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ハ イデ ガ ー の存在の 思索に お ける ピ ュ シ ス概念

上　田　圭委子

は じ め に

　近 代 に お け る 「自然」の 概念 は， 「人 間」 ある い は 人 間の 「技術 」 に 対

立 す る概 念 と して 扱 われ る こ とが 多い ． しか し，そ の 場合 ，そ もそ も「自然」

とは何 で あ り， 「技術」 と は何で あるの かが ，熟慮 され た うえで な けれ ば，

そ こ で 論 じられ る事柄 は
，

どこ まで も曖昧 なもの に留 まる で あろ う． 近代

の 「技術 」の 問題 を視 野 に入れつ つ
， 「自然」 とは何で ある の か を， 古代

ギ リシ ア の ピ ュ シ ス と して の 存在概念 に まで さか の ぼ っ て 考察 した の が，

ハ イデ ガー で あ っ た．

　ハ イ デ ガ ー は， その 後期 の 技術論 に お い て ， 「お の ずか ら顕現 して い る

もの （das　Sichentbergende）」 と して の 「自然 」 を， もっ ぱ ら 「ガ ソ リ

ン ス タ ン ド」 の よ うに ， つ ま りは 単 な る 「エ ネル ギ ー源」 と して の み 見

て ， 「調 達資源 と して 役 立 て 調 達 す る こ と （als 　Bestand 　zu 　bestellen）」

の うちへ と 「人 間を取 り集め る 」，「強要す る 要求 （der　herausfordernde

Anspruch ）」 こ そが
， 原子力時代 の 「近代技術」 の 本質で ある と見て ， こ

れ を 「巨大 一収奪機構 （Ge −stell ）」 と呼ん だ
1
， 本来は人 間の ため に人 間

が 生 み 出 したは ず の 技術 も， 近代 に おい て は ，
一

旦 ， そ の 内 に 巻 き込 まれ

た 人 間が ，それ を推 し進め る こ とが 自分た ちの た め にな らない と気づ い た

と して も，その 強要 を押 しと どめ る こ とが もはや 困難 とな っ て しまっ て い

1　 Vgl．　Martin　Heidegger．　Vortrdge　und 　Aufsatze，　Klett・Cotta，1954 ，10．　Au 乱，2004 ，　S．23．

　 お よ び Vgl，　Martin　Heidegger，　Gelassenheit，　Klett・Cotta，1959，14．　Aufl．，　2008，　S．18．な

　 お，Ge・stell お よ び Bestand，　bestellen とい っ たハ イデ ガ ーの 独 自の 言葉遣 い に つ い て は，

　 さ まざまな 訳語が あ る が ，こ こ で は ，渡邊 二 郎 の 提案 に 従 っ た．
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る よ うな， 巨大 な収奪機構 と化 してい る とい う事態が ， こ こ で指摘 され た

の だ とい え よ う， そ して そ こ には常に，収奪され用 立 て られ る こ とを， た

だ黙 っ て 許容 しつ つ ，近代技術 の 成立 を可 能化 して い る ， よ り根源 的 な も

の で ある はず の 「自然」 の 「存 在」が ， まっ た く忘却 され る とい う 「危

険」が 伏在する とハ イデ ガ ー
は見て い た， こ うした ハ イデ ガ ーの 技術論に

は ， こ れ まで も比 較的大 きな関心 が寄せ られ 続けて きた もの の ，存在論的

に技術の 根源に位置する ハ イデ ガ ー
の 自然に つ い て の 思索は，その 主著『存

在 と時 間』 に 自然 に つ い て の 記 述 が 少 な い こ と もあ り， 近年 に 至 る まで あ

ま り注 目され て こ なか っ た
2
， しか し なが ら

， 今世紀 に な り，
ア リス トテ

レス 『自然学』 の 現象学的解釈 を含 む，初期 フ ライブ ル ク期 の 講義が 全集

で 出揃い 始め る と と もに， それ らを踏 ま えた研究が ，可能とな っ て きた
3
，

そ こ で 本稿で は， ハ イデ ガ ー の 存在の 思 索の 道全体 を視野 に 入 れ つ つ ， そ

の 自然， すなわ ち ピ ュ シス 概念 の 変遷 を概観する と ともに
， 内実 を 出来 る

限 り明 らか に す る こ と を試み た い ，

　私 た ち は， は じめ に 初期 フ ラ イブ ル ク期の ハ イデ ガ ー に お ける ア リ ス ト

テ レ ス の 現 象学 的 な解釈 を取 り上 げ， 「見 る こ と」 を欲 す る 人 間 の 自然本

性 的 な生 の 動 きを も含 む， 事実 的 な生 の 運 動の 原 理 と して の 「ピ ュ シ ス 」

に つ い て の ハ イ デ ガ ー
の 解釈 を見 る （第 1 節）． 続い て 主 著 「存在 と時 間』

（1927 ） に お ける 「自然 」に つ い て の ハ イデ ガ ー
の 記述 と ピ ュ シ ス の 関係

を検討 し（第 2 節）， その うえで
， 後期 ハ イ デ ガ ー に お ける フ ォ ア ソ ク ラ テ ィ

ケル お よびア リス トテ レス 解釈 を通 して 語 られる存在 と して の ピ ュ シ ス 概

念 の 内実 を明 らか に したい （第 3 節 ・第 4 節）．

2　 こ の 点に つ い て は，先行研 究の ひ とつ で ある．的場哲朗 「自然 をめ ぐっ て一 ハ イデ ッ ガー

　 の 自然論一 」（「ハ イ デ ッ ガーを学ぶ 人 の た め に』世界思 想社 1994 年，188−207 頁所収〉

　 を参照 ．

3　 初期 フ ラ イ ブ ル ク期 の 講 義を視野 に い れ て ハ イ デ ガー
の 自然概念を論 じた 数少な い 先行研

　 究の うち の 代表的な もの として は，齋藤元紀 『存在の解釈学』法政大学出版局，2012 年が

　 ある，齋藤元紀は，そ の 最終章 「自然の解釈学」に お い て ，初期か ら中期に わた る 自然 を

　 め ぐるハ イデ ガ ー
の 思想 を，「自然の解釈学」と して 捉えなお し つ つ ，詳細に 論 じて い る．

　 本稿 は，こ れ に対 して ハ イデ ガ ー
の 現象学的見方に重点を置い て論 じる とい う点で ，立場

　 を異 に す るが．そ の 強靭な思索か らは多 くを学ばせ て い ただい た．記 して 感謝 したい ．
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第 1 節　初期 フ ラ イブ ル ク期の ア リス トテ レ ス の

　　　現象学的解釈における ピ ュ シ ス 概念

　 ハ イデ ガー は， 1921 ・22 年冬学期 の 『ア リス トテ レ ス の 現 象学 的解釈

／現 象学 的研 究入 門』講 義
4
を， 「哲学す る こ と」 と は如何 な る こ とか を

問 うこ とか ら開始す る． ハ イデ ガ ー
に と っ て 「哲学は ， 生そ れ 自身の ひ と

つ の 根本様式」（GA61 ，80）で あ る． した が っ て ，哲学する人 間 の 現事実

的な生 の 次元 を飛 び越 え て 「理論 的な態度」か ら出発す る こ とは， 誠実な

学的探 究の 態 度 とは い えな い こ とに な る ． したが っ て ハ イ デ ガ ー は， 「哲

学す る こ と」 を根本 か ら捉 える た め に
， 「理論 的な態度」 の 成立 を支える

現事実 的な生 の 次元 における ，対 象へ と向か う認識 の ふ る まい を現象学 的

に 明 らか に する こ とか ら出発 す る の で あ る ．

　 こ う した姿勢 は ， 続 く 1922 年夏学期以降の ア リス トテ レス の 現 象学 的

解釈
5
にお い て も維持 され る ，そ こで は ， ア リス トテ レス 存在論の 現象学

的解釈が 試み られ る の だが ， 存在論の 基礎 と して まず見 出され なけれ ばな

らない もの は ，存在そ の もの へ と関わ り，存在論の 探究 を遂行 しよ うとす

る現事実 的 な生 にお け る認 識 の あ りか た で ある ， こ れ を明 らか にす る た め

に， ハ イデ ガー は
， 「形而上学』 冒頭 の 部分か ら解釈 を開始す る ．

A 　事実的な生の 運動性としての人 間の認識の現象学的解釈と人 間の ピュ シス

　 ア リス トテ レ ス の 『形 而 上 学』A 巻 冒頭 箇 所 は， 「す べ て の 人 問 た ち

は， ピ ュ シ ス に よ っ て 知 る こ と を欲す る （n 凌VT ε⊆ 伽 θQω π OL τ0 わ εLδ歪V α L

6gEγov τα t （pOσ EL ．）」 （980a21） と直訳 で きる， こ れ をハ イデ ガ ー は 「見

る こ と に お け る 生 〔見 る こ とが で きる もの にお い て 明 らか に な る こ と〕

へ の 欲求は ， 人 問が い か に 在る か 〔（存在 の ）存在 と して の 時熟の 仕方

seinshafte 　Zeitigungsweise （des　Seins）〕を共 に形成 して い る と こ ろの 或

4　 Vgl ．　Martin 　Heidegger ，　Gesamtausgabe ，　Bd ．61，　Vittorio　Klostermann ，1994 ．以 下，こ の

　 書物 か ら の 引用 を 含 む ハ イ デ ガー全集か ら の 引用 は，（GA 巻 数 頁数） に よ っ て 示す．

5　 Vgl．　Martin　Heidegger
，
　Gesamtausgabe

，
　Bd ．62

，
　Vittorio　Klostermann

，
2005 ．　Martin

　 Heidegger
，
　Gesamtausgabe

，
　Bd ．19

，
　Vittorio　Klostermann

、 1992
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る もの で ある」（GA62 ，
17）と敷衍 しつ つ 訳 す

