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宇宙論的 自 由 と 賓践的 自 由
一一 自 由 の 研 究 序 説 一一

柿 WJ 時 正

カ ン ト の 批判哲学の 出 発点 が 物 骨休 ( Ding an sicb ) の設で る る と すれ ば ， そ の 目 標 は 自 由

( Freibeit ) の 確立で あ る と 云 い得 る で あ ろ う 。 被 に よ れ ば純粋理性D課題 は紳 と 永 生 と 自 由 と で

る る が ， 紳及永 生 は 自 由 を 介 して む み そ の実在性 と 必然性 と を 輿 え ら れ 0 (í: 過 ぎ歩 ， 自 由 の概念

は 実 に 純粋理性の全体系の 要石 (8chlußstein) で あ る と 云 わ れ る の で る る 。

者、 は 今 と の カ ン ト 的 主主 白 白 の概念 に対 し・ 4極の 内 在的批判 を 試み よ う と 思 う 。 内在的批判 と は

伎 と 杢 〈 異った 別箇の 立場ーか ら 云 わ ば 超越的 に 批判す る の で は な し 一躍彼 自 身の 先験的観念

論 (transzendentale ldealismus) の立場 を 肯定 しっ し しか も 自 由 に 闘す る 破。所設の欠陥 を 衝
と う と す る の で あ る 。 と の場令に 於 て 論述 は主 と し て カ ン ト の 自 由 概念、の 混乱 ， 帥 ち 伎が先験的

自 由 の 名 fこ於 て結合ぜ ん と した宇宙論的 自 由 (kosmologische Freibeit ) と 実践的 自 由 旬raktische

F.) と が実 は会 〈 異質的 で あ り ， 'Í皮D 企図せ る 如 き 両者の 結合は成立 し得 な い と 云 う 事白究明 に

向 け ら れ る で あ ろ う 。

自 由 の 問題 は 「純粋理性批判」 に於 け る 先験的理念 と し て最初に主主場ず る 。 先験的理念 は 豆類

に分た れ る が 自 由 は そ の 中 の 宇 宙論的王型 念 に 属す る 。 そ れ は範時 (Kategori巴) の 四制 に準拠 し て

四個 あ る が ， そ D各々 に 関 して所謂純粋理性の 二律背反 (Antinomie) が成立す る 。 自 由 に 関 して

も ， 自 然法則以外 に 自 由 に よ る 原 因性 (Kaw:alität) を 認め る 定立 と ， そ れ を 認 め な い 反定立 と

が相対立す る 。 (Kritik der reinen Vernunft， 2 .  Aufl.  1787， 8. 472， 473 参照 ， 1台本論文!í: 於て

は祇数の 制限上原文の 引 用 左 省略 l ノた。 但 し重要注 る 箇所・た は 原書の頁数 を 記 し て る る か ら 参照

さ れ た い 。 〕

と の 宇宙論的矛眉 の批判的解決 に 於て ， 自 由 に よ る 原 因 性 は物 自 体 そ の も の L 働 き と して認め

ら れ る 。 (8. .566) カ ン ト は 更 に こ D 宇 宙論的 自 由 と 人 聞 の 実践的 自 由 と を結合せ ん と す る 。 と の

事に 関 して 彼 は ， 自 由 の実践的概念 は ， 自 由 の先験的理念 を 基礎 と ナ る も の であ り ， 先験的 自 由

の廃棄 は 同 時 に 実践的 自 由 を 壊滅す る で 誌う ろ う と 云って い る 。 (8. .562) 

併 しな が ら 私が今問題 に し よ う と す る の は実 に 此の点 で あ る 。 宇宙論的 自 由 は 決 して彼の考 え

る 如 き 形に於て実践的 自 由 と 結び、つ 〈 べ き では な い 。 本来理論理性心 理念 と して取上 げ ら れた宇

宙論的 自 由 は ， E互に理論理性の限界内 に於 て の み 満足せ ら る べ き で あ り ， ま たせ ら れ得 る の であ

っ て ， 特tz: 実践理性的原理の導入 を 必要 と し た い の で、 は な い か と 思 わ れ る の で あ る 。
元来理論理性 に於て取扱われ て い る 問題 は単な る 理論的認識であ れ 実践理性的要素は 全 〈 拾

