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「物語」 と して の 道徳
一デ ュ ル ケ ム ， ベ ル グ ソ ンか らベ イ トソ ンへ ，集合表象の 問題 一

加　藤　　剛 （関 西学院大学院 ）

本発 表に お い て、デ ュ ル ケム の い う集 合表 象 がベ ル グ ソ ン

に よ っ て 継 承され、道 徳が 「想話機能」 に よ る 社会の 自己

保存の 為の 「物語 」 にす ぎな い とされ る。 こ の 点を考
’
察す

る。

　 〈 道徳 科学 と集合 表象 〉

　 教師を 含む聴衆 を 前 に した ソ ル ボ ン ヌ講 演で 、デ ュ ル ケ

ム は 世俗化された公教育に おけ る 「組織的祉会化」 と して

の 道 徳 の 方 法 を 語 る （「道 徳 教 育論 」）。
こ こ で は 規 律 や 集

団愛が 重 視され るの で あ るが、有機的連 帯 の 時 代 にあ っ て

は 自彿的な統合が 期待され るだ け に、道徳の 論理 的整合性

へ の 主 知 的 な受諾、と い っ た こ とが教育の 根本 とな るの だ 。

子 ど もを道 徳 行 為へ と導 くにあ た っ て、何 よ り も行為 の
．
意

義の 説明が な され な けれ ば な らな い。今や、道徳も科学 と

して 合 理的 な方法 を持 ち うるQ だ。例え ば体嗣禁止や教育

環境等、現在で も充分、理 に か な う事柄をデ ュ ル ケム は扱

「
う。だ が反面 、　 「分業 論 」 の 「激情 的 反 動 と して の 刑罰 」

を連 想 させ る様 な段階 的 に 恥 辱 を強 めて ゆ く罰 の モ ードや、

子ど もの 被暗示性の 利用、或い は他人 へ の 献身は集団的背

景 が なけ れば無 意 味で あ る とす る こ とな ど、彼の 道 徳科学

の うちに は、何 が しか の r道 徳の 古層」 を覗か せて い る 箇

所があ る。デ ュ ル ケム は ソ ル ボ ン ヌ期に 同時に 宗教研究を

進めて お り、豪州の ト
ー

テ ム 饑礼 に おけ る聖 へ の 没 入が、

集ま る人 々 の 密度に 比 例 して 、異常 な精神の 昴揚を示 して

い る こ とに着 目 した e この 「集 合的沸 騰」 はパ トス 的 な道

徳的結合で あ り、道徳科学の よ うな ロ ゴ ス に よ る反省的 な

認知で は な い e デ ュ ル ケム は統合 を最 高 善 と見 做 して い た

故、そ の パ トス 的結合力に 魅せ られた の であろ う。しか し、

啓 蒙期の 道学者どして ロ ゴ ス 的な徳目へ の 追従も訴え なけ

れ ば な らなか っ た。些かの 葛藤もあ っ た の だ ろ うか、結局、

　 「原初形態」 で は 歴史的進歩の 考えを緩め、未開人の 思考

も、科学 と同様、分類と体系的整合性とい う点に お い て 大

差 は な い と し、所謂 「融即 」 心 性も否定 し、人類 は 常 に、

そ の 時代の 「選好的な 」 概念思考を行 っ て い た の だ、とい

う共時態の 見方に 行きっ く。知性によ る自律的連帯を重ん

じた デ ュ ル ケ ム もロ ゴ ス の 道徳 （ア ノ ミ ツ ク な行為を 嫌

う） よ り もパ トス の 道徳 （中庸を外 れ る ？） に呑 み込 まれ

た 感が ある。無論どちら も集合表象へ の 積極的帰 依と い う

点で は 同 じもの で あ る。しか しデ ュ ル ケム 自身、こ の 外 在

化 した集合表象 とい う考えに よ り拘束され、啓蒙的な当人

・
も、道徳 の 古 層 へ と連 れ もど されて しま っ た と い う感 は拭

え ない の だ。

　 〈 集 合表 象とそ の 深度 〉

　集合表象へ の 帰依が道徳で あ る。 で は集 合表 象と は何 な

