れ 自 身 が 「超越」 ＝ 「世界 ー 内 ー 有」 と い う 形 で の み遂行 さ れ る か ら で は な い だ ろ う か。

「真性 ー 内 ー 有 は 世界 ー 内 ー 有 に 属 し て い る 」 （GA27,S.370） 。 結 局 の と こ ろ 、 「真性」 も

ま た 「現有の 超越」 を 根拠 に し て の み可能 と い う こ と に な ろ う 。 「露関す る こ と と 露開 性、

す な わ ち真性は、 現有の 超越 に 基づ き 、 現有そ れ 自 身が実存す る 限 り に 於 い て の み実存す

る 」 （GA24 ,S .316） 。 か く し て 『 カ ン ト と 形而上学の 問題』 は 「超越 は根源的 真 性 で あ る 」

(KM,S .1 15） と 述べ る に 至 る の だ が、 こ れ は 「現有 の 開 示性」 を 「真 性 の 最 も 根源 的 な 現

象」 （SZ,S .220-1） と 呼ん だ 『有 と 時』 の考え を 、 超越論的哲学の言葉で 言 い 換 え た も の に

過 ぎ な い。
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そ れ ゆ え 既 に 明 ら か に な っ た の は、 「超越」 ＝ 「有 の理解」 ＝ 「世 界 ・ 内 ー 有」 に 掛 か