象ぜ ら れ て い る の で る る 。 そ れ は カ ン ト が純粋理性批判 は た ど 理論的認識龍力 に の み 関係 し ， 快

不快の感情及意欲能力 を 除外ナ る と 云づ て い る 事ば よ っ て も 明かであ る c か L る 態度 は 「純粋理

性批判」 の 杢容 を通 じ て 一貫 し て い る に も 拘 ち 歩 ， 宇宙論的 自 由 の 理念に於 て の み突如 と して実

践的原理が介入 し来 る の で あ る 。 と り 事 は彼の詳細 に L て 巧妙な る 説明に も 拘 ち 夕、 ， 不 自 然 に し
七奇異な る 印象 を 興 え は し な い だ ろ う か。 更 に進・ん でえ え If' ， と の 点 }こ と そ カ ン ト の純粋4理性の

を体系に於 け る 不整合 と 混乱 と の f，:J子が匹胎 し て い る の であ る 。

2 . 

カ ン ト は 何故 に理論理性の理念で あ る 宇宙論的 自 由 に 実践理性の原理 を 導入 し来ったの で あ ろ
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う か。 そ D最 も 重要 注 理 由 と し て あ げ ら れ る の は ， 紋が若干の 宇宙論的理念 に於て物 自 体的 ゑ 制
約 (Bedingullg) を 誌容 し た事で あ る 。 邸 ち 彼 は 宇 宙論的矛泊 の批判的解決に於て数学的 (mat

hematisch ) ←な理念 と 力学的 (dynamisch) た理念 と を 区別 し ， 後者に於 て は感性的 (sinnlich)

tJ..制約の 系列の外に 有ーす る 異4極的 に し ℃ 可想的 (intelligibel) た 制約 を 認容 し と い る 。 (8. .558， 
.559) と の具程的制約 を 彼 は 入 閣 の 行誌の 可恕的 な性格 (Charaktcr) !llIJ ち 物 自 体 そ の も の L 性格
み 考 え て い 与 り で る る 。 (8. .567) 

併 し な が ら か L る カ ン ト の 見解に は 二‘つ の 重大な る 疑点 が存す る 。 第一 は 力 学的系列 に於 て物
自 体 と し て の具極的制約 を 認容す る 事が果 し て 安 当 で あ る か と 云 う 事で あ り ， 第二は も し仮 に 異

躍的制約 主 認 め た と し て も そ れ は 必歩 し も 実践的 自 由 (可想的 な そ れで る つ ご も 〕 と は結合 し得
な い D で‘ は な い か と 云 う 事で あ る 。

先マ十F

以司来4詰常鼻に 現象 (けEご勺r出川吋必�ch巴白H凶刈n沼g) と 物 白 体 と を |峻投別 し ， 後者は全 〈 人 聞 の 認識範囲外に あ る と 考 え て
来 ?と の で あ る 。 披 は と の 就い て弐の 如 〈 云って い る 。 「我 々 の 悟性 (Verstand) は斯の如 〈 し

て 泊極的 に 拡張せ ら ル る 。 換言す れば 悟性 は 物 々 自 体 そ の も の を (現象 と 看倣 さ や して) 理体

(Noumeno心 と 考 え る つ需 に 依って感性に制限令 ら れ歩 して ， む しろ 感f生 を 制限す る 。 併 し'悟性 は

ま た直 ち に 自 己 5こ 制 限す る 。 息P ち 物 自 体 を ば決 し℃何れの 範障 に 依って も 認識せぬ ， 従ワ て之 を
未知的 注或 も の (unheln弘nntes Etwas) の 名 に よ って の み 思惟 す る と 云 う 制 限 を 自 己 に加 え る の
で あ る 。」 何. 312 ) 