6
． ア リス トテ レ ス にお け る

ピ ュ シ ス とい う語 は
， 最終的 に は 観想的 ・

理 論的認識 へ と至 りうる人 間の

認識の 動きをも含む， さまざまな生 ある もの の 運動 の 原理 と して
一 義的 に

理解す る こ とが可能 な もの で あ っ た． こ うした見通 しの 上に立 っ て， ハ イ

デ ガー は
， 『形而上 学』冒頭箇所に つ い て ，すべ て の 人 聞の ピ ュ シ ス に よ る，

すな わ ち生 まれつ き持 つ 「認識 を欲する」とい うあり方が ，人間の 生の 「い

か にある か」 を形成 して い る もの で ある と言 われ て い るの だ と解釈 したの

で ある ． こ の 人 間の 生 に お け る ピ ュ シ ス に よ る 「見 る こ と」へ の 欲求 こ そ

が 「存在 と して の 存在 の 第
一

の 原 因」
7
を捉 え よ うとす る 『形而上 学』 が

そ もそ も生 じうる ため の 基礎で ある こ とを， ハ イデ ガー は， ア リス トテ レ

ス とと もに 見て 取 っ て い る とい え よ う，そ の うえで ハ イデ ガ ー は， ア リス

トテ レ ス が こ の 箇所で い わ ば現 象学的 に探究方法へ の 反省 を行 っ て い るの

だ と捉 えて い るの で ある
S
．続 く箇所で ア リス トテ レス は 「本来的 な了解

（σ o （ρux ）」 の 何 た るか を感覚認 識 か ら， 経験 に よる認識 ，技術的認識 ，理

論的認識 と，生 にお け る よ り高度な認識 へ と進みつ つ 把握 しよう とす る
9
．

6　こ こ で 「ピ ュ シ ス に よ っ て 甲Oσ εし」が 意味す る の は，自然本性 に よ っ て ，と い う こ と，す

　　な わち自ずか ら そ の よ うに然 ら しめ ら れ た ，そ れ ぞ れ の 固有 の 本性に よ っ て ，とい うこ と

　 で あ ろ う．ア リ ス トテ レ ス に お い て は ，すで に，こ の よ うな そ れ ぞ れ の 生 ある もの に そ れ

　 ぞれ に 固 有 の 本性 を与え，そ の 固有の あ り方の 実現を生 の 運動 の 中で展開 し て ゆ くこ とが

　 で きる よ うに す る，そ うした働 きと して の ピ ュ シ ス が，予 め 把握 されT 保持 され て い る と

　 い っ て よ い （VgL 　GA62
，
　IU

，
269 ）．そ し て，人 間 の 魂 の 働きもまた ，こ う した ピ ュ シ ス に

　　よ る 運動 の
一

部 で あ る と考えら れ て い る の で あ る （Vgl，
　GA62

，
333）．中畑正志 は ，ア リ ス

　　トテ レ ス に とっ て は，「魂の 探究は．自然学 に類比的な もの で はなく．自然学の
一

部を構成

　 する もの 」で あり 「魂の 活動は，栄養摂取や 運動だけで な く知覚や思考 も含め て，ア リ ス

　　トテ レ ス 的な意味で の 自然的な もの」で ある として い る ，（『魂の変容』岩波書店 2011 年，

　 30 頁を参照，）

7　 ア リ ス トテ レ ス 『形 而上学』 （上）岩波文庫 （1959 年第 1刷），2000 年第 45 刷，出隆訳，

　　112頁参照．

8　 初期 フ ラ イブ ル ク期 の ハ イデ ガー
に おける現象学の 理念は，1920 ・21 年冬学期 の 講義 に お

　　い て 形式的 に 告示 され て い る，それ に よれば 「現 象」 とは 「経験 され て い る もの 」 の 「根

　 源的 な 「何』」と 「そ の うちで それが経験 されて い る と こ ろ の 根源 的な 『い か に 』」と い う「関

　 係」 と 「そ の 関係が遂行 され て い る と こ ろ の 根 源的な 「い か に 』」 とい う 「三 つ の 意味方向

　　に したが っ た意味全体性」であ り 「現象学」とは 「こ の 意味全体性の 解明」で ある （GA60，

　 63）．

9　 ハ イデ ガ ー
は，ア リ ス トテ レ ス が 「本来的 な了解」を，なにか 「将来的な理 想」 とい っ た

　 形 で 措定 して い るの で はな く，「彼が事実 的 に 知 っ て お り，そ の うちで彼自身が生 きて い る」

　　とこ ろ の 「了解」 の うちの ，「その 固有 の 意味に従 っ て，それを超えて よ り高次の もの が措

　 定 されえな い ような」「そ の うちで 最高 の 了解」 と して考えて い る の だ と解釈する （GA62 ，

　 98 ＞．
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こ の 段階 的 な認識 の 進展 を，

ハ イデ ガ ー は 「見 や る こ と Hinsehen」 の

現 象学 的構造 と して捉 え，生 の 気遣い の な か で ， 「『よ り多 く （μaλλov ）』

見 る こ と」 へ と 「ピ ュ シ ス （φbσ ng）」 に よ っ て 欲す る 生 の 運動 つ ま り

は
，

よ り高次の 仕方で 認識 しよ うとす る動 きの 形式的秩序 と して 解釈 して

ゆ く．

　 こ の 解 釈を通 して ， ハ イデ ガー は， 「理 論的認識」が ， ア リス トテ レス

の哲学 の 枠組 み か らすれば， 人間の 「もっ と見 たい 」 とい う要求に よ っ て

生 じる 運 動の 秩序の 中の 最高の 段 階で あ り， こ の 哲学 とい う認識 の 最高の

認識 の 段階 とは， 哲学それ 自体 をも含む生 の 営み 全体が それ に よ っ て 動か

され て い る とこ ろ の
，

ピ ュ シ ス の 原理 を観取 し言葉へ と齎そ うとす る とこ

ろ に成立 す る もの で ある こ とを示 そ うと して い る とい えよ う， ハ イデ ガ ー

は，「こ こ で は ，は じめ に 理 論的 に解明 され た土 台⊥ すな わ ち 「人 間の ピュ

シ ス （φbσ L9　CtvθQ（bπ ov ）が 告知され るの で あ り， その 土台に お い て ，考

察が 成立 して い る 」 （GA62 ，
111） と して い る， こ う した 「もっ と」見 る

こ とを欲せ ずに は い られ ない 「人問の ピ ュ シ ス 」 こ そ は ，初期 の ア リス ト

テ レス 解釈全体
1°

の 成果 と して 稔 っ た 主著 『存在 と時間』 （1927）
11

に お

い て ， 現存 在の 気遣 い とそ の 「開示 性 」 （SZ220） と して 解 明 され る こ と

に なる もの で ある．

B 人間の 認 識の 運動 の 最 高の あ り方 と し ての 「観照」 と ， 「神 的なもの 」

　 と しての ピ ュ シ ス

　 さて ， 「も っ と 」見た い とい う人 間の ピ ュ シ ス に よる 認識衝 動 に よる 認

識 の うちで も， ア リス トテ レ ス に お い て は最高の 認識 と され る 「理論 的認

識 （観照）eεCVQ ［（x」 は， 「自らが 自身の 主 人 で ある ような」 自足的 な 「あ

り方 」で あ りT 「そ の 運 動性 は T 自ら 自身か ら規定 され ， 遂行 され て い

る」（GA62 ，
97）． こ うした あり方は， わ が 身を敵か ら守 っ た り， 食欲 な

どの 生 きるた め の 欲を満 た した りす る た め に 五 感 と身体の すべ て を自己以

10 『存在 と時 間』に 至 るまで の 講義 で ，ア リス トテ レ ス 解釈 を扱 っ た もの と して は，本文で 言

　 及 した もの の 他に，特に ハ イ デ ガ ー
全集第 18 巻 第 19 巻 第 21 巻 を参照 ．

11Vgl ，　Martin　Heidegger，　Sein　und 　Zeit，　Max　Niemeyer，1927，17．　Aufl．，1993．以下，こ の

　 書物か らの 引用 は，（SZ頁数）におい て 示す．
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外の もの の 要求に 応 じて 働か せ ざる を得ない よ うな， 「緊急性や 事実 的な

立 場 の 諸要 求の 奴隷」で あ る 通常 の 人 間 の あ り方と比 べ て ， 「神的な もの

θεiov」 （GA62 ， 97・98）で ある とされ る
12
．

　ハ イデ ガー は ，ア リス トテ レス の 「神 的 な もの （eεiov）とい う概 念」が
，

「純粋 に ピ ュ シ ス （（ρOσ L9 ）の 問題 ， つ ま りは ピ ュ シ ス に お ける根本規定

で あ る運動性 （κ Cvησ t⊆）か ら生 じて きた もの 」（GA62 ，
99）で ある と指

摘する． そ の うえで ， 『形而上 学』 A 巻お よび 0 巻 に お い て ，運動の 原理

と して 「実体が 現 実態 （ivi｛？γεL（x） で あ る よ うな永 遠 の 運 動 の 原 理 」 が

な くて は な らない とされて い る こ とに触 れ， こ の 現実態 の 「運動性の 内容

的 な規 定」が 「思惟の 思惟 v6n σ L⊆　voA σ εω g」すなわ ち 「観照 （θεωQiα ）」

で あ り，「第
一

の 動か す者の 存在 意味 は純粋 な現実態」で あ り， 「観照 とい う，

見 る こ との 運動性 の みが
，

こ の 運動性 の 意味 を満 たす」 とす る ．更 に ，「人

間」 も， 「自 らの 固有 の ピ ュ シ ス （qbσ t9） に お い て 」， その 志向性 を神的

な永遠 の 運動 の 原理 へ と向 け，そ こ に 「滞在」し，「と どまる」とい っ た 「純

粋 に 見や る あ り方」 の 厂可能性 を担 っ て い る か ぎり」 は ， 「自らの うち に

〈な ん らか神 的な もの 〉を持 っ て い る 」 （GA62 ，
109 ） と言 わ れ て い る の だ

と解釈 して い る．

　 こ の よ うに ，ハ イデ ガ ー は ，ア リス トテ レ ス にお い て は，人間の 認識 （学）

を動か す 人間 の ピ ュ シ ス す なわ ち生 の 運 動 性の 根底 に ， 動かす もの と して

の ピュ シ ス （ギ リ シ ア 的な意味で の 「神 的な もの 」）が 見て 取 られ て い る

こ とを指摘 してい た ． また ハ イデ ガ ー
は，生 の 根本 特 徴で あ る運 動性 を探

究 した ア リス トテ レ ス の 『自然学』 を，「そ の 上 に さ らな る存在論的 な諸

12 ア リス トテ レ ス は 『自然学』 に お い て ，最終 的 に は ，究 極的な運動 の 原理す な わ ち 「第
一

　 の動かす もの 」を，「永遠な運動 を無限 な時間を通 じて 引き起 こす もの 」で あり，それ ゆ え

　 それ は 「不可分割的で あ り，部分の ない もの で あ り，どん な大きさももたない （非物体的な）

　 もの で ある こ とは明らか で ある」（267b23）と しr 自らは動かず してすべ て を動かす，非物

　 体的な実体た る不動の
一

者をあ らゆ る ピュ シ ス に よ っ て 運動する もの の 運動原理 と して 名

　 指 して い る．ハ イデ ガーが こ こ で 指摘する 「神的な もの 」と して の ピュ シ ス は，こ うした

　 運動の 原 理 と し て の ピュ シ ス で ある．人間 は，自ら に 固有に与え られ た ピュ シ ス に よ っ て ，

　 自ら の 認識衝動の 原理 で ある 「原理 と し て の ピ ュ シ ス」の 領域 に観想に よ っ て留 ま り，変

　 転する 存在者 を見や る の で はなくて．存在者の運動の原理 を見や る こ とが で きる 限りに お

　 い て ．神的なもの に与 っ て い る と考え られ る．こ の よ うに して ，自らがそ こ か ら立 ち現われ，

　 また現に 自らを動か して い る もの へ と還る認識の 円環 を描 く観想的な生 こ そ，人間に与え

　 られた最高の 固有性の 発揮であ り，人間の 最高の幸福の 実現で あるとア リス トテ レ ス で は

　 考えられ て い る の で ある．
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探 究が生 い 育つ と こ ろの 土 台」 （GA62 ， 119）で ある と して い た． ア リス

