
〈
研

究

論
文

４

〉

主

体

と

し

て

の

自

然

―
―
シ
ェ
リ
ン
グ
と
安
藤
昌
益
―
―

一

「
単

な

る
所

産

と

し
て

の
自

然

（
所

産

的

自

然

ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｔ
ａ
）
を

、

わ

れ
わ

れ

は
、

客

体

と

し

て

の
自

然

と

呼

ぶ

。
そ

し

て

、

産

出

性

と

し

て

の
自

然

（
能

産

的
自

然

ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
）

を

、

主
体

と

し

て

の

自

然

と

名

づ

け

る

。」

こ

れ

は
、

一
七

九

九

年

、

イ

ェ

ナ

の
学

界

に
す

で

に

颯
爽

と

し
て

登

場

し

て

い

た
若

い

シ

ェ
リ

ン

グ

が
述

べ

た

一
文

で

あ

る

。
自

然

を

「
主

体

（
語

）

と

し

て

」
ａ
ｌｓ
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ

捉

え

よ

う

と

す

る

彼

の
自

然

哲
学

の

モ
テ

ィ

フ

に

は

、

そ

れ

に
先

立

つ
西

欧
近

代

、
十

七

・

八
世

紀

の

自

然
像

へ

の
二

つ

の
批

判

が

す

で

に

こ

め
ら

れ

て

い

た

。

ひ
と
つ
は
、
広
く
思
想
史
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
い
え
る
こ

と

で

あ

る
が

、

Ｆ

・

ベ

ー
コ

ン

に

み

ら

れ

る

よ

う

な

、
人

間

に

よ

る
、

外

的

西
　

川
　

富
　

雄

世

界

、

自

然

の
技

術

的
支

配

の
思

想

へ

の
批

判

で

あ

り

、

い

ま
ひ

と

つ

は
、

ニ
ュ

ー

ト

ン
力

学

を

モ

デ

ル
と

す

る

近
代

科

学

の

メ
カ

ニ
ス
テ

ィ
ク

な

自
然

把

握

へ

の

批
判

で

あ

る
。

シ
ェ

リ

ン

グ
が

、
「
客

体
と

し

て

の

ａ
ｌｓ
　
Ｏ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ

自

然

」
と

い
う

と

き

、

そ

れ

は

、

近
代

科

学

が
対

象

と

し
て

、
近

代

技

術

が

被

支
配

対

象

と

し

て

客

体

化

す

る

自

然

を
指

す

。

そ

れ

を
転

換

し

て

「
主

体

と

し
て

の
自

然

」

の
概

念
を
確
立
す
る
と
い
う
の
は
、
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
的
に
言
え
ば
、
科
学
や
技
術

に

ょ

っ
て

「
足
枷

を

は
め

ら

れ

た
自

然

」
ｇ
ｅ
ｆｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｌｔ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ

を

「
自

由

な

自

然

」
ｆｒ
ｅ
ｉｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ

へ
と

転

換

す

る
こ
と

で

も

あ

っ
た
。

シ
ェ
リ

ン

グ
は

、

生

き

た

ｌｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉｇ

と

い
う

形

容

詞

を

好

ん

で
用

い

る
。

機
械

論
的

因

果

の

連

鎖

と

し

て

「
死

ん

だ
」

自

然

で

は

な
く

、
「
生

き

た

自

然

」
。

そ

の
自

然

こ

そ

は

「
主

体

と

し
て

」
、
み

ず

か

ら

の
内

に

創
成

の

原

理

を
宿

し

。

そ

の
意

味

で

ど

こ

ま

で

も

、

自
己

産

出

的

で

あ

る
と

み

な
さ

れ

る

。
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事

象

の

、

み

ず

か

ら

を

生

み

成

し

て

い

く

相

に

お

い

て

、

ピ

ュ

シ

ス

（

自

然

）

の

概

念

を

成

立

さ

せ

て

い

た

の

は

、

ギ

リ

シ

ア

人

の

意

識

で

も

あ

ろ

う

が

、

事

柄

の

「

自

ず

か

ら

然

あ

る

」

相

に

お

い

て

、

自

然

を

表

象

す

る

意

識

は

、

わ

が

日

本

に

も

あ

ろ

う

。

お

け

て

も

、

安

藤

昌

益

は

、

自

然

を

「

自

り

然

ル

」

事

柄

の

相

に

お

い

て

捉

え

、

人

為

の

自

然

を

斥

け

た

点

で

、

わ

れ

わ

れ

の

注

意

を

ひ

く

。

時

と

所

を

隔

て

つ

つ

も

、

自

成

の

原

理

を

内

に

宿

す

自

然

の

概

念

を

共

有

す

る

思

想

家

、

哲

学

者

の

い

る

こ

と

に

私

は

興

味

を

覚

え

る

。

二

そ

れ

で

は

、

シ

ェ

リ

ン

グ

の

「

主

体

と

し

て

の

自

然

」

と

は

、

ど

う

い

う

も

の

で

あ

っ

た

か

。

そ

れ

を

明

ら

か

に

す

る

に

は

、

ま

ず

、

カ

ン

ト

と

の

関

連

に

眼

を

向

け

る

の

が

有

効

で

あ

ろ

う

と

思

う

。

カ

ン

ト

に

お

い

て

、

自

然

像

は

二

様

に

描

か

れ

る

。

因

果

連

結

と

し

て

の

事
象
の
系
列
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｕ
ｓ
と
、
目
的
結
合
の
連
鎖
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ

と

で

あ

る

。

『

純

粋

理

性

批

判

』

に

お

け

る

、
「

現

象

の

総

括

」

Ｉ
ｎ

ｂ
ｅ
ｇ

ｒ
ｉ
ｆｆ

　
ｄ
ｅ
ｒ

E
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
（
ｖ
ｇ
ｌ
．
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
ｅ
ｇ
.
　
§
.
　
３
６
）
と
し
て
の
自
然
概
念
は
前
者
に
属

し

、

『

判

断

力

批

判

』

に

お

け

る

、

自

然

目

的

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｚ
w

ｅ
ｃ

ｋ
ｅ

の

体

系

と

し

て
の
自
然
概
念
は
（
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
Ｋ
．
　
ｄ
．
　
Ｕ
．
　
§
.
　
６
７
）
後
者
に
対
応
す
る
。