ら な い よ う な 「有 る も の」 や 「有」 は、 隠れ た ま ま だ と い う こ と で あ る 。 我 々 は そ の よ う

な 「有」 に つ い て 、 な お も 語 り う る の だ ろ う か。 24/5年の講義の 自 筆 原 稿 に は 、 「 有 に は

有の理解が属す る 」 （GA19,S.482） と の 欄外書 き 込 み が加 え ら れ て い る 。 こ の よ う な 考 え

か ら は、 有の理解 を 離れ た 有 に つ い て 語 る こ と 自 体、 無意味 と な る 。 「 有 は た だ 有 の 理解

が、 す な わ ち 現有が実存す る 場合 に の み あ る （es gibt） 」 （GA24,S .26） 。 「 有 は 一一 有 る も

の で は な く 一一真性が有 る 限 り に 於 い て の み ｛ あ る （es gibt） ｝ 。 そ し て 真性 は 現 有 が 有

る 限 り に 於 い て の み、 そ の 聞 の み 有 る 」 （SZ,S.230） 。 28年 の 講義 は こ の 問 題 を 、 以 下 の

「三つ の テ ー ゼ」 に よ っ て 簡 潔 に 整理 し て い る 。 「 1 . 有 る も の は そ れ 自 身 に 於 い て 、 た と

え 例 え ば現有が実存 し て い な く て も 、 そ れ が そ れ で有 り ・ そ の よ う に 有 る が ま ま の 有 る も

の で あ る 。 ／ 2 . 有 はく有 る 〉 の で は な く 、 有 は た だ現有が実存す る 限 り に 於 い て の み あ

る （es gibt） 。 一一実存の本質の 内 に は、 超越が、 す な わ ち 世界 内 部 的 な 有 る も の へ ・ そ

の も と に ・ 有 る こ と す べ て の 以 前 に 、 ま た そ の よ う に 有 る こ と すべ て の た め に 、 世界 を 与

え る こ と が、 存 し て い る 。 ／ 3 . 実存す る 現有が 自 己 自 身 に 何か有の よ う な も の を 与 え る

限 り に 於 い て の み、 有 る も の は そ の 即 ー 自 に 於 い て 自 ら を 告知 し う る 、 す な わ ち 、 同 時 に

そ も そ も 第一の テ ー ゼが理解 さ れ認識 さ れ う る J (GA26 ,S .194・5） 。 か く し て 「有」 は 、

「超越」 （ ＝ 世界 － 内 ー 有） 抜 き に は 語 り え な い。 「有 る も の」 で さ え 現 有 の 超 越 に 基 づ い

て、 現有の実存以 前 に も あ り え た と 回顧的 に 措定な い し 想定 さ れ う る だ け な の で あ る 。

本章 を 総括す る に 、 世界 は 自 ずか ら 立 ち現れ る の で は な く 、 ま た世界 を 離 れ て は 「立 ち

現れ」 を 云 々 し う る ど こ ろ か、 そ も そ も 「有」 に つ い て さ え語 り え な い と い う こ と に な る 。

第三章 ： 世界 と 自 然一一自 ら を隠す も の の真性の問題

( 1 ） 世界 ・ 世界内部性 と 自 然

「 自 然」 の 問題 に 戻 ろ う 。 『有 と 時』 で見 ら れ た三つ の 意味 で の 自 然 は 、 本 当 に 自 ず か

ら な る も の と し て 立 ち 現れ う る の だ ろ う か。 も し 『有 と 時』 の発言を そ の ま ま に 受 け 取 る

な ら 、 三つ の意味で の 自 然 は い ず れ も 世界内部的 な 有 る も の と み な さ れ て い る の だ か ら 、

そ れ ら は す べ て 自 ずか ら は 立 ち 現れ え な い と い う こ と に な る 。 な ぜ な ら 世界 内 部 的 な も の

の発見を可能な ら し め る 「世界」 そ れ 自 身 が、 自 ずか ら は立 ち 現れ え な いの だか ら で あ る 。

し か し 、 世界を離れ て 自 然が立 ち 現れ る 可能性は、 残 さ れ て い な い の だ ろ う か。

（ ［· · · ］ 手許 に あ る も の に は必然的 に 真性が帰属す る 。 端的 に直前的 に あ る も の に は真性

は 帰属 し う る が、 し か し 帰属 し な け れ ば な ら ぬ と い う こ と は な い 」 （GA27,S . 1 12 . Vgl .S .  

1 1 1 , 149） 。 実際、 人間 的現有の 企投す る 世界を離れて 「手許 に あ る も の 」 （道具） に つ い
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て 語 る の は、 奇妙 な こ と だ ろ う 。 そ れ ゆ え 『有 と 時』 で見た第二の意味で の 自 然、 す な わ