トテ レ ス 自身は 「存在をた だ存在 と して研究する」『形而上学』 を 「第
一

の 学」と して い た に もか か わ らず，ハ イデ ガ ー
が こ の ように語 る理 由は ，「第

一
の 学」 と して の 『形而上学』が そ もそ も成立する た め には ，存在 と して

の 存在 を見 て 取 ろ う，存在する とい うこ とそ の もの の 原理 を見 出そ う， と

意欲す る 人間の 「もっ と」見た い とい う欲求が ， それ に先 立つ もの と して

存 しな くて は な らず， したが っ て こ うした欲求 を も含む生 の 運動 の 原理 た

る ピュ シ ス を探究す る 『自然学』 こ そ は， 存在論 的な探求の 土 台で ある と

考えて い たため で あろ う．

第 2 節　『存在 と時間』における道具的存在者とともに暴露されて い る

　　　　　　　　　　「自然」 と ピ ュ シ ス の 問題

　私 た ち は，初期 フ ラ イブル ク期 に お ける ハ イデ ガ
ー

が ，生 の 運動 の 原理

と して の ピ ュ シ ス 概 念 に 注 目 して い た こ とを見た， だが ， こ うした ア リ ス

トテ レ ス の 現象学的な解釈の 成果 か ら生 み 出され た に もか か わ らず， 主著

『存在 と時間』 に お い て は， ア リス トテ レ ス 解釈 で 扱 わ れ た よ うな運動 の

原理 と して の 「ピュ シ ス 」概 念は 直接に は 話題 と な っ て い ない ， また ， こ

の 概念の 近代的な末裔で あるはずの 「自然」 に つ い て の 言及 も決 して 多 く

は な い ，事態 は ， ど の よ うに な っ て い る の で あ ろ うか ．

　 まず，ハ イデ ガ ー
が初期 フ ライ ブ ル ク期 に ア リス トテ レス 解 釈 にお い て

見 て 取 っ て い た， 学的 な探究の 土 台 となる 人 間の 自然本性的 な認識衝動 ，

す な わ ち 「人間の ピ ュ シ ス 」 に つ い て は ， 現存在 の 気遣い や， それ に具 わ

る 開示性 とい う形で ，事柄 と して は依然 と して 主題的 に扱 わ れ て い る と考

え られ る． しか しそれ は こ の 書物 に おける 「自然」概念 とは どの ように関

係付 け られ て い るの だ ろ うか． そ もそ も，
こ こ で の 「自然」 とは どの よ う

な もの で あ ろ うか． ハ イデ ガ ー は， ある箇所で 「自然」 に つ い て
，

以 下の

よ うに言 う．

　「従来 の 存在論 を一
瞥 して み て わか るの は， 世界内存在 とい う現存在

機構 を逸 して い る とい うこ と と，世 界性 とい う現象 を飛 び越 して い る こ
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ととが手に手をと りあ っ てい る とい うこ と， この こ とで ある． その 代 わ

りに ひ とは ，世界 内部的 に事物的に存在 して お り， しか もそ の うえ差 し

あた っ て は 全然 暴露 され て い な い 存在者 の 存在 か ら， つ ま り自然か ら，

世界 を学 的に解釈 し よ うと試み て い る． 自然 は一 存在論 的 ・範疇 的に

解すれ ば 　　可 能的 な世 界内部的存在者 の 存在の
一

つ の 極端な場合 な の

で あ る， 自然 と して の 存在者 を現存在は ，み ずか らの 世界内存在の あ る

特定の 様態 に お い て しか暴露する こ とが で きない ． こ の 特定の様態に ほ

か な らな い 認識作用 は，世界の ある 特定の 非世界化 とい う性格 を もっ て

い る ．特定の 世界内部的存在者の 存在の 構造 に つ い て の 範疇的 な総体 と

して の 『自然』 は， 世界性 を了解可能に は しない 」 （SZ65）．

　 こ の 箇 所 で の 「自然 」 に つ い て ， ハ イ デ ガ ー は， 「こ こ で は近 代的 な物

理学 の 意味 で カ ン ト的 に 考え られ て い る 」 （SZ441 ） と欄外 注記 で 記 して

い る． こ の 「近代的な物理学」の 意味で の 「自然」とは ，自然科学者 に よ っ

て ， 直接に は 自らの 生の 次元 に 関わ ら ない 事物的な存在者 と して前に 立 て

置か れ ，学 的な分析や 理論化の 対象 と して 扱 われ る もの の み を指 して い る

と解され る，

　 しか しなが ら， 『存在 と時 間』 で は ， そ れ とは 意味 を異 に する， 道具 的

存在者の もとで と もに暴露 され て い る 自然 も登場する ． 例えば ハ イデ ガ ー

は
，

以 下 の よ うに言 う．

　「製品 は ， な め し革 、糸， 釘 な どに依拠 して い る． なめ し革 は ， こ れ

は こ れ で
， 獣皮か ら作 られ て い る E 獣皮 は動物か ら剥 ぎと られ た もの で

あ り， 動物 は他 の もの に よ っ て 飼育 され た もの で ある ．動物は飼育 され

な くて も世界内部に 出来す る の で あ り，
また飼育 され る場合で も動物 と

い うこ の 存在者は あ る種 の 仕方で みずか らお の れ を作 りだ して い る． し

たが っ て 環境世 界の うちで は， そ の もの 自体で は作 り出 され る必 要 は な

く， つ ね に す で に 道 具 的 に 存在 して い る存在者 も近 づ きうる もの に な

る． ハ ン マ
ー

， や っ と こ，釘 は ，鋼 ，鉄 銅， 岩石 ， 木材 を， その もの

自体で 指示 してい る　　前者 は後者か ら成 り立 っ て い るの で ある．使用

され る道具に お い て
， そ の 使用 をつ うじて

， 『自然』 が ， つ ま り自然産
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物 とい う光の うち で 見 られ た 『自然』が ， 共に暴露 されて い る の で ある ．

… …森 は造林で あ り， 山は 石 切 り場 で あ り，河 は 水力で あ り，風 は 『帆

に は らむ』風 なの で あ る．暴露 され た 『環境世界』 と ともに出会わ れ る

の は， こ の よ うに暴露 され た 『自然』 で ある．道具 的 な存在様式 と して

の こ うした 自然の 存在様式 を無視 して， こ うした 自然 自身が ， もっ ぱ ら

そ の純然た る事物的存在者性に おい て 暴露 され規定 され る こ と もあ りは

す る ． しか し，こ の ように 自然を暴露する な ら，『生 きと し生け る』 もの
，

つ ま り， わ れわれ を襲い ，風光 として わ れ われ をと りこ にする もの とし

て の 自然 も， その よ うな暴露に は秘匿され た ままで ある．植物学者の 植

物 は畦道 に 咲 く花で は な く，地理 学的に確定され た河川 の 「水源』は ，『地

に湧 く泉』 で は ない 」（SZ70）．

　 こ の 箇所 か ら明 らか なよ うに， 『存在 と時間』 に お け る 「自然」 は
一

義

的 に用 い られ て い る わけで は な く，事物的存在者性 に おい て 暴露 され る 自

然 も， また 道具 的存在者 と共 に暴 露 され て い る 自然 も， さ らに は 「風光と

して わ れわ れ をと りこ にす る もの と して の 」 自然 も， こ こ で は 「自然」と

呼ばれ て い るの で ある， こ の うち ，
ハ イデ ガー

に特徴 的なの は
， 道具的存

在者の 使用 に 即 して
， 道具 と共 に 暴露 され て い る 「自然」 に つ い て の 記述

で ある ． こ れ は
，

一 見する と
，
人 間の 生 に と っ て の 有用性 とい う観点か ら，

プ ラ グマ テ ィ ッ ク に 理解 され て い る 「自然」の 記 述 の よ うに 見 える． そ の

た め， ハ イ デ ガ ー
は， 『存在 と時 間』 で は ， きわ め て 人 間 中心 的 に 自然 を

捉 えて い る ように さえ見 える．

　 しか し， はた して ほ ん とうに， そ うだ ろ うか．考 えて み れば
， 世界 内存

在 として の 現存在に ， 道具的存在者の 使用 に即 して
， 道具 と と もに暴露 さ

れ て い る 「自然」は
， 私た ちの 生 きる こ とに 直接 に 関わ り， それ を支 えて

い る ，現象学的 に最 も身近 な 「自然」で ある とい える の で は な い か。 した

が っ て ， こ こで 露わ に され て い る の は
， 私 た ちの 日常の 生 と 自然 との 最 も

根本 的なか か わ りの 「い か に 」で ある と解す る こ と も可能で は ない か ． こ

うした 「自然」 は ， 人 間の 有意義性 の 連 関に 組 み 込 まれ ，利 用 され る こ と

を許 しつ つ も， しか しそ の ように して ，実 は ， 私た ちの 生 を 目立た ない 形

で 支えて くれ て お り， それ な しに私 た ちの 生 は ありえない よ うな もの と し
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て ある こ とが ，
こ こ で 見て 取 られ て い る とは言えない で あろ うか．私 た ち