も し と の説明が正 しい 左 ら lf ， 原 因性の主J1 き 力学的範障に於七 も そ れが現象の 限界 を 超 え て物
自 体 に迄拡張 さ れ る 事 は 全 〈 不可能 で、 あ る 。 何 と な れば物 自 体が何れの範時 に よ づ て も 訟識 さ れ
や ， 翠 に うま知 的 な 或 も の と し℃ しか思惟 さ れな い な ら ば原 因性の 範曜 と 雌 も そ の例外で は る P 得

泣 いか ら で る る ζ

然 る に カ ン ト は 力学的範時の理性的使用 に 於 て ほ 物 自体の 把捉が或 る 程度可能 で、 あ る 如 〈 考 え て
い る よ う で あ る 。 と の場合カ ン ト 及 そ の 弁護者は云 う か も 知れな い 。 感性及悟'1主に於て は 物 自 体
は不可認識で あ る が ， 理性に於て は 物 自 体の把捉 も 或 は 可能で、 あ ろ う 。 何 と な れば理性は 悟性概

念 を 可能的経験の不可避的制限か ら 解放 し ， 之 を 経験的 な も <0 1 限界 を 超 え て 拡張せ ん と 試み る

も の で る る か ら と 。

確か に理性 は 経験的限界 を 超 え て そ の 認識 を 拡張 し よ う と 試み る 。 け れ ど も そ の理性の 企図 は

範除 去こ 手掛 り と ナ る 限 り に於て は 常 に失敗に 帰 したの で る った 。 13fJ ち 理性が物 自 体 そ り も の L 制

約 と して の み 安 当 的で る る 絶対的総体性 (absolutc Totalität) の理念 を 現象に趨用 した詩 に ， 純

粋理性の不可避的 な 二律背 反が発生 し た の で あ る 。 (8. 534) こ θ 事:は数学的範i曜に於ても 力学的

範障 に於て も 全 〈 同様 で あ þ ， 何れの 場合に於 亡 も 定立 と 反;定立 と が杢 〈 同J写 の 証明力 を 以 て相

対立 したの で あった 。

然る に か L る 理性の 認識拡張の企図がすべ て 矛盾 と 混乱 と に経った後 に ， カ ン ト は 改 め て 力学

的範時に の み物 自 体 と しての異種的制約 を 認め よ う と して い る の で る る 。 しか も 何故にか L る 異

極的制約が認め ら れね ば な ら ぬかに就 て は 伎 は 必歩 し も 十分な根拠 を 示 して は い な い 。 被 は た ピ

力 学的範障 に 於 て は具極的 な も の L 綜合 を 含む と 云っ て い る だ け で あ る 。 ( 8. .558) 併 しな が ら 似

に 力学的範慌てが異種的綜合 を 含む と して も ， それが草 に 現象相互間 に於 け る 異種的な も の でな し

現象に対す る 物 自 体 と 云 う 意味 に迄解 L得 る か は疑問 で あ る 。 と の場合具極的 な も の を 物 自 体 そ

の も の で あ る と 考 え件 る 積鋭的根拠 は 何守 存夜 し七 い な いか ら で る る 。

元来物 自 体 の 認識は感性的直観 に よ っ て は 全 〈 不 可能 な の で あ る か ら ， も L， そ れれrがf仮反 に ri

あ る と して も そ の 方法は範F町時1詰詰の理i恒性雪笠:的拡張以外 に は 存 し Zな主 い 。 しか も そ れ は 就 に ー臆試み ら れ て
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失敗 し て い る の で る る 。 そ の結果 と し て 生 ピ た二律背反 は ， 本来我 々 に は未知 的 な も の と して し