周

知

の

よ

う

に

、

カ

ン

ト

は

、

『

純

粋

理

性

批

判

』

に

お

い

て

、

経

験

E
ｒ
f
ａ
h
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
一
般
の
可
能
的
制
約
を
解
明
し
た
。
そ
し
て
、
経
験
一
般
の
可

能
的
制
約
と
は
、
同
時
に
「
自
然
」
成
立
の
可
能
的
制
約
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ

の
自

然

を
対

象

領

域

と

し

て

、
経

験

認

識

は

成

立
す

る
。

ニ

ュ
ー

ト

ン

カ

学

の
成

立

す

る
領

域

も

、

デ

カ

ル
ト

派

哲

学

の

求

め

る
自

然

も

、

カ

ン

ト

的

に
は

、
「
現

象

の
総

括
概

念
」

と

し

て

の

自

然

な

の

で

あ

る
。

そ

の
自

然

概

念

こ

そ

は

、

ア

ー
プ

リ

オ

リ
な

「
原

則

の
体

系

」

に
従

う

連

関

と
し

て

、

い

わ

ば

範

疇

的

悟

性

に

よ

っ
て

構

成

さ

れ

た

、

ま

さ

し
く

「
客

体

と

し
て

の

自

然

」

に

ほ

か

な

ら

な

い

。
そ

の
自
然

が

ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｆｆｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｕ
ｓ

と

も

呼

ば

れ

た

。

そ
の
呼
び
方
は
、
一
方
、
事
象
の
世
界
を
目
的
結
合
の
系
列
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ

と

み

な
す

自

然

像

を
予

想

し

て

い

た

。

こ

こ

で
、
『
判

断

力

批
判

』

で

の
有

名

な
語

り

口

を
想

い
起

こ

し

て

お

こ
う

。
ひ

と

は

、

一
本

の
草

の
茎

の

産
出

を

メ

カ

ニ
ス
テ

ィ

ク
な

自

然

法

則

に
従

っ
て

説

明

し

う

る

一
人

の

ニ

ュ
ー

ト

ン
の
出
現
を
、
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
§
.
　
７
５
）
と
。
ほ
っ
そ
り
と
伸

び

た
草

の
茎

の
形

状

と

そ

の
現

存

在

は

、

経

験
科

学

の

メ

カ

ユ
ス

テ

ィ

ク
な

認

識

で

は
必

然

化

さ

れ

な

い

。

因
果

結

合

の
系

列

で

は

、
そ

れ
は

ど

こ

ま
で

も

偶

然

で

あ

る

。
そ

れ

を

必
然

化

し

う

る

の
は

、
そ

の
草

の
茎

の
形

状
や

現

存
在
が
、
合
目
的
的
ｚ
w
ｅ
ｃ
ｋ
ｍ
ａ
s
s
ｉ
ｇ
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
合
目
的
性
を
原
理
と
し
て
判
定
す
る
と
は
、
事
象
を
「
目
的
」
Z
w
e
c
k

と

し

て

可

能

で

あ

る
と
洞

察

す

る
こ

と

に
ほ

か

な

ら

な

い
。

判

断

主
体

と

の

関
係
に
お
い
て
i
n
　
Ｂ
ｅ
ｚ
ｕ
ｇ
　
ａ
ｕ
ｆ
～
、
事
象
は
そ
れ
自
身
、
自
己
目
的
的
に

在
る
と
判
定
さ
れ
る
と
き
、
事
象
世
界
は
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｎ
a
ｌ
ｉ
ｓ
と
し
て
成
立
す

る

。
そ

こ

に

「
自

然

目

的

」
の
総

括

と

し

て

の

世
界

が
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　ｅ
ｆｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｕ
ｓ

と
は
別

の
自
然
と

し
て
成
立
す
る
。



こ

の

よ

う

に

し

て

、

カ

ン

ト

に

よ

れ

ば

、

ひ

と

は

「
目

的

の

規

則

に

従

っ

た
体
系
と
し
て
の
全
自
然
の
イ
デ
ー
」
（
Ｋ
．
　
ｄ
．
　
Ｕ
．
　
§
.
　
６
７
,
　
７
７
）
に
至
る
こ
と

に

な

る

。

も

と

よ

り

、

カ

ン

ト

に

お

い

て

二

様

の

系

列

と

し

て

描

か

れ

た

二

つ

の

自

然
は
、
た
か
だ
か
一
緒
に
連
れ
添
う
ｂ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
（
ｅ
ｂ
ｄ
．
§
.
　
８
１
）
だ
け
で
あ

っ

た

。

ホ

ワ

イ

ト

へ

ッ

ド

は

、

自

然

に

関

し

て

は

、

プ

ラ

ト

ン

以

来

、

二

分

化
ｂ
ｉ
ｆ
ｕ
ｒ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
の
思
考
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
カ

ン
ト
も
そ
の
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

三

カ

ン

ト

的

に

は

、
「
連

れ

添

う

」

と

し

て

し

か

語

り

え

な

か

っ

た

二

つ

の

自
然
像
を
、
ひ
と
つ
の
原
理
か
ら
統
一
す
る
の
が
、
若
い
シ
ェ
リ
ン
グ
の
抱

負

で

も

あ

っ

た

。

カ
ン
ト
が
、
二
分
化
の
思
考
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ

の

批

判

主

義

の

故

に

で

あ

ろ

う

。

批

判

主

義

の

考

察

法

は

、

有

限

な

悟

性

の

立

場

、

分

別

的

な

ｄ
ｉｓ
ｋ
ｕ
ｒ
ｓ
ｉｖ

悟

性

の

立

場

で

あ

り

、

な

お

付

言

す

れ

ば

、

分

析

的

、

か

つ

還

元

的

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

シ

ェ

リ

ン

グ

の

思

惟

は

、

知

的

直

観

ｉｎ
ｔｅ
ｌ
ｌｅ
ｋ
ｔ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌｅ
　
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
ｇ