の 日常の 生 をその 根底 に お い て 支 えて い る もの と して ， さ しあた っ て は道

具 の 使用 に即 して 暴露 され た 「自然」は， 道具が 人 間の 技術 に よ る 「物」

で ある の とは 異 な っ て ，他 に よ るの で はな く， 自ずか ら立 ち現 わ れる もの

と して ，ハ イデ ガー
の 現象学的解釈の うちにそ の 場 を得 る の だ と言 え よう．

そ して こ うした 「自然」は，1935年ご ろ か ら開始 され る 後期 の ハ イデ ガー

に お ける ピ ュ シ ス 概念の 解釈の うち で ， そ れ 自体 と して 主題 的に扱 われ て

ゆ くこ とに な る の で あ る ．

第 3 節　「形而上学入門』 に お ける存在へ の 問い と
，

　　　　そ の なか で の 存在 と して の ピ ュ シ ス

　1935 年夏 学期 の 「形 而上 学入 門』 講義
13

で は ， ハ イ デ ガ ー は ， ピ ュ シ

ス と して の 存在概念 を， ア リス トテ レス か らさらに 遡 っ て ， ヘ ラ ク レ イ ト

ス やパ ル メ ニ デ ス の 断片 を引 きなが ら探究する ．

　 ハ イデ ガ ー は， 「なぜ そ もそ も存在者が あ る の か 、 む しろ 無が ある の で

は ない の か」 （EM1 ） とい う問 い は 「形而上学の 根本の 問 い 」で あるが ，

こ の 問 い に は すで に 存在者 の 存在， すなわ ち存在者が 「ある」の で あ っ

て 「無 」で は な い とい うこ との 了解 が 前提 と され て い る と指摘 する． そ

れ ゆ えに ， こ れ に 先立 つ 一問い と して 厂存在 は どうな っ て い るの か （Wie

steht 　es 　um 　das　Sein？）」 （EM25 ） とい う問い が 生 じる として ，実際 には，

こ の 後者 の 問 い を扱 う．

　ハ イデ ガー
は， 「存在」とい う言葉 に つ い て ， 「文法学 」 と 「語 源学」の

観点か ら考察 を開始す る ． 文法学 的に は ， 「存在」 とい う語の 「文法的形

式」は 「動詞 」， 「不定法」． 「名詞」で あるが ， ハ イデ ガー は こ こ で の 考察

を
，

こ の うちの 「不定法」， つ ま りは， 「存在する こ と」 に 限定す る と して

（EM42 ・43），そ の 由来 を 「ギ リシア 人 の 存在把握」に遡 っ て 問 う （EM45 ），

13Vgl ，　Martin　Heidegger，　EinfUhrung 　in　die　Metaphysik ，　Max 　Niemeyer
，
1953

，
6．　Aufl．

，

　 1998 、以下，こ の 書物か らの 引用 は，（EM 頁数）に よ っ て示す．な お ，訳は 基本的に は拙

　 訳 で は あるが，不明 な点につ い て は．マ ル テ ィ ン
・ハ イデ ッ ガ

ー
『形而上学入 門』川原栄峰訳

　 平凡社ラ イ ブ ラ リ
ー．1995 年を参照 させ て い ただ い た．
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　 ハ イ デ ガ ー に よれ ば
， ギ リシ ア 的 な 「存在」は， まず， 「ピ ュ シ ス 」 と

して 「聴取 （Vernehmen ）」 されて い た とされ る （EM47 ）． こ こ で 「ピ ュ

シ ス 」 とは
， 「立 ち現 れ る こ と （Aufgehen）」を 意味す る ， 例 えば

， 「薔

薇の 開花 （das　Aufgehen 　einer 　Rose）」 にお い て聴取 され る よ うに， ピ ュ

シ ス とは 「自 ら を 開 きつ つ あ る 展 開」で あ り， 「こ の よ うに 展 開す る こ

とに お い て 現 象へ と歩み 入 る こ と， そ して こ の 現象の 中で ， 自らを保持

し
， 留 まる こ と⊥ つ ま りは 「立 ち現れ つ つ 留 ま る統 治 （das　aufgehend ・

verweilende 　Walten）」の こ とだ とされ る （EM11 ）． こ うした 「立 ち現 れ

つ つ 留 まる 統治 と して の ピ ュ シ ス 」は t 例 えば ， 「天体の 運行 （太 陽が 昇

る こ と）， 海の 波 ，植物の 生長，獣や 人 間の 出産」 とい っ た もの に即 して 「経

験 され る 」（EM11 ）． こ の 「ピ ュ シス 」は 「存在それ自体」で あ り，「ピ ュ

シ ス の 力 に よ っ て ，存在者 は は じめ て 観察可 能 と な り， また観察可能で あ

り続 け る」 とされ る
14

（EM11 ）．

　ハ イデ ガ ー
は， ピ ュ シ ス の 「こ の統 治の 中で ，根源 的 な統一

性 に基 づ い

て 静止 と運 動が 閉 じ込 め られ， また 開か れ る 」の で あ り， 「こ の 統治 は，

思考の うちで ま だ 克服 され て い ない 圧 倒す る現
一前 で あ り， そ の うちで ，

現前す る もの は ，存在者 と して 生 き生 きと あ り続け る （west ）」 （EM47 ）

とする ． そ して ， こ の ピ ュ シ ス の 統治 とは
， 「統治す る こ とが ， 自らを世

界 と して戦 い とる こ とに よ っ て
，

は じめ て 秘匿性 か ら歩み 出る， すな わ ち

ギ リシ ア 的 に ア レ
ー

テ イ ア （非秘 匿性）が 生 じ る 」 よ うな もの と され る

（EM47 ）．無論 　こ こ で の 「戦い 」 と は人 間 同士 の 戦 い の よ うな もの で は

な く， ヘ ラ ク レ イ トス の 断片 5315 にお け る 「すべ て の もの の 父 」 と して

の 「戦い （ポ レモ ス ）」， すな わ ち 「神 的な もの と人間的な もの の すべ て に

先立 っ て統べ て い る戦 い 」 を意味 して い る （EM47 ）． 「ヘ ラ ク レ イ トス に

よ っ て 思惟 され た戦 い は，対立する互 い の うちで ， 生 き生 きとあ り続 け る

14 こ の こ と は，二 つ の 側面 か ら言 わ れ う る．つ ま り，観察する もの もされ る もの も含 めた，

　 生あ る存在者そ の も の の 立 ち現 わ れを可 能化 し，維持する 側面 と，人間 に そ の 固有 の 運動

　 性 と し て観察へ の 衝動と能力を与 え，それ に よっ て 人間が ピ ュ シ ス と して の 存在を聴取 す

　 る こ とを可能にする 側面 で ある．

15 「戦 い は万物の 父 で あ り，万物の 王 で ある．それはあ る者を神 とし，ある者を人間とした．

　 また ある者を奴隷 と し，ある者を自由人 とした」（訳文につ い て は，『初期ギリシア自然哲

　 学者断片集  』日下部吉信編訳，ちくま学芸文庫．2000 年，316 頁を参照させて い ただい た．）
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もの （das　Wesende ）を， は じめ て 互 い に分離 させ ， 現前の 中で の 立場 と

位置 と位階 をは じめ て 指示 する 」 （EM47 ）． こ う した ピ ュ シ ス の 統治に お

け る戦い に よ っ て 互 い が互 い の そ の 固有の 位 置付 け を得て ，世 界 とい うも

の が 生 成す る と， ハ イデ ガ ー は 考 えて い る の で ある ．

　次に ハ イデ ガ ー
は ，

こ うした ピ ュ シ ス と して の 存在概 念 を， 生 成， 仮

象 思惟， 当為の そ れぞ れ との 関係 の なかで 考察 しつ つ ， プ ラ トン の 時代

以 降， ピュ シ ス が立 ち現わ れ た と きの そ の 「現 われ 」の 側面が しだい に重

視 され る よ うに な り，見て 取 られた もの と して の イデ ア の概念 に 置 き換 え

られ て い っ た と指摘 す る． そ して ， 「存在 が イデ ア と して 規定 され る や否

や ， 当為 （das　Sollen）が存在 に対す る対立者 と して登 場す る 」の だ と指

摘 す る （EM150 ）． つ ま り， ハ イデ ガ ー
に よれ ば， 原 初 に存在が ピ ュ シ ス

と して 捉 えられ て い た と きに は ， ピ ュ シ ス 自体が 統べ る もの で あ り， 存在

者 の そ れ ぞれ に その 現存の なか で の 固有の 位置 を指示 し，与 える もの で

あ っ た の だが ，
こ の 原初的 な存在が ， しだい に ピ ュ シ ス の 立 ち現 れ に 際 し

て 見 られた もの と して の ， エ イ ドス あるい は イデ ア と して ， そ の 現前性 に

即 して の み観取 され る よ うに な るにつ れ て ， ピ ュ シ ス の 統べ る働 きが ， 人

間に と っ て は 隠 され て しまい ， そ の 際 ピ ュ シ ス の 持 っ て い た固有の 位 置

付け を与える働 きの 代 わ りと して ， 「最高の イデ ア 」 と して の 「善の イデ

ア 」が ，存在者の 存在 の上 に， すな わ ち存在 の彼方 に位 置付 け られ る とい

うこ とが 生 じ
16
， そ れが や が て 「価値」 と して ，す なわ ち 「事実 とい う意

味で の 存在者の 存在に対立」す る もの
，

つ ま りは 「妥当する」もの として

「事物 的存在者の 全領域 に対 して 基準的な もの 」 と な っ た と され るの で あ

る （EM150 −151 ）．

　そ れ と同時に， 原初 的な思索 に お ける
，

ピュ シス の 隠れ か らの 立ち現 わ

16 プ ラ トン 『国家』第 6 巻 19 節で は，以 下 の ように 言 われ て い る 「ぼ くの 思 うに は，太陽 は ，

　 見 られ る事物 に対 して，た だそ の 見ら れ る とい うはた らきを与 える だ け で は な く，さ ら に、

　 そ れ らを生成させ ，成長させ ，養い 育む もの で もあ る と，君 は言 うだ ろ う一 た だ し，そ

　 れ 自身が そ の まま生成で は な い けれ ど も」「ええ，む ろ ん 生成 で はあ りませ ん 」「それなら

　 同様 に して ．認識 の 対象とな る もの もろ の もの に とっ て も，ただその 認識 され るとい うこ

　 とが，《善》に よ っ て 確保され る だけで な く．さらに ，ある とい うこ と，そ の 実在性 もまた，

　 《善》に よ っ て こ そ，そ れ らの もの に そ なわ る よ うに な る の だ と言 わ なけれ ば な ら ない
一

　 た だ し，《善》は 実在 と そ の ま ま 同 じで は な く，位 に お い て も力 に お い て も，そ の 実在の さ

　 ら に か な た に 超越 して あ る の だ が 」（プ ラ ト ン 『国 家』（下 ）藤沢令夫訳，岩波文庫 （ユ979

　 年第 1刷），1995 年第 27 刷 ，84 −85 頁参照．）
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れ と して の ， ピ ュ シ ス の 真理 （＝ア レー テ イ ア
， 非秘 匿性）が しだ い に 変