か思惟 さ れ得抵 い 物 自 体 に 主主 ， 範略的認識 を 拡張ぜ ん と し た 人 間理性の 当然陥 る べ き 不可避的結

果 で あ った の で あ る 。 故に と の ご律背反か ら 股却 し て 豆il日守び、物 自 体の 把捉 を 試 み る 潟 に は ， 皐

tJ. る 範時の解釈以外の新たな る 積鋭的認識根拠 が示 さ れね ば な ら な い O 然 る に 車(1: 力学的範時が

具極的 な も の L 綜合 をと 含む か ら と 云ウ て そ の 兵程的な る も D を 芭 ち に 物 白 休 と 認め ん と ナ る の は

範時 に よ る 物 自 体不可認識の原理 を 破 る 訴 に は余 り に も 詩拐 な 根拠で は な い か 。 (物 自体が可足、惟

で あ る と 云 う 事は 根拠 に な ら な. い 。 そ れ は た Y 未知 的 な も の と して思惟 さ れ る に 過 ぎ、 な いか ら で

あ る 。)

の み な ら すイ反 に 力学的範i告 を 手掛 り と す る 理性認識が物 自 体J'iL(こ迄進 み持た と して も ， そ の場

合物 自 体的 紅 白 白 が端的 に 認め ら れ得 る と は 臨 ら や ， 却てコ て 宇宙論的矛盾の 阜 な る 延長に経 る 結

果 と な り は し 友 い か。 何 と な れ ば 白 白 の 定立が物 自 休!ご於 亡 可能 な ら ば ， そ れ を 否定す る 反定立

も 同様 に 成立 し得 る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 従 つ ‘て 宇宙 論的矛盾 の 解決 を 物 自 体 に於℃求 め ん

と す る 事は 無意味 で あ る よ う に 思 わ れ や n

か 〈 考 え る と 宇宙論的 自 由 を 物 白 体 と して把捉 し よ う と した カ ン ト の 企図 は 根拠滞弱 で あ り 徒

労で る ろ と 云 わ ね ば な ら な い 。 然 ら ば本来の 宇 宙論的 白 白 は 如何に る る べ き で Zう ろ う か。

3 .  

と の |問題 に 関 して E互 に 桧討せ ら れ な け れ ば な ら な い の は原 間性の 概念 で る る 。 カ ン ト は 自 然に

従 う 原 因性 と ， 自 由 か ら の 原 悶性 と の こ種類の 原 |辺住の み を 認め て い る 。 (8. 560) 理論理性に於

け る 原 田性の 範時が 自 然に 従 う 原 悶 性 で る !J ， そ れが草 な る 自 然的機械性 け'Taturmechanismus) 

或 は 自 然的 必然性 (Nutul"llotwendigkeit) で る る 事 は 明 白 ‘で あ る 。 然 る に と の 自 然的機械性必然

性の第・ ・起始 と し て の 宇宙論的 自 由 が何故に 自 由 か ら の 原 因f主で た 〈 で は な ら な い り だ ろ う か。

殊に カ ン ト は と の 白 白 か ら の 原 i 羽生 を 人 間 の 可 想的性格 と 考 え て い る の で る る 。 官干 し訟 が ら 本来

の 宇宙論的 自 由 は か L る 人 間 の 実践的 白 出 (可恕的 で る る に も ぜ よ ) を 導 入 し な けれ ば 満足 し能

わ な い も の で は な い 。

4皮 は宇宙論的 自 由 主 ， 自 然法則に 従って進行す る 現象の 系列 を 自 ら 始め る と と ろ の 原 因 の 絶対

的 自 身i全 (absolute 刷、ontaneität der Ursachen) と 規定 して い る 0 (8. 474) 卸 ち そ れ は 自 然現象