の か、本来は 「分業社会に あ っ て 相互 了解を可能 にす る準

拠 枠」 程 度の 概 念だ っ た の で あ ろ うが、そ の 「拘束性」 の

覆在的性格 に よ り深度を増 し、　「規 準 」 で は 「慣 習 無視 と

嘲 笑」 とい っ た 日常性 の 内 に 観察 され る 。　「拘束は容易 に

み とめ が た い もの もあ る亅。　「第 2版序文」 で は 「社会生

活 は そ の すべ て が （集 合）表 象 か ら成 り立 っ て い る 」 と ま

で 徹底 され る。1司時期、この 概念が リア ル で ある こ とを証

明 するた めに、この 問 題 に 絞り込 ん だ論考、 「個人表象と

集合表 象J を もの に して い る 。
こ こ で は 間接還 元法に よ り、

深 度 を深 め た集合表 象の 存在証明 が 行なわ れ る。即 ち個人

と個人表象の 関係か ら、社会 と集合 表 象の 存在 が証 明 され

る の だ。往時の 連 合心 理学 に お け る記憶 成立 説 明 を まず批

判する。類似 した イマ
ージ ュ の 相互 作用に よ り、差 異 が 平

均化 した記 憶 表 象が生 まれ、これ は もとの 知 覚 とは異 な る

意 識 レベ ル の もの で あ るが、 「意 識 の 付 加 」 で は ない 。意

識は反射知 覚が統合されて 生 じた上位の 秩序な の で あ る 。

要素 結 合と意 識の 「構 成 j　 （ヴ ン トの 創造 的 統 合 ？） に こ

だ わ る デ ュ ル ケ ム は 「ス イ ・ゲ ネ リス j な カ ン ト主 義 者 な

の か。　 「原初形態亅 に お い て カ ン トの 認識論を カ テ ゴ リー

の 先験性に お い て 批判して い るが、カ テ ゴ リ
ー

自体の 価値

は認 め、それ らは歴史、地域 に よ り 「選好的」 で ある とす

る。 未 開 人 も儀 礼を 中心 と した、．リズ ム 的時空軸や因果律

に よ っ て そ れ な りの 統覚作用 は もっ 。た だ、個人知 覚は 社

会 的 カ テ ゴ リーの 推敲 を経 ない と認 識 は 不 可能と い うわ け

で ある。個人表象が統覚作用 に よ っ て 、経験的 ヒ ュ レ ーと

は 異 な る もの を産出 して い た とすれ ば、集合表 象も、個人

の 総和以上の もの を発出す る 筈だ とい うわ けで あ る。個人

の 融合の 仕方は 「多様な個性が 相殺し中和 し」 そ こ で は人

間性の 「極度の
一
般化j が は か られ、もは や 個人に 還元 し

え な い 、と。集合表象 は 個 人表象間 の 「事実を食み 出す」

の だ。有機的社会に 至 っ て 地表に お ける 人口 密度や 交通 網

とい っ た空間形態は打奮移した もの の 、依然、社会は結合 し

た 個人 を基体とする ゆえ、新た な相互 作用 の 反復か ら別の

集 合表 象が 発 出す る、とい うの が 彼の 論明 なの で ある。と

こ ろで 集合表象 はど ち らか とい う と慣習的な思惟形式と し

て、そ の ノエ シ ス 的 契 機が 重 視 され て い た が 、こ の 論文で

は 個人表象とパ ラ レ ル に 眺め る こ とに よ り、木来p恵味で
．

の 「表 象」 作用
一

ノエ マ 的 契 機 も考慮 され うこ とに な るわ

け だ 。 そ して こ の ノ エ マ 的 契 機 を 認 め る こ とに よ り、イ

マ
ージ ュ の レ ベ ル に お ける集合表象の 作像機能を 問題 とす
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る こと も可 能 とな るの で は な いか （デ ュ ル ケ ム は一
応、知