容 し， 本来的な存在 で ある イ デ ア を正 L く見る こ とが 真理 を見 て 取 る こ

とで あ る と捉 え られ る よ うに な っ た とす る ． つ ま り 「ピ ュ シ ス の 真理， す

なわ ち立 ち現 れ る統 治の 内 で 生 き生 きとあ り続 ける 非秘 匿性 と して の ア

レー
テ イア は ，今や

……見 る こ との 正 当性す なわ ち表象と して認取す る こ

との 正当性 とな っ た 」 （EM141 ）の で ある．

　さ ら に ， 原初 にお い て は ， 「持続的 な収集 （die　standige 　Sammlung ）」

とい う原義を持 つ 「ロ ゴ ス 」
17

は， 「ピ ュ シ ス 」 と 「同 じもの 」と して 捉

え られ て い たが （EM100 ）， 「ピ ュ シ ス が イ デ ア となる 」に つ れ て ， 「ロ ゴ

ス は
， 言表 とな り，

正 当性 と して の 真理 の 場所 とな り， 諸範畴 の 根源 とな

り，存在の 可能性 につ い て の 原則 」 となる
18
． こ の よ うな 「ピュ シ ス とロ

ゴ ス の 変遷 と， そ れ に伴 う， そ れ らの 互 い の 関係 の 変遷 は， 原初 的な 原初

か らの 離反 （ein 　Abfall）」で あ る と され る （EM144 ）．

　さらに ハ イデ ガー は，
一

般に は 「存在者の 存在の 基準 を与 える解釈」 と

され る 「実体 （ウ ー シ ア ）」
19

とい う 「主導的な語」も， こ うした原初 に

お け る存在 と して の ピュ シ ス お よび ロ ゴ ス の 概念の 変遷 か ら生 じた もの と

見る． 「ウ
ー

シ ア」 とい う言葉は，「哲学 的な概念 と して は持続的 な現前性」

（EM148 ）を意味す る． こ の 「ウ
ー

シア 」 は， 「哲 学 にお け る支 配 的 な概

17 渡邊二 郎が 『ハ イデ ッ ガーの 存在思想』（勁草書房，1994 年）で 指摘する ように ，ハ イデ ガー

　 の ヘ ラ クレイ トス 解釈にお ける ロ ゴ ス は，「本来的には，人間 の 働 きでな く，そ もそ も様 々

　 な もの を
一

つ の うちへ と集合 的連関 に お い て 集収 し，取 り集める働 きそ の もの を指す」 （同

　 書 397 頁） の で あ り，「広 く，ピュ シ ス の 原理 を意味す る」 （同書 398 頁〉 もの ．さら に い

　 えば 「存在 の 真理 を名指す語 」 （同書 400 頁）で あ り，「かかる ロ ゴ ス は，ピュ シ ス と全 く

　 合致 して い る 」（同書 401 頁）と考え られ る．ハ イデ ガー
で は，「自然 と世 界 の 根本理法」（同

　 書 398 頁） と して の 「ロ ゴ ス 」が，しだ い に，「存在 を開示 し，顕示 し，秘匿性 か ら 奪 い ，

　 存在 の 集収 を そ の ままに あ ら しめ る 人間的な働 き」 （同書 408 頁）と解 され る ように な り，

　 さ ら に は，「言 表」 と して の ロ ゴ ス と なる と考 え られ て い る の で あ る．

18 こ れ は 例 え ば ，論 理的 に矛盾す る もの は ，存在 しない ，とい っ た ように ，論理 と して の ロ

　 ゴ ス の ほ うが存在 に つ い て の 判断に対 して基準 と なる事態 をさす と考えられる，

19 ア リス トテ レ ス 『形而上学』第 12 巻第三章によれば t 実体は，以下 の ように言 われる，「実

　 体は 三 つ ある．（1）そ の
一

つ は質料で ，そ の 現 われにお い ては 《こ れ》と して 存 在 して い る．

　
…… （2）そ の つ ぎは フ ィ シ ス で ，こ れ はすで に 《こ れ》 と して存在 して い る者であ り，（こ

　 れ に 向か っ て の 生成が）ま さ に こ れ に 向か っ て であ っ た と こ ろ の 《こ れ》な る一定 の 状態 （ヘ

　 ク シ ス ）で ある，（3）さ ら に第三 は ，こ れ ら 両者か らなる個別的な実体，た とえば　ソ ク

　 ラ テ ス ま た は カ リ ア ス で ある ．とこ ろ で，ある事物の 場合に は，《こ れ》は ，両者 の 結合 し

　 た実体か ら離れ て は存在 し て い な い ，た とえば家の 形相が そ うで あ る．」（ア リ ス トテ レ ス 『形

　 而上学』（下）出隆訳．岩波文庫 （1961年第 1刷 ），2000 年 第 38 刷，139 頁参照）
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念語 とな っ て もなお 」その 根源的な意味 で あ る 「事 物的に存在 して い る財

産」とい う意味 と 「そ の うちで 前 も っ て 示 され て い た存在解釈 の 軌道」 を

同時 に 保持 して い た の だ が
， そ れ も長 くは 続か ず， 「実体 （substantia ）」

とい う意味へ の 「解釈 の し直 しが 始 ま り」， そ れ が 「今 日に い た る まで 通

用 して い る 」の で あ り． 今 日で は， そ こか らギ リシ ア哲学が解釈 され る た

め ， ギ リ シ ア 哲学 に つ い て の 理解が 「根本か ら誤 っ た もの と され る 」 こ と

に なる の だ とす る （EM148 ）．つ ま り，
ピ ュ シ ス と して の 存在 の 忘却の 申で

，

ギ リ シ ア 以来の 存在の 根本概 念は ，こ の 「持続的 な現前性」と して の 「ウ ー

シ ア」 で あ っ た と され て ， そ こ か らギ リシ ア哲学が解釈 され る こ とに なる

が ， そ れ は ハ イデ ガ ー
の 見 る と こ ろ に よれ ば誤解で ある ．本 来の ギ リシ ア

哲学 の 根本の 存在概 念は， あ くまで もピ ュ シス と して の 存在概念 に あ る と

い うの が ハ イデ ガ ー
の 存在史の 解釈 なの で ある ．

　こ の よ うに ハ イデ ガ ー は ， 原初 的 な存在理 解 を ピュ シ ス と して の 存在 概

念 とみ て ，存在の 歴 史を，プ ラ トン の 真理 論 に 端 を発 して ニ
ー

チ ェ に 至 る ，

原初 か らの 離 反 の 歴 史 と捉 えて い る
2°
． この ような ハ イデ ガ ー

の 存在 忘 却

の 歴 史へ の 洞察 は， その 後 も維持 され ， さ まざまな場 に お い て 披 瀝 され て

い く
21
．

第 4 節　「ピ ュ シ ス の 本質と概念 とにつ い て ． ア リス トテ レ ス

　 『自然学』B
，
1」論文 （1939 年）にお ける ピ ュ シ ス 概念

ハ イデ ガ ー
は 『形而 上学入 門』講義の 4 年後 に， ア リス トテ レス の 『自

20 こ うした 試 み の 背景 に は，「存在 を忘却 して た だ 存 在者 だ け を扱 うこ と」 （EM155 ） の うち

　 に 「ニ ヒ リ ズ ム の 働 きの 場所」 をみ て，こ の 存在忘却 をそ の 根本 か ら克服 しよ うとす る 意

　 図が あ っ たとい える．ハ イデ ガー
は，「存在 へ の 問 い の うちで ，は っ き りと，無 の 限 界まで

　 進み，無 を存在の 問い へ と引 き入 れる こ と」，こ の こ とが，「ニ ヒ リズ ム の 真 の 克服 の ため

　
『
の 第

一
の ，そ して 唯

一
の 実 りあ る歩 み」 （EM 　155＞で あ ると語 っ て い る．現前性 を存在 と

　 す る 見方か らすれば，無 の うち に あ る と もい え る もの が，ピュ シ ス と して の 存在概念を通

　 して 露 わ に され て い る と言 えよう．ハ イデガ
ー

が，1936 年 か ら 45 年 にかけ て 連続的に行 っ

　 た ニ
ー

チ ェ との 対決 も，こ うした意図 の 延長線上 に ある もの と考えられ る．Vgl ．　Martin

　 Heidegger，　Niezsche　I，　II，　Neske ，1964，6．　erg ．　Aufl．，1998．

21Vgl ．　Martin　Heidegger，　Gesamtausgabe ，　Bd．65，　Vittorio　Klostermann ，2 ．　durchgesehene

　 Aufl．，1994．また，渡邊二 郎 『ハ イデ ッ ガ ー
の 「第二 の 主著」 『哲学へ の 寄 与試論集』 研究

　 覚え書 き』理想社，2008 年，217 頁
・235 頁を も参照．
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然学』 を扱 っ た 論文 を発表す る
22
． こ の 論 文 にお い て は