ち 道具 と 共 に 出 会 わ れ ・ そ れ 自 身道具的 に発見 さ れ る 自 然 は、 世界 内 部 で し か露呈 さ れ な

い と い う こ と に な る 一一そ れ は 自 ずか ら は立 ち現れ え な い の で あ る 。 だ が 「端的 に直前的

に あ る も の」、 す な わ ち 第一の意味 で の 自 然の場合は ど う だ ろ う か。

真性の 光 に 浴 さ な L 、Vorhandenesは、 非真性の 閣 の 中 に 潜ん で い る の だ ろ う か。 し か し

現有が実存 し 始 め る 以前 に は 「真性 も 偽性 も な L 、」 （GA24 ,S.313. V gl .SZ,S .226・7） と い う

の が、 ハ イ デ ッ ガ ー の 基本 的 な 立場な の で あ る 。 「真性 は た だ、 現有が実存す る 聞 に の み、

く与え ら れ て ＞ あ る （es >gibt＜） 。 し か し 有 る も の の覆蔵性、 非真性 も ま た 、 現 有 が 実 存

す る 限 り に 於 い て の み あ る （es gibt）」 （GA28,S.360） 。 そ れ で は真性 ・ 非 真 性以 前 の 「 自

然」 に つ い て 、 我 々 は な お も 何 か を語 り う る の だ ろ う か。 「知何な る 現有 も 実存 し な い な

ら 、 如何な る 真性 も ま た な い が、 し か し 非真性 も ま た な L 、。 そ の 場合 に あ る の は絶対的 な

夜で あ り 、 そ こ で は ヘ ー ゲ ル の 言 う よ う に 、 全て の雌牛が黒 く 、 そ れ ど こ ろ か正確 に 見 れ

ば、 そ の よ う な こ と さ え可能で は な L 、」 （GA27 8. 153） 。 さ ら にハ イ デ ッ ガ ー は 、 「 あ ら ゆ

る 時聞 が本質 的 に 現有 に 属 す 限 り に 於 い て 、 自 然時 間 な ど な い。 と こ ろ で し か し 、 世界時

間 は あ る 」 （GA24 ,S.370） と も 述べて い る が、 こ こ で の 「 自 然」 が 「世界」 の 外 で 考 え ら

れ た 自 然 で あ る こ と は、 論 を 倹た な L 、。 そ れ ゆ え こ の よ う な 自 然 は 、 そ れ に つ い て は 「時」

を語 る こ と さ え 出来 な い よ う な 真暗閣の夜で し か な く 、 せ い ぜ い の と こ ろ 我 々 は 、 28年の

講義の 「三つ の テ ー ゼ」 に あ っ た よ う に 、 そ れ を 回顧 的 に 措定な い し 想定す る こ と は 出 来

る か も し れ な い が、 し か し そ れ を 自 ず か ら 立 ち 現れ る も の と み な す こ と は 出 来な い の で あ

る 。

第三 の 、 根源的 な 意味で の 自 然 に つ い て 考察す る 前 に 、 な ぜ ハ イ デ ッ ガ ー の 開 示性 （真

性） 論か ら は 自 ずか ら な る 立 ち現れが帰結 し え な い の か に つ い て、 若干の コ メ ン ト を加 え

て お く こ と に し た い。 こ こ で興味深 い の は、 29年 の講義の 中 の 彼 の へ ー ゲ ル批判 で あ る 。

つ ま り へ ー ゲ ル は 「制 限」 6 に つ い て知 る こ と は 既 に 制 限 を 超 え て 有 る こ と を意味す る と し

て 、 人間理性 の 有限性を説 く 学説を批判 し た の で あ る が、 し か し ハ イ デ ッ ガ ー に よ れ ば 、

「超え て ー 知 る こ と （Hinaus-wissen） 」 は 決 し て 「超え て 有 る こ と （hinaussein） 」 で は な い

の だ と い う （GA28,S .264 . Vgl .S.339-40） 。 超越 の有は、 決 し て超越 の 行先 の 有 で は な い 。

も し 「知 る 」 と い う こ と を 開示性のーっ と み な し う る の で あ れ ば、 こ の よ う な 超越 と い う

仕方で 開示す る も の は、 決 し て 開示 さ れ る も の と 同一で は あ り え な い。 問題は、 世界や 世

界 内 部 的 な も の の 立 ち 現れが、 そ の生殺与奪の権を現有 に 握 ら れ た ま ま に な っ て い る と い

う こ と な の で あ っ て、 顕 わ な ら し め る も の と 顕わ な ら し め ら れ る も の と の 聞 に 区 別 が存続

す る 限 り 、 自 ずか ら な る 立 ち 現れ が不可能 と な る の も 、 理の 当 然 な の で あ る 。
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「理解 し え な い も の を そ の理解不可能性 に 於 い て ラ デ イ カ ル に そ の ま ま に し て お く と い