で

あ

り

、

そ

の
特

徴

は

、

綜

合

的

で

あ

り

、

か

つ

全

体

論

的

で

さ

え

あ

る

。

そ

う

し

た

思

惟

で

以

て

、

彼

は

メ

カ

ニ

ス

テ

ィ

ク

に

捉

え

ら

れ

る

現

象

的

自

然

の

根

底

に

、

オ

ー

ガ

ニ

ス

テ

ィ

ク

で

、

テ

レ

オ

ロ

ジ

カ

ル

に

捉

え

ら

れ

る

自

然

全

体

の

イ

デ

ー

が

、

客

観

的

に

確

立

さ

れ

る

は

ず

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

彼

は

、
『
イ

デ

ー

ン
』

の

中
で

説

く

。
自

分

の

求

め

る

自

然

全

体

と

い

う

イ

デ

ー

の
も

と

で

、

カ
ン

ト

の

い
う

二

つ

の
系
列

、
ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｆｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｖ
ｕ
ｓ

と

ｎ
ｅ
ｘ
ｕ
ｓ
　ｆｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｓ

と

は

合

一

し

、
そ

の
合

一

に

お

い
て

自

然

は
み

ず

か
ら

の
う

ち
に
還
走
し
ｚ
ｕ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｌ
ａ
ｕ
ｆ
ｅ
ｎ
、
自
己
自
身
に
お
い
て
完
結
し
た
円
環
Ｋ
ｒ
ｅ
ｉ
ｓ
-

ｌ
ｉｎ
ｉｅ

を

描

く

、
と

。

す

な

わ

ち
そ

れ

は

、
体

系

を
な

す

と

い

う

こ
と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。
体

系

を

な
す

も

の
と

し

て

、

自

然

は
全

体

で

あ

り

、

全
体

と

し

て

そ

れ

は

自

己

目
的

的

で
あ

る

。

カ

ン

ト
的

に

い

え

ば

、
「
自

分

自
身

を
有

機

的

に
機

制

づ

け

る

在

り
様

」

を
と

る
も

の

で

あ

る
。
「
原

因

と

結
果

と

の

同

時

性

」

が

語

ら

れ

う

る

も

の

と

し

て

、
そ

れ

は
自

己
産

出

的

で

も

あ

る

。

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
一
言
で
い
え
ば
、
自
然
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
産
出

の
働

き

Ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｋ
ｔ
ｉｏ
ｎ

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

。

当

時

、
先

輩

フ

ィ

ヒ

テ
は

、
純

粋

意
識

の
自

己

定

立

ｓ
ｉｃ
ｈ
-ｓ
ｅ
ｔｚ
ｅ
ｎ

の
働

き

に

お

い
て

、

自

我

の

存
在

は
演

繹

さ

れ

う

る

と

し
て

『
知
識

学

』

を
講

述

し

て

い

た
。

そ

の
影

響
下

に

哲
学

を

始

め
た

シ

ェ
リ

ン

グ
は

、

自

然

哲

学

の
原

理

を

求

め

る
と

き

も

、

フ

ィ

ヒ
テ
的

で
あ

っ
た

。
そ

れ

は
、

活

動

的

で

あ

る

こ

と

、

行

為

的

で
あ

る

こ
と

の
う

ち

に

、
存

在

を

み

る
存

在

論

を
と

っ
た

限

り

に
お

い

て

、

い

え

る

こ
と

な

の
で

あ

る

。

お
よ

そ

、

ザ

イ

ン

ｓ
ｅ
ｉｎ

繋

辞

的

で

あ

る

の
は

、
特

殊
化

さ
れ

た
基

体

に
関

し

て

で

あ

る

。

述
語

的

限

定

を

主
語

へ

と

つ
な

ぐ

媒

辞

で

あ

る

か
ら

で

あ

る
。

し

か

し

、

絶

対
的

に
在

る
こ

と
（
端

的

に
在

る
こ

と
）
ｄａ
ｓ
　ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔｅ

Ｓ
ｅ
ｉｎ

と

し

て

の

ザ

イ

ン

は

、
繋

辞

的

で

は

な

い
。

そ

れ

は

、
限

定

さ

れ

る
以

前

の

「
存

在

一

般

」

と

し

て

、

シ
ェ

リ

ン

グ

に
よ

れ

ば

「
最

高

の
構

成

的
活

然自のてしと体主4
7



動
性
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｉ
（
ｅ
）
ｒ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｔ
ｈ
ａ
ｔ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
「
純
粋
な
自
己
定
立
」
の
働
き
Ｔ
ａ
ｔ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
と
い

う

概

念

の

影

響

の

も

と

に

、

シ

ェ

リ

ン

グ

は

、

自

然

の

存

在

は

本

源

的

に

活

動

性

、

産

出

性

と

し

て

語

ら

れ

う

る

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

自

身

に

お

い

て

産

出

性

の

原

理

を

宿

す

も

の

と

し

て

、

自

然

は

、

ま

た

自

律

で

あ

り

、

自

足

し

て

も

い

る

。

当

然

な

が

ら

、

そ

う

し

た

自

然

は

、

ひ

と

つ

の

生

動

的

な

体

系

を

な

す

。

小

さ

い

に

せ

よ

、

大

き

い

に

せ

よ

、

自

然

事

象

は

、

「
自
己
自
身
を
有
機
的
に
機
制
づ
け
る
在
り
様
」
を
と
る
も
の
と
し
て
、
オ

ー

ガ

ニ

ス

テ

ィ

ク

な

自

成

の

世

界

と

み

ら

れ

る

。

そ

の

自

成

の

過

程

の

叙

述

が

彼

の

デ

ュ

ナ

ミ

ー

ク

で

も

あ

っ
た

。

し

か

し

そ

の

細

説

は

、

煩

瑣

に

わ

た

る

の

で

、

略

し

て

次

に

移

ろ

う

。

四

そ

れ

で

は

、

安

藤

昌

益

に

お

け

る

自

然

概

念

は

、

ど

う

い

う

も

の

で

あ

っ

た

か

。

昌

益

に

お

い

て

、

自

然

と

は

、
「
自

り

然

ル

」

在

り

様

を

い

う

。
「

夫

レ

転

定

（
天

地

宇

宙

の

こ

と

）

ハ
自

然

ノ

全

体

ナ

リ

」
（

自

・

七

）

と

い

う

昌

益

は

、
「

転

定

運

回

シ
時

行

ハ

レ

テ

、

万

物

生

生

シ

端

ク

ル

コ

ト

無

キ

ハ

、

無

始

無

終

ナ

ル

自

然

ノ

直

感

、

進

退

ス

ル

直

耕

ナ

リ

」
（
自

・
第

一

序

）

と

も

述

べ

る

。

そ

し

て

そ

の

真

実

相

は

、
「

自

り

感

ク

自

然

ノ

所

行

ナ

リ

」
（

同

序

）

と

い

う

こ

と

に

求

め

ら

れ

た

。

「
自
リ
感
ク
」
自
然
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
的
に
い
え
ば
、
自
然
は
、
本
来
、