， 主 と して B 巻

第 1 章が 扱われ るが ， そ の 理 由は
，

こ の 箇所 に お い て ア リス トテ レス は
，

「あ らゆ る後か ら来 る Natur とい う語 の 本 質の 解釈 を担い
，

また導い て い

る ピ ュ シス とい う語 の 解釈を与 え て い る 」か らで ある （GA9 ，
243），

　さて ハ イ デ ガ ー は， 論文 の 導 入部 に お い て
， 現在 に お い て もNatur と

い う語が ， 精神 や 歴 史 と対 立 的 に 用 い られ る 一 方 で ， 歴 史の Natur ， 人

問の Natur ，精神の Natur とい っ た よ うに 「自然本性」つ ま りは 「本質」

をも意味 しうる こ と を指摘す る ， また ヘ ル ダ
ー

リ ン の 詩 「あた か も祭 りの

日に … …」に お い て は，Natur が ギ リ シ ア 的 な 「諸 エ レメ ン ト」 も， 「人

問的な もの 」 も， 「神 々 」 を も越 えて い る もの として 歌 われ て い る こ とを

指摘す る
23
．

ハ イデ ガ ー
は まず 『自然 学』A 巻 2 章の

一
文 「私 た ち に と っ て は、ピ ュ

シ ス に よ っ て 存 在す る もの ど もの す べ て を， あ るい はす くな くと もそ の

ある もの を， 動 くもの で ある と前提 して お こ う」（GA9 ，243）を引用 する．

22Vg1 ．　Martin　Heidegger，　Gesamtausgabe ，　Bd ．9，1976 ，3．Aufl．，2004 ，　S ．239
・301．

23 そればか りか，ハ イデ ガ ーは，同時期 に こ こ で 言及 して い る ヘ ル ダー
リン の 詩 「あ た か も

　 祭 りの 日 に ……」を 解釈 し た 講 演 を 行 っ て い る．（Vgl ．　Martin 　Heidegger ，《 Wie 　wenn

　 am 　Feiertage．．．）），
in　Erltiuterungen　zu 　H61derlins　Dichtung

，
　Vittorio　Klostermann ，6．

　 erweiterte 　Aufl．
，
1996

，
　S．49 −77．以 下，こ の 書物か らの 引 用 は，（EH 頁数） に よ っ て 示す．）

　 ヘ ル ダーリ ン は ，こ の詩に お い て ，稲妻や川 の 流れ、葡萄 を実 らせ る 天か らの 恵み で ある雨，

　 生 き生 きと草木の 生長する大地 とい っ た さ まざまな 自然事象を うた い ，さらにそれ らを 「不

　 可思議 に遍在 しつ つ 軽 やか に 抱 い て育む」「力強 い 、神 々 しく美 しい 自然」をうた う．そ し

　 て、「私が見 た もの，聖 なるもの が私 の 言 葉 とな らね ばな らぬ 」と し，「自然」を 「諸々 の

　 時間 よ りも古い ，かつ 西や東 の 神 々 に優 るもの そ の もの 」と呼ぶ （EH49 ・50）．ハ イデ ガーは，

　 「ヘ ル ダー
リ ン の 言葉 『自然』 は t

こ の 詩 の なか で は，原初的 な根本語で ある ピ ュ シ ス の 隠

　　され た真理 に したが っ て ，自然 の 本 質 を うた っ て い る 」（EH57 ）と し，こ こ で の ピュ シ ス

　　と して の 自然は 「生長す る こ と （Wachstum ）」を意味 し，そ れ は つ まりは 「発する こ と と

　 立ち現れ る こ と，自らを開くこ と」で あり，こ の 「自ら を開 くこ と」は ，「立 ち現 れつ つ 同

　 時 に 発する こ とへ と戻 り行 く」の で あ り，「そ の つ ど現前する もの に現 前する働 きを与 える

　　もの の うちで，自 らを閉ざす」の だ とする （EH56 ），さらに 「ピュ シ ス は，光の 開けた明

　 るみ の 立 ち現われ で あ り，それゆえ光の 源で あ り，もろ もろ の 場所で ある」（EH56 ・57） と

　 ハ イデ ガーは 言 う，そ して ，ヘ ル ダ
ー

リ ン の 詩句 「しか し今や夜が明ける ！ 私は待ち焦が

　 れ，夜明 けを見 た／そ して 私が見た もの ，聖な る もの が私 の 言葉 とな ら ねばな ら ぬ」（EH57 ＞

　 を引用 し．「詩人的に名指すこ とと は，（名を）呼ば れた もの 自身が，自らの 本 質 に もとつ

　 い て 詩人 に 語 る ように と強 い る とい うこ とを言 う」の で あ り，「そ の よ うに 強 い ら れ て，ヘ

　 ル ダーリ ン は 自然 を 《聖 な る もの 》 と名指す」とい う　（EH58 ），こ の よ うに ，詩 人 に よ っ

　 て 言葉 へ と齋さ れ た ピュ シ ス は．神 々 を も越え た 「聖な る もの 」 と され る の である．（訳文

　 は，ハ イデ ッ ガー 『ヘ ル ダー
リ ン 詩の 解明』理想社 ，1980 年，72−117頁所収の 土田貞夫 ・

　 竹内豊 治訳を参照させ て い た だ い た．）
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そ して，ア リス トテ レ ス は ピュ シ ス の 本質を運動 1生に見 て お り，それゆ え 『自

然学』全体 にお い て 「核 とな っ てい る問い 」は 「運動の 本質の 規定」で あ っ

た こ とを指摘 し （GA9 ，243），つ い で B 巻の 第 1 章 を順 を追っ て 解釈する
24
．

そ こ で は 「自然的 に存在す る もの ど もの お の お の は ， そ れ 自らの うち に

そ れ の 運動お よ び 静止 の ア ル ケ
ー

（dtQXt）） を もっ て い る 」 と さ れ て い

る ． こ の よ うに ， こ こ で探求され る ピ ュ シス とは， 第一 義的 に は 「運動
25

の ア ル ケ
ー （［｝t｛？）Ct｝　KtvTl σ εco⊆）」 （GA9 ，

248
，
250 ）で ある

26
．

　ア リス トテ レ ス は ，存在者 を ピ ュ シ ス か ら存在す る もの と
， 他 の 諸原 因

に よ っ て 存在 する もの に 区別す る ． ハ イデ ガ ー は， こ こ で の 「原 因」 は，

作 用 す る効果 と して の 因果性 の こ とで は な く， 「あ る 1 つ の 存在 者が ， ま

さ し くそれ で ある もの で あ る とい うこ とに ， 責を負 っ て い るか の もの を意

味 して い る」（GA9 ， 245） と解釈す る ． こ こ で は 人工 物の よ うに 「ピ ュ シ

ス か らで はな く集 ま り， ひ とつ の 状態や 状況 に おい て 立 て られ る もの に対

して 」， 「ピ ュ シ ス か ら」存在する もの ，す な わ ち 「自らに よ っ て 自らの う

ちに立場を持つ もの 」が 区別 され て い るの で あり， 古代ギ リ シ ア人にお い

て は ， 「人間は決 して 主観 で は な く」 （GA9 ，
246 ）， したが っ て 主 観 に 対 し

て 立 つ 対象す なわ ち客観 とい っ た 捉 え方 もなか っ た こ とが指摘 され る， そ

して ， ピ ュ シ ス か ら存在 して い る もの は ， 「運動 と静止 に つ い て の 発 出的

な指令 （ア ル ケ
ー
）を 自分 自身の うちに もつ 」 （GA9 ，

246）の で あ り， 翻 っ

て ピ ュ シ ス とは 「ア ル ケ
ー」 で あ り，それ も 「ア ル ケ ー を自分 自身の うち

に持つ 」 とこ ろ の 「動か され る もの 」の 「運動 と静止の ため の 発出 と運 動

と静止 に つ い て の 指令」と して の 「ア ル ケ
ー」 （GA9 ，

247 ）で ある と考え

られ て い る こ とが 指摘 され る．

24 ハ イ デ ガ ーは ，『自然学』 を，「隠 さ れ た，それ ゆ え十分 に 思索 され て い な い ，西洋哲学の

　 根本書」 （GA9 ， 242）で ある として い る．

25 こ こ で の 運 動と は ，場所移動、静止 t 増減 状態変化を含む広 い 意味を持つ ．（Vgl，　GA9 ，

　 246）．ハ イデ ガ ー
に よ る と、こ うした広 い 意味で の 運動 の 中には，可能態か ら現実態へ の

　 変化 も含 まれ る．こ の 運動に従 っ たデ ュ ナ ミ ス お よび エ ネ ル ゲ イア に つ い て の 講義 もなさ

　 れ て い る．Vgl．　Manin 　Heidegger，　Gesamtausgabe ，　Bd．33．　Vittorio　Klostermann，1981，

　 3．，durchgesehene　Aufi．，2006 ．

26 こ こ で ア ル ケ ーと は ，第 1 に は 「ある もの がそ こ か ら自らの 発出と始まりとを受け取る と

　 こ ろ の もの 」 で あ り，第 2 に は 「同時に こ の 発出 と始 ま りと して ，そ こ か ら発出する もの

　 を超 えて ，身 を 引 き離 しつ つ 把握 し，またそ の ように して そ れ を留保 し，また 同時 に 支配

　 す る もの 」 の こ と と され る （GA9 ，247 ）．
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　例えば 「植物」は 「発芽 し， 成長 し， 開けた と こ ろ へ と伸 び て ゆ くが ，