う 、 ま さ に そ の こ と に よ っ て、 理解 し え な い も の を ま さ し く 理解 し う る と い う こ と が、 現

象学的理解 の 固有性 な の だ」 （GA60,S. 131） と 若 き ハ イ デ ッ ガ ー は言 う 。 そ れ で は 我 々 は 、

理解 ＝ 企投 と は 別 の 仕方で、 自 然 の 開示 の 可能性を 見 出 す こ と が で き る の だ ろ う か。

(2 )  情態性 と 自 然

第三の 意味で の 自 然 は 、 有 る も の の た だ 中 で 自 ら を情態的 に 見 出 し て い る 現有 の そ の つ

ど の 気分 に 於 い て 顕 わ と な る 。 と こ ろ で有 る も の 全体 を主題 と す る 問題構成 は 、 28年 の 講

義 で は 「 メ ト ン ト ロ ギ ー （Metontologie） 」 7 の名 で 呼 ば れ、 独 自 の 扱 い を 受 け て い る 。

す な わ ち 、 有が理解の 内 に あ る と い う 可能性 は 「現有の 事実的実存」 を 前提 し て お り 、

後者 は ま た 「 自 然 の事実的直前有」 を前提 し て い る 。 そ こ で 「有 る も の 全体」 を 主題 と す

る 固有 の 問題構成が、 必要 と な っ て く る の で あ る 。 こ の 新 し い 問 い設定 は有論そ れ 自 身 の

本質の 内 に 存 し 、 有論の 「転換 CUmschlag， メ タ ボ レ ー） 」 か ら 生ず る の で、 こ の 問 題 構

成 は 「 メ ト ン ト ロ ギー」 一一強 い て 訳 せ ば 「換有論」 く ら L 、 かーーと 表記 さ れ る 。 た だ し

そ れ は、 実証諸学の 諸成果を総括 し た だ け の 「概括的 な 有 る も の 論」 で は な い。 メ ト ン ト

ロ ギー は ラ デ ィ カ ル な 有論的 問題構成 に 基づ い て の み、 そ の パ ー ス ペ ク テ ィ ヴの 内で の み、

可能な の で あ る 。 基礎的有論を ラ デ ィ カ ル化す る こ と に よ っ て 、 有論 そ れ 自 身か ら 有論 の

転換が駆 り 出 さ れ て く る 。 有 を 有 る も の の 有 と し て思惟 し 、 有 の 問題を ラ デ ィ カ ル に 普遍

的 に 捉 え る こ と は 、 同 時 に 、 有 る も の を そ の 全体性 に 於 い て 「有論 の 光 に 照 ら し て J 主題

化す る こ と を意味す る の で あ る 。 基礎的有論 は 「現有の 分析論」 と 「有 の テ ン ポ ラ リ テ ー

ト の分析論」 の 二つ か ら 成 る が、 し か し 後者は 同 時 に 、 そ こ に 於 い て 「有論」 そ れ 自 身 が

「形而上学的 な 有 る も の論 （die metaphysische Ontik） 」 へ と 表明 的 に 帰行す る よ う な 「転

回 （Kehre）」 な の で あ る 。 そ し て基礎的有論 と メ ト ン ト ロ ギ ー と が統一 し て、 「形而上学」

の 概念 を 形成す る こ と に な る の だ と い う （GA26 ,S. 199-202） 。

し か し こ の よ う な 「 メ ト ン ト ロ ギー」 の構想 に は、 有 る も の は 有 を 超越論 的 に前提 し 、

有 は 有 の 理解 を 条件 と す る が、 し か し有の理解は有 る も の を前提す る と い う 、 一種の 根拠

づ け上 の 悪循環が存 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 そ し て も し 「有 る も の 全体」 が 「有論 の 光

に 照 ら し て」 し か主題化 さ れ な い の な ら 、 こ の こ と 自 体 は 前期ハ イ デ ッ ガ ー の 「超越論的

哲学」 の 構想 に 何 ら 変更 を 加 え る も の で は な い。 だ が 「有」 や 「有の理解」 に よ っ て媒介

さ れ な い 「有 る も の 全体」 と し て の 「 自 然」 の 開示 が あ る と す れ ば、 ど う だ ろ う か。

「我 々 は 実際、 有論的 に 原則 的 に 、 世界 の 第一次的発見 を 《単 な る 気分》 に 委 ね な け れ

ば な ら な L 、」 （SZ,S . 138） と 『有 と 時J は言 う 。 「気分」 す な わ ち 情態 性 に よ っ て 発 見 さ れ
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る 「世界」 は 、 有 の 理解や企投、 つ ま り は超越 な い し 脱 自 に よ っ て 発見 さ れ る 「世界」 と 、