産

出

的

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

か

。

そ

し

て

そ

の

自

然

の

全

体

、

転
定

は
み
ず
か
ら
「
生
生
」
す

る
も
の
と
し
て
、
自
律
的
、
自
足
的
と
み
ら

れ

る
。
「
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
も

の
」
と

し
て

の
日
本

の
古

来
の
自
然
概
念
は
、

昌

益

の

そ

れ

の

な

か

に

蘇

生

し

、
「

主

体

的

自

然

」

と

し

て

立

ち

現

わ

れ

た

と

い

う

見

解

は

、

私

の

興

味

を

ひ

く

。

事

柄

の

「

自

ヅ

カ

ラ

然

ア

ル

」

相

と

し

て
自
然

を
捉
え
る
思

想
は
、
日
本
古
来

の
も
の
と
す
れ
ば
、
昌
益
の
「
自

り
然

ル
」
自
然
は
、
ま
さ
に
そ
れ

の
蘇
生
な
の
で
あ

ろ
う
。
た

だ

し
、
「
自

ヅ
カ
ラ
然
ア
ル
」
自
然
概
念

に
伏
在
し
が
ち
な
、超
自
然
的
摂

理
（
た
と
え
ば
、

ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
運
命
と
か
、
中
国
に
お
け
る
天
と
か
）
に
「
身

を
委
せ
て
成
る

が
ま
ま
に
」

と
い
っ
た
思
想

は
、
昌
益

に

は

な
い
。
「
自
り
然

ル
」
自
然
は

「
自
り
感

ク
」
も

の
と
し
て
、
自
成
的
原
理

を
内
在
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

※
寺
尾
は
、
そ
の
『
安
藤
昌
益

の
自
然

に
つ
い
て
』
（
『
直
耕
』
創
刊
号

、
一
九
八
八

年
五
月
）
に

お

い
て

、
昌

益
の

自
然

は
「
自
ヅ
カ
ラ
然
ル
」
で

は

な

く
、
「
自

り
然
ル
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
こ
に
「
自
己
運
動
」
の
原
理
を
み

る
。
筆

者
は
、
安
永
と
共

に
む
し
ろ
前
者
の
蘇
生
が
後

者
で
あ

る
と
み
て

、
そ
こ

に
「
自

成
」
の
原
理

を
み
て
と
り
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
世
界
は
自
己
産

出

的
で
あ

る
と
み
る
わ
け
で
あ

る
。

私

は

、

シ

ェ
リ

ン

グ
と
昌

益

の
自

然

概

念

を
、

西

欧

の
伝

統

的

な

タ

ー
ミ

ノ

ロ

ジ

ー
で

置

き

換

え

れ

ば

、

エ

ン
テ

レ

キ

ー
の
概

念

で

以

て

共

約

で
き

る

の

で

は
な

い

か

と
思

う

。
ｅ
ｎ
ｔｅ
ｌｅ
ｃ
ｈ
ｙ

と

は
、

テ

ロ
ス
と

エ

ケ
イ

ン
と

か

ら

成

る
と

す

る

と

、
そ

れ

は
、
「
そ

の
目

ざ

す

目
的

を
み

ず

か

ら

の

う

ち

に
有

す

る
在

り

様
」

と

い
う

こ

と

に

な

る

。
す

で

に

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス

に
お

い

て



も

み

ら

れ

る

よ

う

に

、

そ

れ

は

、

内

か

ら

の

自

己

実

現

、

自

己

成

就

を

意

味

し

、

勝

義

に

は

、

オ

ー

ガ

ニ

ス

テ

ィ

ク

な

あ

り

方

の

な

か

に

働

い

て

い

る

。

シ

ェ

リ

ン

グ

に

よ

れ

ば

、

産

出

性

を

原

理

と

す

る

自

然

は

、

力

動

的

な

有

機

的

機

制

ｄｙ
ｎ
ａ
ｍ

ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｏ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｉｓ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ

の

過

程

と

み

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

自

成

の

原

理

を

内

に

宿

し

た

在

り

方

で

あ

り

、

昌

益

的

に

い

え

ば

、
「

自

リ

感

キ

」
「
生

生

竭

ク

ル

」

こ

と

の

な

い

過

程

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

テ

ロ

ス

を

内

在

し

た

も

の

と

し

て

合

目

的

的

で

あ

る

。

こ

こ

で

、

目

的

と

い

う

の

は

、

全
体
を
指
す
。
目
的
論
的
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
、
（
外
在