の 第一原 因 ， 或 は 自 然原 因 の t[j一起始 な の で あ る 。 と の 場合 自 然 を杢体 と して 見 る か ， 或 は個 々

の 自 然現象 と 考 え る か は !UJ題 マ あ る 。 前者 と 解す る な ら ば 第一原 因 は 一つで あ り ， f走者 と すれ ば
多数 量う る 事 と な る 。 - 併 しな が ら 自 然 を個 々 の現象 と 解す る 事は極め て不 当 で あ り 不合理 で あ る と
云 わ ね ば な ら な い 。 イ可と なれ ば 自 然 と は カ ン ト 白 身の 云 う 如 〈 一切の現象の 力学的全体で 誌う る か
ら で あ る 。 (8. 446) 自 然 を か く 解す る な ら ば ， 宇宙論的 自 由 は 自 然全体に 対 し そ の 機械的原因の

系列 を 遡源 して求 め た唯一の第ー 4起始で あ る に 過 ぎ な い 。

然 る に 実践的 白 白 は 必歩、 し も と の 僚件 を 満た し符 な い 。 人 間j の 行主主 は成程可想的性格 と して は

自 然的 fc 1.[[Ii制約で る る 如 〈 見 え る が ， そ れ は 常 に 感性的性格 を 通 して の み 原 因 と な り 得 る の で る

り ， 後者は 絶 え 歩先行的 自 然原 因 に 限定 さ れ て い る 。 従う て 人 間の 行活 は感性的性格 と して は も
と よ り 第一 自 然原 因 と な り 得歩 ， 可想的性格 と しで も あ�f k 個 々 の 自 然現象の 原 因 た り 得 る だ け で ，

全体 と し℃ の 自 然 に は安当 し得 1主 い 。 そ れ故に 宇 宙論的 自 由 を 実践:的 自 由 と 解す る 事は極め て 不
合理 で あ U 牽担附会的 で あ る 。 と の ;場合我 々 は理論理性の il\j!垣 に於て はィ立欲能力 そ の他実践的要
素は拾象せ ら れ ご い だ与 を 芯起す とB 必裂が る と) 0 守 山治的 自 由 がJ�Jl{ な る 自 然的EJ{阿佐の 範 囲 内 11:
於て 満足 さ れ得 る 映 り ， さを 〈 異質的 な る 実践的 白 出 を 導人 し な けれ ば な ら ぬ 必然的理 由 は 少 し も
存在 し な い の で る る 。
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そ れ故に 宇宙論的 自 由 は杢体 と し ℃ の 自 然 に 於 け る 機械的な 第一原 因 と 考 え る 事 と そ最 も 安 当

で あ り 合理的で、 あ る 。 と の 場合に於て も 理性が不可避的矛盾 に 陥 る 事 は や む を得な い 。 卸 ち か L

る 自 然原 因 の 第一起始 を 認 め る 定立 と ， 否定す る 反定立 と は 必然的 lz:: 相対立す る で あ ろ う 。 しか

も そ の解決 を 物 自 体 に 求 め る 事は根拠薄弱で、 あ り ， 旦 そ の 場合に於て も 二律背反が成立 し得 る で

あ ろ う 事は先に指摘 した如 〈 で あ る c と の 矛盾 は云 わ i;f人 間理性の 不可避的運命で・あ り ， と れ を
除去す る 事は 出来 な い の で あ る 。

か t 考 え る と カ ン ト の 本来D所設 を合理的 に徹底すれ ば 宇宙論的 自 由 は皐 ゑ る 理論理性の 限界

内D 問題 で あ り ， 絞 が そ れ と して認め た実践的 自 由 は寧 ろ 謀って こ の 問題に混入 し来った も の で

あ る と 云わ ね ば な ら な い 。 従って 先験的 自 由 の 名 に於て 理論理性 と 実践理性 と を 結合せん と した

カ ン ト D 企図 は根本的に変卒A を 受 け ね ば な ら ぬ事 と な る 。 然 ら ば理論理性 と 実践盟.性 と の 関係 は

本来如何に あ る べ き で あ ろ う か。

4 . 