同 時に 閉 ざされ た と こ ろで 根 を堅 固 に し， そ の 足場 を得 る こ とで そ の 根

元 に もど っ て ゆ く」（GA9 ，
294）． そ の よ うな 運動 に お い て そ の ア ル ケ ー

と して見 て取 られ るの が ， ピ ュ シ ス で あ る． こ うした ピ ュ シス は 「自らを

展 開 しつ つ ある立 ち現 わ れ」で あ り， また 「そ れ 自体， 自らの 中へ と戻 り

行 くこ とで あ る」 よ うな 「生 き続け る働 き （Wesung ）」
27

の 仕 方で あ る

が ， ハ イ デ ガー に よれ ば こ うした働きは 「何か ある もの を駆 り立 て る何

らかの 適当な 『モ ー ター』 と して 考え られ て は な らない 」 し， また 「事物

的 に 存在 して ， 何 らか の 調節を して い る 『組織 する 者』 で もない 」 （GA9 ，

254）． また 「有機体的 な もの 」 あ るい は 「有機体 」 とい っ た概念 も 「純

粋 に近代 的 な， 機械 的
一
技術 的概 念」 （GA9 ，

255）で あ っ て
，

ギ リシ ア 的

な ピ ュ シ ス 概念 とは 異 なる もの とされ る ． ハ イデ ガ ー
の 解釈 に よ れ ば こ

こで の ア リス トテ レ ス 的 な理解 にお ける運動 の 本質は，最終現実態 と して

の エ ン テ レ ケ イア に あ り， 自らの うち に 運動の ア ル ケ
ー

を もつ 存在者が そ

こ へ と向か っ て 運 動す る と こ ろの ， 固有の あ るべ き完成 で あ る もの ， 目的

で ある もの が ， そ の 運動 を動か して い る もの ，すな わ ち運 動の ア ル ケ ーで

あ り，
ピ ュ シス で ある とされ るの で ある．

　次 い で ハ イデ ガー は
， 「ピ ュ シ ス を持つ もの は

， すべ て ウ ー シ ア で あ る」

（192b32 ） とい うア リス トテ レ ス の 言葉 を 「ピ ュ シ ス は ウ ー シ ア と して ，

す なわ ち現前 す る働 きの そ の 仕方 と して 理解 」され て い る と解 釈 し （GA9 ，

261）， ウ
ー

シ ア を実体や 本質性で は な く， 「存在者性 （Seiendheit）」 と

訳す． ア リス トテ レス に よれ ば， ウ ー シ ア はモ ル フ ェ
ー

（形） とヒ ュ レー

（質料） を具 えた もの で あ る
2s
．他 方 「ピ ュ シ ス 」 は

， 「自らの 中に運動 と

27 こ こ で は，渡邊 二 郎 の 提 案に従 い ，die　Wesung の 語 を 《生 き続 け る働 き》 と訳す．その 含

　 意に つ い て は，渡邊二 郎 『ハ イデ ッ ガー
の 「第二 の 主著」 『哲学へ の 寄与試論集』研究覚え

　 書 き』理 想社，2008 年，175 頁
〜 177 頁参照 ，

28 ア リ ス トテ レ ス は，『形而上学』第 Z 巻第 3 章 に お い て，ウーシ ア （実体） に は、1．もの

　 の 本質，2．普遍的 な もの ．3．類，4，それ ぞれ の 事物 の 基体 ，の 四 つ の 意 味 が あ り， こ

　 の うち事物の 基体 とは，（1）質料 （ヒ ュ レ
ー），（2）型式 （モ ル フ ェ

ー〉，（3） そ れ ら の 両

　 者か ら な る もの ，で あ り，「こ こ に 私 が 質料 と い っ て い る の は，た と えば銅像に つ い て 言え ば，

　 青銅 が そ れ で あ り，型 式 と い うの は ，そ の 形像 （イデ ア） の 型 で あ り，両者か ら な る もの

　 とい うの は ，こ れ らの 結合体 なる銅像 の こ とで ある，一
したが っ て ，も しも形相が 質料

　 よ りも先 で あ り．よ り多 く真 に存在す る もの であ るな らば 同 じ理 由 に よっ て ，形相はまた，

　 形相 と質料 と の 結合体 よ りもよ り先 の もの で あ ろ う」として い る，（ア リ ス トテ レ ス 『形而

　 上 学』（上 ）出隆訳，岩波文庫 （1959 年第 1刷），2000 年第 45 刷，230 −231 頁参照．）
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変化の ア ル ケ
ー を持 っ て い る もの ど もの それ ぞ れ に とっ て 基体 とな っ て い

る ヒ ュ レ ー
（質料）」で あるだけで な く，「ロ ゴ ス に従 っ た

29
モ ル フ ェ

ー （形）

で あ りエ イ ドス （形相 ）」で もある （193a28 ・31 ）． そ して 「モ ル フ ェ
ー

の

ほ うが ，ヒ ュ レー よ り多 くピ ュ シ ス で ある．とい うの も， おの おの の 事物 は，

デ ュ ナ ミ ス （可能態）に お い て ある ときよ りも，

エ ン テ レ ケ イア （最終現

実態）に あ る と きの ほ うが ， よ り多 くまさ に そ の もの で ある と言 われ る か

らで ある」 （193h6−8）と され て い る． ハ イデ ガー は，こ れ を
， 「モ ル フ ェ

ー

（形）」 は そ の 事物が 運動 に お い て そ こ へ と向か うそ の 終 わ りを与 え て い る

もの で あ る 以上， デ ュ ナ ミス に先立 っ て お り， 「そ の 本質に お い て エ ン テ

レ ケ イ ア ，つ ま り． よ り多 くウ
ー

シ ア で ある か ら⊥ 「よ り多 くピュ シ ス 」

す なわち 「自体的 に動か され る もの の 存在」で あ る と言 われ る の だ と解釈

して い る （GA9 ，
287）．

　 また ， ア リス トテ レ ス が 「人間は 人 間か ら生 まれ る」が ， 「寝台 は寝台

か ら生 まれ る の で は ない 」と し， さ ら に 「生 成の 意味で 言わ れ る ピ ュ シ ス

は ，ピュ シ ス へ の 道で ある 」（193b14 ）とする 箇所に お い て ，ハ イデ ガー は ，

「自 ら一自身を一作 り出す こ と と して の ピ ュ シ ス 」 （GA9 ，
289 ）の 「生 成一性

格」T すな わ ち 「道」 と して ， 「途上 」 と して の ピュ シ ス 性格 につ い て 解釈

する，生成性格 と して の ピュ シ ス につ い て ， ハ イデ ガー は， 「ピュ シ ス は ，

ピ ュ シ ス か ら ピ ュ シ ス へ の 道 （ホ ドス ）で ある一 つ ま りは 自ら を一駆 り

立 て つ つ あ る もの が ， こ ちらへ と一作 り出す べ きもの と して の 自分 自身へ

と至 ろ うとする 途上 で あ り， また こ の こ と は そ れ ゆ え，用意 し調達す る こ

と （Gestellung） 自体 が， 自 らを一
駆 り立 て つ つ また こ ち らへ と一

作 り出

すべ きもの の あ り方 に全体的 に基づ い て い る と い う結 果 を生 じる」（GA9 ，

292 ） とす る， そ して 「ピ ュ シ ス は， 立ち現 れ る こ とへ の 立 ち現 われ る こ

と と して の 歩み （Gang）で あ り，そ れで い て 立 ち現 われ とい うもの が留 ま っ

て い る とこ ろの 自 らの うち へ と一
戻 っ て

一行 くこ とで ある」（GA9 ，
293 ） と

し，「生成 と して の モ ル フ ェ
ー

（形）は ホ ドス （道）で ある，すな わ ち 『ま

だない 』か ら 『もは や ない 』へ の 途上で ある」（GA9 ， 297）と解釈 して い る，

29 岩波書店 の 出隆訳 で は，こ こ で 「ロ ゴ ス に したが っ た」と直訳 した箇所 は，「説 明方式にお

　 ける」 と訳 され て い る．こ こ で は ，実際に は モ ル フ ェ
ーは 個物か ら分離す る こ とは で きな

　 い が，概念上 は 区別 で き る，つ ま りは 説明 の 上 で は 個物 に お け る モ ル フ ェ
ー

を取 り出す こ

　 とが で きるとい う意味 で 用 い られ て い る と思 わ れ る，
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　 こ の よ うに して ，解釈 の 出発点で あ っ た 「自体的 に動 か され る もの の 運

動の ア ル ケ ー と して の ピ ュ シ ス 」， すな わ ち 「自ら 自身か ら動か され る も

の の 運 動性に つ い て の 発出的な指令と して の ピュ シ ス 」概念 は
， 運動 の ア

ル ケ
ー
概念 を介 して ，運 動の 目指すとこ ろ と して ， ある い は，運動の 生 成

の その 途上 に お い て つ ね に 運動 の ア ル ケー をな して い る とこ ろ の
，

モ ル

フ ェ
ー

の 概念 と結 び つ く， ハ イ デ ガー は
，

モ ル フ ェ
ー

（形）が ． 「そ の う

ち で エ イ ドス （形相 ）が 自 らに よ っ て 自ら を現前す る 働 きへ と もた らす」

と い うこ との うちに 固有性 を持つ もの で あ る 限 りは， 「モ ル フ ェ
ー は， ア

ル ケ
ー

と して の ピュ シス の 本 質で あ り， また ア ル ケー は ， モ ル フ ェ
ー と し

て の ピ ュ シ ス の 本質で ある」 （GA9 ，
298） と解釈す る ，

　ハ イデ ガ ー は， こ うした ア リス トテ レス の ピ ュ シ ス 概念 に つ い て ， 「け

れ ど も， ピ ュ シ ス に つ い て の こ の 最初 の 思惟 的 に完結 した概念 的把握 は ，

また すで に， ア ナ ク シ マ ン ドロ ス と ヘ ラ ク レ イ トス とパ ル メ ニ デ ス の 言

葉の うちで 私た ちに なお 保存 され て い る よ うな ピ ュ シ ス の 本質の 原初的

な， また した が っ て 最高の 思 索的 な企投 の 最 後の 余韻 なの で あ る 」 （GA9 ，

242 ） と して ， ヘ ラ ク レ イ トス 解釈 に よ っ て ， 「立 ち現 わ れ 」をそ の 基 本

的な意味 と して持つ 原初 的な ピ ュ シ ス 概 念の よ り深 い 把握 へ と迫 ろ うとす

る ．

第 5 節　1943 年夏学期 『ヘ ラ ク レ イ トス 講義』 に お ける

　　　　　　　　 存在 と して の ピ ュ シ ス

　ハ イ デ ガ ー は ， ヘ ラ ク レ イ トス に つ い て の 2 つ の 逸話 を紹 介す る こ と

か らこ の 講義 を開始 す る， 1 つ め は， ヘ ラ ク レ イ トス の もと を訪問 した見

知 らぬ 人々 が ， ヘ ラ ク レ イ トス が パ ン 焼 きか ま どで 身を暖めて い る の を見

て 立 ち止 ま っ た とこ ろ ， ヘ ラ ク レ イ トス は彼 らに 中に入 る よ うに と呼 びか

け ， 「こ こ に も神 々 は現 前 しつ つ あ る の だ か ら」 と言 っ た とい うもの で あ

る （GA55 ， 6）
3°
． 2 つ め は

， ア ル テ ミス 神殿 に退 き， 子 どもた ち とさい

30Vgl ．　Marin 　Heidegger
，
　Gesamtausgabe ，　Bd ．55，　Vittorio　Kユostermann ，ユ994．以 下，こ の

　 書物か らの 引用 は，（GA55 ， 頁数）に お い て示す．なおt これ らの ヘ ラ ク レ イ トス の逸話

　 の うち，ひ とつ め は，「ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム書簡」（Vgl．　GA9 ，354ff．）にお い て も引用 され て い