的

な

い

し

は
超

越
的
な
）
目
的
の
な
い
目
的
論
。
目
的
は
、
ど
こ
ま
で

も
全
体

の
在
り
方

の

う
ち
に
内

在
し
て

い
て
過

程
の
方
向
性
を
意
味

す
る
と

い
っ
た
目
的
論
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
し
て

、
エ
ン
テ
レ
キ

ー
の
概
念

か
ら
共
約
で
き

る
二
人

の
自

然
概
念
で
は
、
世
界
は
「
生
生
」

の
過
程
と
し
て
描

か
れ
る
。

シ
ェ
リ

ン
グ

で

は

、
自

己
産

出

性

の
原

理

は

、
分

極

的
対

立

Ｐ
ｏ
ｌａ
ｒ
ｉｔ
ａ
ｔ

を

通

じ

て

三

層

位
Ｔ
ｒ
ｉ
ａ
ｓ
の
展
開
を
遂
げ
る
。
そ
こ
か
ら
、
世
界
は
自
然
か
過
程
と
し
て
叙

述

さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。
昌
益

に
お
い
て
も
ま
た
、
「
生
生
」
は
、
「
互
性
」

（
性

ヲ
互

ヒ
ニ
ス
）

の
論
理

か
ら
説

か
れ
る
。
「
互
性
活
真
」
、
「
二
別
一
真
」

と
い
う
タ
ー
ム
が
物
語
る
よ
う
に
、
「
ニ
ニ
シ
テ
一
」
、
「
一
ニ
シ
テ
ニ
」
な

る
条
理
を
践
み
つ
つ
「
生
生
」
の
世
界

は
み

ず
か
ら
を
形

態
づ
け

、
そ
こ
に

自
然
の
「
妙

序
」

は
成
立
す
る
と

い
う
。

シ
ェ
リ
ン
グ
に

お

け

る

自
然
の
自
己
産
出
過

程
、
昌

益

に

お
け

る
「
生

生
」
過
程

の
叙
述

は
、
こ
こ
で
は
省

こ
う
。
筆

者
の
強
調

し
た
い
の
は
、
い

ず

れ

の
場

合

に

も

、

自

然

は
そ

の
本

源

相

に

お

い
て

と

ら

え
ら

れ

る
と

。

い

わ

ゆ

る

「
自

然
と

精

神
（
人
間

・
社

会

・
文
化

）
」
と

の

「
二
元

的

分

離

」
は

通

用

し

な

い

と

い

う

こ
と

で

あ

る
。

今
や

、

か
つ

て

の

近
代

的

思

惟

に

お
け

る
基

本

的

構

図

は

崩

れ

た
と

い

っ
て

よ

い
。

シ

ェ
リ

ン

グ

に

と

っ
て

、
「
精

神
」
は
眼
ざ
め
た
自
然
で
あ
り
、
「
自
然
」
は
眠
れ
る
精
神
で
あ
る
。
自
然

は
、

可

視

化

さ

れ

た

精

神

と

し

て

「
先

な

る

自

然
」
ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
　ｐ
ｒ
ｉｕ
ｓ
で

あ

り

、

不

可

視

的

自

然

と

し

て

の
精

神

は

「
後

な

る
自

然

」
ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
　
ｐ
ｏ
ｓ
ｔｅ
ｒ
ｉｕ
ｓ

で

あ

る
。

そ

こ

に
は

、

精

神

・
人

間

と

自

然

と

の
二
元

的

分
離

は

な

い
。

昌

益

に

お

い
て

も

、
「
転

定

モ
自

リ
然

ル

ナ

リ

。

人

倫

（
こ
こ
で

い
う
「
精

神
」
…
筆
者
）
モ

自

リ

然

ル

ナ

リ
。

故

ニ
自
然

ノ
世

卜
云

フ

ナ
リ
」
（
自
然
世
論

全
集
二
　

九
九
ペ
ー
ジ
、

渡
辺
大
藤

『
安
藤
昌
益
と

自
然
真
営
道
』
勁
草
書
房
、
二
九

ニ
ペ
ー
ジ
）

と

語

ら

れ

て

い

る
。
そ

こ

に

は
、

ひ

ょ

っ
と

し

て

、

ホ

ッ
ブ

ス

的

自

然

主

義

が

看
取

さ

れ

る

か
も

し

れ

な

い

が

、
私

は
む

し

ろ

、

安

永
と

共

に
昌

益

の
自

然

に

お

い

て

、
人

間

と

自

然

は
無

媒

介

に
連

続

し

、

人
間

と

自

然

と

の

「
共

同

主
体

的

関
係

」
（
前
掲
安
永
論
文
、
五
ニ

ペ
ー
ジ
）
が

成

立
す

る

こ
と

に
着

目

し

た

い
と

思

う

。

近

代

的

思

惟

の
構

図

に

お
い

て

は

、
精

神

・
人

間

は

、

常

に
自

然

の
外

に

位

置

し

、
自

然

を
客

体

化

し

た

。

自

然

は
、

精

神

の

い

わ

ば
疎

外

態

で

し

か

な
か
っ
た
（
こ
の
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
い
え
る
）
。
今
や
、
両
者
は
連

続
と
共
生
の
一
元
的
シ
ス
テ
ム
へ
と
繰
り
込
ま
れ
る
。
精
神
・
人
間
は
、
自

然

の
外

で

そ

れ

で

あ

る

の
で

は

な

い
、

自

然
と

連

続
し

共

生

す

る

間
柄

に

お

い
て
精
神
・
人
間
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
に
い
え
ば
、
近
代
人
の

然自のてしと体主
ｑ

ｙ

４



故

郷

喪

失

は
、

精

神

を

包

み

込

ん

だ

よ

り

大

い

な

る
自

然

の
本

源

相

に

お
い

て

回

復

さ

れ
う

る
も

の

な

の

で

あ

ろ

う

。

昌

益

の

説
く

「
直

耕

」

と

は

、

ま

さ

し

く

、
「
行

為

的
直

観

」

的

に
そ

の

本

源

相

と

ひ
と

つ

に
な

る
思

惟

を
い

う

の
で

は

な

い

か

。

そ

れ

は

、

た

だ

耕

せ

ば
事

足

り

る
と

い
う

の
で

は

な

い
。

世

界

の
真

実

相

と

ひ
と

つ

に

な

る

直

観
i
n
t
u
i
t
i
o
、
プ
ラ
ト
ン
的
に
い
え
ば
、
事
柄
の
真
実
形
相
、
イ
デ
ア
を
認

識

す

る

ヌ

ー
ス

（
理
性

）

の
認

識

、

シ

ェ

リ

ン

グ
的

に

は

、

知

的

直

観

の

認

識

で

は

な

か

っ
た

か

。
そ

う

い
う

思

惟

方

法

を

通

じ

て

、
「
制

事

」

の

背

後

に

、
「
自

り

然

ル
」

事

柄

の
本

源

相

に
帰

入
し

え

た

の

で

あ

ろ

う

。

そ

こ

か

ら

描

き

あ

げ

ら

れ

た

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

は

、

シ
ェ

リ

ン

グ

に

お

い
て

も

、
昌

益

に

お

い
て

も

、

煩

瑣

に

陥

り

が

ち

で

は
あ

っ
た

が

、

大
事

な

こ
と

は

、
遠

く

離

れ

た
二

人

の
思

惟

の

「
比

較

」

の

根

底

に

看

取

さ

れ

う

る

自

然

の
本

源

相

で

あ

る
。

そ

れ

を

顕

わ

に

す

る
こ

と

は

、

必

ら

ず

し

も

、

近
代

以

前

の

中

世

や

古

代

の
原

始

に
復

帰

す

る
こ

と

を

意

味

し

は
し

な

い

。

そ

う

で

は

な

く

、

自

然

の

近
代

的

抽
象

態

の
彼

方

に
、

自

然

の
本

源

相

を
看

て

取

る
こ

と

で

あ

る

。

そ

の

こ
と

が
、

西

欧

近

代

を
批

判

的

に
超

え

出

る
道

を

観

望

す

る

所
以

で

も

あ

ろ

う

。

※
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
テ

レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
世
界

を
、
そ
の
内

に
方
向

を

宿
し
た
過
程
と
し
て
描
く
と
き
、
そ
こ
に
果
た
し
て
サ
イ
エ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る