別物で あ り う る だ ろ う か。 「そ れ に 関 し て不安が不安 に な る と こ ろ の も の は 、 そ れ に 面 し

て 不安が不安 に な る と こ ろ の も の と し て、 す な わ ち 世界 ー 内 ー 有 と し て 露関 さ れ る 。 不安

の 何 に 面 し て と 不安 の 何 に 関 し て と の 自 向性 は そ の う え、 不安 に な る こ と そ れ 自 身 に ま で

及ん で い る 。 な ぜ な ら 後者 は情態性 と し て、 世界 ー 内 R 有の一つ の 根本仕方だか ら で あ る 。

開示す る こ と と 開示 さ れ た も の と の 実存論的 自 向性、 し か も 開示 さ れ た も の に 於 い て 世界

が世界 と し て 、 内 F 有が個別化 さ れ た、 純粋な 、 被投的 な 有 り う る こ と と し て 開示 さ れ る

と い う よ う な 実存論的 自 向性 に よ っ て 、 次の こ と が判 明 と な る 、 す な わ ち 不安 と い う 現象

を も っ て、 一つ の 卓抜 な る 情態性が解釈の主題 と な っ た と い う こ と で あ る 」 （SZ,S . 188） 。

「何 に 面 し て」 と 「何 に 閲 し て」 と 「そ れ 自 身」 と の 自 向性 に よ っ て、 「根本情態性」 （SZ,

S . 189） と し て の 「不安」 は 、 実質的 に は 「脱 自 」 「超越」 の 構造 を 打 ち 破 っ て い る の だ ろ

う か。 そ し て 『有 と 時』 で 「不安の何 に 面 し て」 が、 或 る と き に は 「世界 ー 内 有」 （SZ,

S . 186） と 言わ れ、 或 る と き に は 「世界 と し て の世界」 （SZ,S. 187） と 言わ れ て い る と い う 暖

昧 さ は、 実 は 「世界」 と 「世界 内 ー 有」 と の無差別 を示唆 し て い る の で は な い だ ろ う か。

そ う で な い こ と は、 ハ イ デ ッ ガ ー 自 身 が認め て い る 。 「不安 の 何 に 面 し て 」 は 「被投 的

な 世界 ー 内 一 有」 で あ り 、 「不安の 何 に 関 し て」 は 「世界 一 内 に ー 有 り ー う る こ と 」 （SZ,S .

191） な の で あ っ て 、 そ こ に は被投性 と 企投 と の 区別 が存 し て い る の で あ る 。 別 の 箇所 で は

と の 「溶 け 合 い （verschmelzen） 」 （SZ,S .343） や

「融合 （Fusion） 」 （GA20,S.405） と い う 考え が、 は っ き り 否定 さ れて い る 。 従 っ て 「 開 示 す

る こ と 」 と 「開示 さ れ た も の」 と の 聞 の差異を一掃す る こ と に よ っ て 「世界」 が、 あ る い

「何 に 関 し て 」と不安の 「何 に 面 し て」

は 「有 る も の 全体」 が、 あ る い は 「 自 然」 が、 情態性な い し 気分の 内 に 自 ずか ら 立 ち 現 れ

る と い う 可能性を 見 出 す こ と は、 20年代後半の ハ イ デ ッ ガ ー の 有論 に は、 到底望 む べ く も

な い の で あ る 。

か く し て 自 然 は 自 ら を 隠す。 そ し て こ こ で は 自 ら を 隠す こ と は 自 ら を顕わ す こ と へ の 反

動 な い し反衝 と し て し か理解 さ れ て い な い の で あ っ て、 自 ら を 隠す こ と そ れ 自 身 の 独 自 の

顕 れ の 可能性 に つ い て は、 何の言及 も な さ れ て い な い

代 の ハ イ デ ッ ガ ー に 於 い て も 変わ り な い。 我 々 は次稿で そ れ を、 特 に 『芸術作 品 の 根源』

に 見 ら れ る 「世界 と 大地 の 闘 L 、」 と い う 考え を考察す る こ と に よ っ て、 示 し て ゆ き た い と

思 う 。

(1999 .9 . 1) 
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