　 る もの で ある．
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こ ろ 遊 び に興 じる ヘ ラ ク レ イ トス が ，周 りに立 っ て い た 同郷 の エ ペ ソ ス 人

た ち に ，「君 た ちと
一

緒 に ポ リス の こ とで 労苦す る よ り も， こ れ をす る ほ

うが よ りよ い 」 と言 っ た とい う逸話 で あ る （GA55 ，
10）．

　ハ イ デ ガ ー は， 「2 つ の ヘ ラ ク レ イ トス に つ い て の 物語 は ， 異 なる 仕方

と明瞭 さに もか か わ らず， 思索者の 思 索の うちで 神々 の 近 さとい うもの が

統べ て い る こ とを示 して い る 」（GA55 ， 13） と指摘 し， ア ル テ ミス が狩猟

の 女神 で あ る こ とか ら， こ の 女神を 「ピ ュ シ ス の 女神」で あ る と解釈 し

（GA55 ，
16）， ヘ ラ ク レ イ トス の 思索 にお ける神 々 へ の 近 さ を， ピ ュ シ ス

と関係づ け る，

　 ハ イ デ ガ ー は， 「ピ ュ シ ス とい う言葉 は， 開けた とこ ろ へ ， また 開 けた

自由な場 へ とみずか ら立 ち現 れ る こ と，立 ち現われ た と こ ろ に お ける 立 ち

現 われ と現 象，現 象の うちで 開 け た 自由な場 に 自ら を与 える こ と，そ の 際

そ れで い て 規則 に従 うこ とを意味 して い る 」 （GA55 ，
25） とする． そ して

さ らに ， ヘ ラ ク レ イ トス の 断片 「決 して 没す る こ との ない もの を， い か に

して 誰か が 気づ か ない ままで い られ る だ ろ うか （τ6 凾 δうv6v 　m τε πdbg

（Xv　TLg 　？tcsteot）」 （GA55 ，
44）を取上 げ， ピ ュ シ ス との 関連の なか で こ れ を

解釈 して ゆ く． とい うの も t 「決 して 没 す る こ と の な い もの 」 とは ， 没 し

た こ との ない もの とい うこ とで は な く， む しろ 太陽が 夕べ に は没 する が 翌

朝 に は また 昇 っ て くる よ うに， 「た えず立 ち現 れ る こ と」 と して の 「ピ ュ

シ ス 」 を意味す る と考える こ とが で きる か らで ある． また実 際， 原初 の 思

索 家 た ちは後世 か ら 自然哲学者た ち と呼 ば れて い る こ とか ら も明 らか な

よ うに， まさに ピ ュ シ ス の 本質を探究する こ と を課 題 と して い た の で あ

る ． したが っ て 「ピュ シ ス こ そが ，原初的な思索家 の 言葉 の うちの 根本 語」

（GA55 ，
87）で あ り， この 断片 を ピ ュ シ ス との 関連 の 内で 解釈す る こ とが

ギ リシ ア 的 な考 えに 添 うこ と とな る の で あ る ．

　 ハ イ デ ガ ー は，「ピ ュ シ ス す な わ ち純粋 な立 ち現 れ る こ と （Aufgehen）は ，

単に私た ちがそ う呼ぶ よ うな 自然に よ っ て抽象された狭 い 領域に 基づ くの

で は ない し， また ， ピュ シ ス は， あ とに な っ て は じめ て 人間 と神 々 に ， 本

質傾 向 と して 転 用 され た の で もない 」の で あっ て ， 「ピュ シ ス は
， その 内

部で ， 前 もっ て 大地 と天空， 海 と山， 樹木 と獣， 人間 と神が 立 ち現 われ ，

また立 ち現 れ る もの と して ，その よ うな仕方で 自ら を示 す もの を名指 して
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お り， それゆ えそれ らの もの は
，

ピ ュ シ ス へ と見や る連 関の うちで
， 『存

在者』 と呼ば れ うる の で ある 」とす る （GA55 ，
　88 ）． ハ イデ ガー に よれ ば，

「ピ ュ シ ス の 光 の 内で ， ギ リ シ ア 人 に と っ て は， 私た ちが そ うい うとこ ろ

の 自然 の経過が ， そ の 『立 ち現わ れ』 の 仕方にお い て ， は じめ て 見 える よ

うに な る 」の で ある （GA55 ，
88）．

　さて ハ イデ ガ ー は， こ の ように解釈 したあ とで ， こ の 立 ち現われ と して

の ピ ュ シ ス 解釈 に 一 見矛盾す る と思われ る
，

ヘ ラ ク レイ トス の よ く知 られ

た断片 《tpabσ L9　KQabrr τεσeexゆ 1λεZ》 を検討 す る ． こ れは通常 ， 「自然 は隠

れ る こ と を好 む 」 と訳 され る もの で ある が
，

ハ イ デ ガー は， あ くまで も

ピ ュ シ ス は 「立 ち現れ る こ と」 を意味す る と解 して ， 「立 ち現 れ る こ とは
，

自 ら を覆 蔵 す る こ と に 恵 み を贈 る （Das 　A   gehen　dem 　Sichverbergen

schenkt
’

s　die　Gunst）」 と訳す （GA55 ， 110）．

　確 か に ，先に も見 た よ うに， 「立 ち現 れ る こ と」 と 「没す る こ と」 とは ，

1 つ の 連続の なか で 生起 す る こ とで あ り，
2 つ は あ らゆ る 自然 的存在 者に

おい て 私たちが ，常に 経験 して い る こ とで はある． 例えば 「春に なっ て 芽

吹 き花 咲 くもの は， や が て 実が 熟 し， そ れ か ら消え去 っ て ゆ く」（GA55 ，

117）． しか し， ハ イ デ ガ ー
が ， ヘ ラ ク レ イ トス の こ の 断片に お い て 思 索

しな けれ ば な らない と考 えて い る の は， こ うした こ との み で は ない ． こ の

断片 に お い て は ， 立 ち現 われ ま た消 え去 る とい うこ と よ りも， 「立 ち現わ

れ る こ と」 そ れ 自体 を， 「没す る こ とに 対 して ひ とつ の 本 質的 な 関係 の う

ちに 立 つ もの 」 と して 思索す る こ とが要求され て い る． つ ま り， 立 ち現れ

る こ と と，没す る こ とは ，形象を用い て 言 うな らば
， 泉の 水が ， あふ れ 出

て い るその 立 ち現わ れ の もとで は， 地下 の 隠れ た と こ ろ に お い て水脈が そ

の 泉の 水 を豊か に供給 し，泉 で の 水の あふ れ とい う立 ち現 わ れ を不可分 な

形 で 支 えて い る よ うに， 「立 ち現 れ る こ と と して の 自らの 本 質の 内に 何 ら

か の しか た で 没 す る こ とが存 して い る」 とい う事態 を指す （GA55 ，
127 ）．

　こ こ で ハ イデ ガ ー は ，Φ広 εb とい う言葉 を 「恵み （die　Gunst）」 と して，

また 「喜 ん で 惜 しみ な く与 える こ と （das　G6nnen ）」 と解 し， 「立 ち現 れ

る こ と」 は， 「そ れが 立ち現れ る こ とであ る限 りは， 自ら を閉ざす もの に，

こ の 自らを閉 ざす もの が立 ち現 れる こ との 固有の 本質の 内で生 き生 きとあ

り続 ける こ と を， 喜 ん で 惜 しみ な く与 える」の で あ り， また 「自らを閉ざ
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す もの 」は， 「自ら を閉 ざす もの で ある限 りにおい て ， 立 ち現れ る こ とに ，

こ の 立 ち現 れ る こ とが 自らを閉ざす こ との 固有の 本質に基づ い て 生 き生 き

とあ り続 ける こ とを喜 ん で 惜 しみ な く与える」 と して い る （GA55 ，
136 ）．

そ して t 「恵み は ， こ こで は ， 本質 を他者 に 与 え る とい う保証 を交互 に 喜

ん で惜 しみ な く与える こ とで あ り， その よ うな喜ん で 惜 しみ な く与 えられ

た保証の うちに ，本質の 統一 性が保 証 され て お り， その 本質が， ピ ュ シ ス

とい う名で 呼 ばれ て い る もの で ある」 と解釈 して い る （GA55 ，
136 ）．

　こ の よ うな惜 しみ な く与 え る 恵み と して の ピ ュ シ ス が ， ハ イデ ガ ー
に お

け る ピ ュ シ ス 概 念解釈の ，長 く，紆余曲折 を経 た末の 到達点 なの で あ っ た．

お わ り に

　ハ イデ ガ ー に お ける ピュ シ ス と して の 存在概念 は ， こ れ まで見 て きた よ

うに ，哲学の 営 み さえ も含 む， あ らゆ る生 きと し生 け る もの の 生 の 運 動 を

そ の 根底 にお い て 統べ て い る もの で あ り， そ れ ぞれ に そ の 固有な 自然本性

を贈 り， それ らが 互 い に 自らの 本質 を露 わ に する こ とを 目掛 けて 絶 えず立

ち現 わ れ て は世界 を形成 し
，

生 き生 きとあ り続 ける よ うに と， 自らは隠れ

つ つ も，あ らゆ る存在者 に惜 しみ な く恵み を与え続けてい る もの で あっ た ．

こ う した もの こ そ は ，詩人が 歌 う，神 々 さえ も超 えた 「聖 な る もの」で あ り，

ギ リ シ ア 的な意味で の 神的 な働 きで あ っ た． ピ ュ シ ス と して の 存在は ， ハ

イデ ガ ーの 存在の 思索 自体 をも動か して い る当の もの で もあ り， ピ ュ シス

概 念 とは， その 思索 を通 して 言葉へ と齎 され た存在 の 真理 そ の もの で あ っ

た とい えよ う．

　ハ イデ ガ ー は，存在論的に は こ うした ピ ュ シ ス に よ っ て 支 え られ ，動か

されて 人 間が 生 み 出 した はずの 技術 の 末裔で ある近代技術の 中に ， 本来 は

恵み と しで 1昔しみ な く与え られ て い る聖 なる もの と して の 自然の 働 き， す

な わ ちピ ュ シ ス と して の 存在が忘却 され る 危険が 潜 む こ と を見て 取 り， そ

の 存在忘却の 流 れ に抗 して ，存在論 の 新 た な原 初 を，第 1 の 原初 た る ピ ュ

シ ス 概 念 へ と 立 ち戻 っ て ，そ こか ら新た に切 り開こ うと して い た の で あ る．
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