学
　

知
が
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
。
成
立
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
学
知

は
、
近
代

の
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
原
理
と
す
る
サ
イ
エ
ン
ス
と
ど
う
ち
が
う
の
か
。
い
わ
ば
、

Ｓｃ
ｉｅ
ｎ
ｃ
ｅ
ｓ
の
成
立
可
能
性
を
問
う
形
而
上
学
は
、
将
来
哲
学
の
難
問
で
あ
る
。

（

１

）
　

Ｅ

ｉ
ｎ

ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｕ

ｎ

ｇ

　
ｚ
ｕ

　
ｄ
ｅ
ｍ

　
Ｅ

ｎ

ｔ
ｗ

ｕ

ｒ
ｆ

　ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｓ

　
Ｓ

ｙ

ｓ

ｔ
e
m

ｓ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
-

ｐ
ｈ
ｉ
ｅ

，
　
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　
u
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｐ
ｅ
ｋ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｋ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｉ
ｎ
-

Ｏ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
 
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
e
m
ｓ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
,
　
１
７
９
９
,

W
e

ｒ

ｋ

ｅ

，
　
ｈ
ｅ
ｒ

ａ
ｕ

ｓ
ｇ

ｅ
ｇ

ｅ

ｂ

．
　
ｖ
ｏ

ｎ

　
Ｍ

．
　
Ｓ
ｃ

ｈ
ｒ
ｏ

ｔ
ｅ
ｒ

．
　
Ｉ
Ｉ

．
　
Ｓ

．
　
２
８

４

．

（

２

）
　

シ

ェ

リ

ン

グ

自

身

は

、

近

代

科

学

知

と

技

術

知

へ

の

批

判

を

Ｄ

ａ
ｒ

ｌｅ
ｇ

ｕ

ｎ

ｇ

ｄ
ｅ
ｓ
　
ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｈ
a
ｌ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
ｚ
ｕ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ

ｔ
ｅ
ｎ

　
Ｆ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｅ
ｓ
ｃ

ｋ
ｅ
ｎ

　
Ｌ

ｅ
ｈ
ｒ

ｅ

，
　
１
８
０

６

， 　
Ｗ
.

　
Ｓ

ｃ
ｈ

ｒ
ｏ

ｔ
ｅ
ｒ

，
　
Ｉ

Ｉ
Ｉ

， 　

Ｓ

． 　
５

９
５

　

７
２

０

い

て

、

か

な

り

明

確

に

叙

べ

て

い

る

。

な
お
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
『
主
体
的
自
然
に
つ
い
て
―
―
近
代
的
自

然
観
の
転
換
―
―
』
（
『
立
命
館
文
学
』
一
九
七
四
年
、
三
五
ニ
―
三
五
四
合
併

号

）

参

照

。

（
３
）
　
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
は
一
九
八
一
年
十
一
月
二
十
一
日
、
日
本
カ
ン
ト
協
会
の
学

会

に

お

け

る

講

演

『

カ

ン

ト

哲

学

の

見

地

か

ら

見

た

自

然

の

諸

相

』

の

な

か

で

、

そ

の

思

想

を

述

べ

、

私

の

注

意

を

ひ

い

た

。

な

お

、

Ｆ

．
　
Ｋ

ａ
ｕ

ｌ
ｂ
ａ

ｃ
ｈ

：
　

Ｄ

ａ

ｓ

Ｐ

ｒ

ｉ
ｎ

ｚ
ｉ
ｐ

　

Ｈ

ａ
ｎ

ｄ

ｌｕ

ｎ

ｇ

　

ｉ
ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

　

Ｋ

ａ

ｎ

ｔｓ

， 　

１

９
７
８

，
　

Ｗ

ａ

ｌ
ｔ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ

　
Ｇ

ｒ
ｕ

ｙ

ｔ
ｅ
ｒ

，
　
Ｓ

．
　
２

２
８

，
　
２

７
１

　ｆ
.
　
ｖ

ｇ

ｌ
．

（

４

）
　

Ｋ

．
　
ｄ

．
　

Ｕ

． 　
８

．
　
６
１

．

（

５

）
　

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

カ

ン

ト

に

お

い

て

、「

経

験

の

形

而

上

学

」

Ｍ

ｅ

ｔ
ａ

ｐ

ｈ
ｙ

ｓ
ｉ
ｋ

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
は
、
同
時
に
「
自
然
の
形
而
上
学
」
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

で

も

あ

っ

た

。

（

６

）
　

経

験

的

な

理

解

に

お

け

る

「

自

然

と

は

、

諸

現

象

の

連

関

が

…

…

一

部

略

…
…
、
必
然
的
な
規
則
、
す
な
わ
ち
原
則
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｓ
ａ
ｔ
ｚ
ｅ
に
従
っ
て
い
る
と
き

に

、

そ

れ

ら

諸

現

象

の

連

関

の

こ

と

を

い

う

」

（

Ｋ

．
　
ｄ

．
　
ｒ
.