「実践理性批判」 に 於'L ， 白 出 は道樟律の 市IJ約 と して そ の 実在牲が保証'1t ら れ る の で あ る 。 市 し

て カ ン ト は そ D 前 提 と して ， 自 由 の 概念 は 販 に 理論現性に 於て 蓋然的で、は あ る が ， 思惟す る 事の

不可能で tJ. い も り と して定立 さ れた と 考 え て い る の で あ る 。 併 し な が ら 紋 自 身述べて い る 如 〈 に
物 自 体 は不可認識で あ る ばか り で な く ， 可思惟 と して も そ れは た Y 未知的 な或 も の と して考え得
る の みでる った 。 故に 宇宙論的 自 由 主 物 白 体で あ る と 考 え る 事が疑わ しい ばか り で な し 他方 に
於て それ は ま た実践的 自 由 と も 実 は 無関係で、る てったの で あ る 。

従って 実践的 自 由 が物 自 体 で あ る と 云 う の も ， 必ヂ、 し も 十分な根拠 を 持た な い 事 と な る 。 こ の

点 !'C. 就 い て は紙数の 関係上今 は詳論出来 な い が ， .本来物 自 体が道徳律の 制約 と して の 自 由 の 如 き

具体的形式に 於 て 我 々 に 意識 さ れ る (単に実践 的使用 の み で あ づて も 〕 と 云 う 事 自 体が 肢 に 根本

的 に 再検討 を 必要 と す る 事 な D で あ る 。

何れ に せ よ 先験的 自 由 が理論理性 と 実践理'陛 と を 結合 し得 な い 事 は 明かで あ る 。 然 る に 両者 を

結ぶ唯一の 契機 は 自 由 の概念の み宅 あ った D で色 る か ら ， と L に 両者の 関係は全 〈 断絶 した事 と

注 る 。 従って 理論理性 と 実践理性 と が相互に如何に 限定 し合 う か ， ま た そ の 場合に於て R王者 の 何

れが優越的 で 語う る か と 云 う 最 も 重要 な哲学的問題 は ， カ ン ト に於て は 実 はさを 〈 未解決 に 柊って い

る の で あ る 。

と の 結果は披が理論理性 と 実践理性 と の 夫 々 の 体系 を 樹立 した後 ， 更に両者の 相互関係 を 精密

に規定すべ き で あ ったの に ? 理論理性の 宇宙論的 自 由 を 実践的 自 由 と 混同 し た 震 に I医 者の 関係 は

肢に規定 さ れ格った と 考 え た事 に 由来 して い る 。 自P ち 彼 は 問題が新 に 出 発 ナベ き 時に 当 つ℃ そ れ

を 既 に 格てった も の と 誤解 したの で る てコた 。 そ の 事が後 に 「判断力 批判 j に 於て柏々 具体 的 に 取扱

わ れ ん と した両者の 関係 を徒 に 不 明確に し て 抽象的 な る も の に絡 ら し め た根本的原 因 と も なラ て

い る の で る る 。

と の 意味 に 於て カ ン ト に よ り 純梓理性θ全体系白要石 と 考 え ら れた 自 由 の 概念 は ， 寧 ろ 全体系

の 不整合 と 混乱 と の 原 因 と な り ， 却って彼 に と て〉て の蹟 き の 石 と 友づた と 云わ ね ば ゑ ら な い 。 従

てって全体系 は新な る 観点か ら 再編成 さ れ ね ば た ら す'; ， 理論的理性 と 実践理性 と の 相互関係の 問題

は彼に よ って解決 さ れた の で は な し た ど 提起 さ れて い る に過 ぎ な い事 と 紅 る 。 カ ン ト 哲学が近

世哲学史 上極 め て 重要な意義 を 有す る に も 拘 ら や ， 却って それ を超克せん と す る 多 〈 の学振の 出

現 を 促 したの は実に と の得 で あ ろ う 。