　
Ｖ

．
　
Ｂ

．
　
２
６

３

）

と

、

カ

ン

ト

は

書

い

て

い

る

。

（

７

）
　

こ

の

こ

と

は

、

カ

ン

ト

に

お

い

て

は

、

見

落

さ

れ

て

は

な

ら

な

い

（

拙

稿

『
自
然
目
的
と
物
そ
れ
自
体
―
―
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
お
け
る
判
断
力
の
役

割
―
―
』
『
立
命
館
文
学
』
一
九
八
二
年
、
四
三
九
一
四
四
一
合
併
号
）
。

（
８
）
　
私
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
「
自
然
の
目
的
」
Z
w
ｅ
ｃ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
と
「
自

5
0



然

目

的

」

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ
ｚ
w

ｅ
ｃ

ｋ

ｅ

と

は

区

別

さ

る

べ

き

も

の

と

考

え

て

い

る

（

前

掲

拙

稿

）

。

（

９

）
　

Ａ

．
　
Ｎ

．
　Ｗ

ｈ

ｉ
ｔ
ｅ

ｈ
ｅ

ａ

ｄ

：
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ

ｏ
ｎ

ｃ
ｅ
ｐ

ｔ

　
ｏ
ｆ

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

ｅ

， 　

Ｃ
ａ

ｍ

ｂ
ｒ

ｉ
ｄ
ｇ

ｅ

，
　

１
９

５

５
，

ｐ

．
　
３

ｆ
．

（
1
0
）
　
そ
の
よ
う
に
し
て
、
抱
負
に
充
ち
た
著
作
、
『
自
然
哲
学
の
諸
理
念
』
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

ｚ
ｕ

　
ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

，
　

１
７
９

７

や

、

『

自

然

哲

学

の

体

系

構

想

序

説

』

Ｅ

ｉ
ｎ

ｌｅ

ｉ
ｔｕ

ｎ

ｇ

　
ｚ
ｕ

　
ｄ
ｅ
ｍ

　
Ｅ

ｎ

ｔ
w

ｕ

ｒ

ｆ
ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｓ

　

Ｓ
ｙ

ｓ

ｔ
e
m

ｓ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｎ

ａ

ｔｕ

ｒ

ｐ

ｈ

ｉ
-

ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
，
　
１
７
９
９
　
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ

こ

で

「

客

観

的

に

」

と

い

う

の

は

、

カ

ン

ト

と

の

関

係

に

お

い

て

強

調

が

あ
る
。
カ
ン
ト
で
は
、
n
e
x
u
s
 
f
i
n
a
l
i
s
と
し
て
の
自
然
像
の
成
立
は
、
ど
こ

ま

で

も

「

判

断

主

体

と

の

関

係

に

お

い

て

」

で

あ

っ

て

、

客

観

的

に

で

は

な

い

。

同

じ

く

、

先

験

哲

学

ｔ
ｒ
ａ

ｎ

ｓ
ｚ
ｅ
ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ

ｌ
ｅ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｅ

の

立

場

を

と

っ

て

い

て
も
、
そ
こ
が
、
カ
ン
卜
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
で
は
決
定
的
に
ち
が
う
。

カ

ン

ト

の

先

験

哲

学

は

批

判

主

義

的

節

度

を

保

と

う

と

す

る

。

そ

れ

を

飛

び

越
し
う
る
と
し
た
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
知
的
直
観
を
方
法
と
す
る
思
惟
に

よ

っ

て

で

あ

っ

た

。

（
1
1
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
：
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｕ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
;
　
W
e
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｈ
ｇ

．

ｖ

ｏ

ｎ

　
W

．
　
Ｓ
ｃ

ｈ

ｒ
ｏ

ｔ
ｅ
ｒ

，
　

Ｉ
，

　
Ｓ

．
　
７
０

４

．

（
1
2

）
　

カ

ン

ト

は

、

自

己

目

的

と

し

て

の

在

り

様

を

、

「

自

分

自

身

か

ら

、

原

因

で

あ

っ

て

、

か

つ

結

果

で

あ

る

」

も

の

と

規

定

し

、

「

自

分

自

身

を

有

機

的

に

機

制

づ

け

る

在

り

様

」

ｄ
ａ

ｓ

　
ｓ
ｉ
ｃ

ｈ

　

ｓ
ｅ

ｌ
ｂ
ｓ
ｔ

　
ｏ
ｒ

ｇ

ａ

ｎ

ｉｓ

ｉｅ
ｒ

ｅ
ｎ

ｄ
ｅ

　
W
e

ｓ
ｅ

ｎ

と

呼

ぶ

（
Ｋ

．
ｄ

．

Ｕ

．

§
.
　
６
５
）
。

（
1
3

）
　

フ

ィ

ヒ

テ

の

『

知

識

学

』

と

の

関

係

に

つ

い

て

い

え

ぱ

、

シ

ェ

リ

ン

グ

は

、

働

き

Ａ

ｋ

ｔ
，
　
Ｈ

ａ

ｎ

ｄ

ｌ
ｕ

ｎ

ｇ

の

う

ち

に

「

在

る

こ

と

」

を

み

る

存

在

論

を

、

フ

ィ

ヒ

テ

か

ら

学

び

と

り

つ

つ

も

、

自

然

哲

学

に

関

し

て

は

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

意

識

の

先

験
的
前
史
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
で
あ
ろ

う
（
ｖ
ｇ
ｌ

．

Ｍ

．

Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
：
　
Ｅ
i
n
e
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
i
ｎ
　
Ｓ
ｃ
h
ｅ
ｌ
l
i
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ

，

Ｓ
ｕ
ｈ
ｒ
ｋ
ａ
ｍ
ｐ
,
　
１
９
８
５

，

Ｓ

．
　
１
０
４
-
１
０
７
)
。
そ
の
点
に
、
ま
さ
し
く
二
人
の
間
の
決
裂

は

あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

た

だ

し

、

最

近

、

ラ

ウ

ト

教

授

は

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

も

、

そ

れ

な

り

の

自

然

哲

学

は

あ

る

と

説

く

（
ｖ

ｇ

ｌ
．

　
Ｒ
.

　

Ｌ

ａ

ｕ

ｔ
ｈ

：
　
Ｄ

ｉ
ｅ

　
ｔ
ｒ

ａ

ｎ

ｓ
ｚ
ｅ
ｎ
-

ｄ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ

ｌ
ｅ

　

Ｎ

ａ

ｔ
ｕ

ｒ

ｌｅ
ｈ
ｒ

ｅ

　

Ｆ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｅ
ｓ

　
ｎ

ａ

ｃ

ｈ

　

ｄ
ｅ
ｎ

　
Ｐ

ｒ

ｉ
ｎ

ｚ
ｉ
ｐ

ｉ
ｅ
ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｗ

ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｓ
ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
,
　
Ｆ
ｅ
ｌ
ｉ
ｘ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
V
ｅ
ｒ
ｌ

，
　
１

９
８
４

）

°

＊
拙
稿
『
私
た
ち
に
と
っ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
―
―
行
為
＝
存
在
論
の
試
み
―
―
』

（
『

立

命

館

文

学

』

第

五

〇

〇

号

、

一

九

八

七

）

（

14
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
:
　
Ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｎ
ｔ
w
ｕ
ｒ
ｆ
 
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
e
m
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
h
ｉ
ｅ
，

１
７
９
８
～
９
９
,
 
Ｗ
.
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
ｒ
，
　
Ｉ
Ｉ
,
　
Ｓ

．
　
１
２

．

（
1
5
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
Ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
の
定
訳
と
も
な
っ
て
い
る
「
事
行
」
と
い
う

訳

語

に

つ

い

て

は

、

私

に

は

、

い

さ

さ

か

た

め

ら

い

が

あ

り

、

「

自

己

－

定

立

」

の
働
き
と
で
も
し
た
い
と
思
う
（
小
稿
『
人
間
と
い
う
も
の
―
―
自
己
Ｓ
ｅ
ｌ
ｆ

は

ど

こ

に

成

立

す

る

か

』

『

世

界

思

想

』

一

九

八

九

年

春
　

第

十

六

号

参

照

）

。

（

1 6

）
　

Ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｌ
ｌ
ｉｎ

ｇ

：
　
ａ
.

　
ａ

．
　
０

． 　
Ｓ

．
　
１

７
．

（
1
7

）
　

一

方

で

、

「

思

弁

的

（

＝

理

論

的

）

自

然

学

」

ｓ
ｐ

ｅ
ｋ

ｕ

ｌ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
Ｐ

ｈ
ｙ

ｓ
ｉ
ｋ

と

も

呼

ば

れ

た

。

シ

ェ

リ

ン

グ

の

デ

ュ

ナ

ミ

ー

ク

は

、

そ

の

細

説

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

、

当

時

に

お

い

て

も

、

後

の

世

に

お

い

て

も

、

不

評

を

か

い

が

ち

で

あ

っ

た

。

し
か
し
、
そ
の
デ
ュ
ナ
ミ
ー
ク
の
基
本
的
構
図
は
、
後
の
、
お
よ
そ
シ
ェ
リ

ン
グ
と
は
縁
遠
い
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド
の
「
オ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
」
と
共
通
す

る
も
の
が
あ
り
、
興
味
深
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
『
主
体
的
自
然
に

つ
い
て
―
―
近
代
的
自
然
観
の
転
換
―
―
』
（
『
立
命
館
文
学
』
一
九
七
四
年
、

三

五

二

―

三

五

四

合

併

号

）

。

（
1
8
）
　
安
藤
昌
益
の
『
統
道
真
伝
』
や
『
自
然
真
営
道
』
か
ら
の
引
用
は
、
寺
尾
監

修

の

全

集

版

（

農

文

協

）

に

よ

る

。

（
1
9
）
　
安
永
寿
延
『
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
な
る
も
の
―
―
近
世
思
想
に
お
け
る
自
然
と
人
間

―
―
』
（
『
文
学
』
岩
波
、
一
九
七
三
、
六
、
Ｖ
ｏ
ｌ

．
　
４

１
，
5
2

ペ

ー

ジ

」

（
2
0

）
　

Ａ

ｒ

ｉ
ｓ
ｔ
ｏ

ｔ
ｅ

ｌ
ｅ
ｓ
:

　

Ｄ

ｅ

　
Ａ

ｎ

ｉ
ｍ

ａ

　

Ｉ
Ｉ

，
　
１

．
　
４

１

２
ａ
.

（
2
1
）
　
昌
益
は
、
「
自
リ
感
キ
」
て
「
他
ヲ
俟
ツ
ニ
非
ズ
」
（
統
道
真
伝
一
）
と
い
う
。

（
2
2

）
　

そ

の

展

開

過

程

を

叙

述

す

る

の

が

、

シ

ェ

リ

ン

グ

の

デ

ュ

ナ

ミ

ー

ク

で

あ

り

、

然自のてしと体主１ｒ
ａ



磁

石

的

、

電

気

的

、

化

学

的

と

い

っ

た

三

層

位

の

展

開

か

ら

、

世

界

全

体

を

自

然

史

の

過

程

と

し

て

描

く

と

こ

ろ

に

、

そ

の

特

徴

は

あ

る

。

（

2 3

）
　

一

方

、

昌

益

の

コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

に

も

、

「

生

生

」

の

世

界

を

「

真

気

」

の

顕

現

と

し

て

描

き

つ

つ

、

や

は

り

、

ト

リ

ア

ス

の

論

理

（
「

三

気

」

の

相

互

作

用

）

を

窺

わ

せ

る

も

の

が

あ

っ

て

、

興

味

深

い

が

、

そ

の

世

界

を

ひ

と

つ

の

「

史

的

過

程

」

と

し

て

叙

述

す

る

発

想

は

乏

し

い

。

（

東

条

栄

喜

は

「

循

環

自

然

論

」

と

呼

ん

で

い

る

。

『

直

耕

』

４

号

、

一

九

八

九

年

）
。

そ

こ

に

両

者

の

決

定

的

な

ち

が

い

は

あ

る

。

（
2
4

）

Ｓ

ｃ
ｈ

ｅ

ｌ
ｌ
ｉ
ｎ

ｇ

：
　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ

ｔ
ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｒ

ｉ
ｖ

ａ

ｔ
ｖ
ｏ
ｒ

ｌ
ｅ
ｓ
ｕ

ｎ

ｇ

ｅ
ｎ

，
　
W

．
　
Ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｏ

ｔ
ｅ
ｒ

，
　
Ｉ
Ｖ

，
　
Ｓ

．

３
１
９

．

（
2
5

）

「

文

化

と

し

て

の

自

然

」

（

池

井

望

『

世

界

思

想

』

一

九

八

八

年

春

第

十

五

号

）

「

制

度

と

し

て

の

自

然

」

（

中

村

雄

二

郎

『

制

度

と

し

て

の

自

然

と

漱

石

』

『

文

学

』

一

九

七

三

・

六

）

論

も

、

そ

れ

な

り

に

興

味

ぶ

か

い

が

、

私

と

し

て

は

、

そ

れ

を

よ

り

大

き

く

包

括

す

る

自

然

の

シ

ス

テ

ム

が

考

え

ら

れ

な

い

か

、

と

思

う

。（
に
し
か
わ
・
と
み
お
、
ド
イ
ツ
哲
学
、
立
命
館
大
学
教
授
）

９

‘

｛

｀
り
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