覚 とイ マ
ー

ジ itは個 人 的 起源 と見 な して い る が ）。集 合表

象が ノエ マ 的 契機 を 得 る こ とに よ っ て 、外 化 され た対 象 と

して そ の 深度は ます ます 深 ま っ た の で はな い の か。この よ

うな深度の 問題は、ギ ュ ル ヴ ィ ッ チの 深層社会学的な集合

表象論 で 取 り上 げ られ た もの で もあ る。彼 は 集 合表 象を、

  形態学的基礎  制度  象微  集合的価値  集合表象の 働

きそれ 自体、と し順番に 深度は深ま る とい う。とすれ ば科

学 的 な道 徳 論 と して 「自由検討」 が可能と な る の は  レベ

ル あた りまで で は ない の か。  以下 は集合表象の 圧倒す る

覆在力を予想 させ る もの で ある。こ うい っ た 「力」 は、ロ

マ ン 期の 民 俗学 （サ ン チープ、コ ス カ ン 、フ レ ーザーら）

とどこかで共通 する考えの よ うだ。

　 〈 集合表象と心性 〉

　 民 俗学 と歴 史 社会学 の 境 界 は曖昧 で あ るが、ア ナ ール 派

の 語 る民俗的 「心性」 は集合表象と関連 が あ りそ うで あ る 。

．宮島喬は 「フ ラ ン ス 社会学派と集合意識論」 の 中で ア ナー

ル の 「心 性 」 は 、や は りデ ュ ル ケ ム 派 の 継承 と 見 做 して い

る 。　 f深 層 の 歴 史 」 や 「日常 性 」 へ の 関心 は、基 底的 な

「心 性」 を前景 化す る こ とにっ なが ろ う。　（こ れ は柳 田国

男の い う 「心 意」 とも重な る の で あろ う。） い ずれ に せ よ、

啓篆理 性と は 別の 系と して 埋 もれ て い た 心性、この 見 え ざ

る規定力に 対 し我 々 は どの よ うに 道徳的価 値を 自由検討 し

て ゆ けば よ い の か、ポ ス ト・モ ダン 思想の 先駆で あ るハ イ

デ ガ
ー

の 「存在と時間」 に も心性分析の よ うな方法 が み ら

れ、それ もグ リム 語源 学 を援用 す る とい っ た もの で あ る。

集合表象の 深 さを問題 とす る こ と は単 に 近 代の 道 徳 批 判に

とど ま らず、心 の 「深 さ」 に 基づ く新 しい 道徳の 予示で あ

るの か も知れ な い。少な くと もベ ル グソ ン に お い て は そ う

なの で ある。

　 〈 想話機能
一 「物語 」 と して の 道徳 〉

　集合表象の 深度を直ちに 測 っ た一
人が、デ ュ ル ケム の 盟

友、ベ ル グ ソ ン で あ っ た。彼は 道徳の 起源 の 考察 （「道徳

と宗 教 の 二 源 泉 」） に お い て 、集合表象の 深 度を そ の 巧 妙

な作用性に お い て 考察する。子ども時代に 「禁止」 の 言葉

に 触れ た子どもは 集合表象の 威力を感得 す る。 「両親 と先

生 は 委任 され 作動 して い る よ う に 見 え て い た。我 々 は この

こ とを明瞭 に 理解 して い たわ けで はなか っ た が 」。子 ど も

はマ ナ 的な力を自身の マ ナ的心性よ り感得し、やが て そ の

カは 忘れ られ て ゆ く。集合表象の 拘柬は 又、社会化過 程と

しでも表現 され るが、こ れ は受諾の 意志 す ら不必 要な 「自

動化過 惺 」 で あ り、これ に 従うこ とは 「快楽 1 で さ え ある

とベ ル グ ソ ン は 語 る、　（cf ．　 「規準」 第
一
章）　「克 己」 と

い った徳目も、　「感情の 強度」 に お い て 注目され る もの の 、

そ れ 自体は集合表象 の 志 向 に か な う もの で あ り、苦 痛 で は

な い の だ。　 「全体的 責務 」 と して の 習 慣形 成 は全 て 「う っ

ちゃ り っ ぱ な し］　（レ ッ セ ・
ア レ ）で あ る、とまで きわ め

て 皮肉に、言い 切るベ ル グソ ン。彼 に とっ て デ ュ ル ケ ム が

目的 とす る祉会の 統合な ど、レ ッ セ ・ア レに あ っ て も自然

に 進 行す る 「力」 なの で あ る 。 む しろ コ ム ニ タ ス は そ の 自

己保 存欲 に お い て 貪欲で あ り、常 に 他 の コ ム ニ タス を排 斥

した上で 成立する体の もの なの だ。集団エ ゴ は、国家 ナ ル

シ ス ム に まで 拡 張 し、そ れ は 決 して 「人 類愛 」 とい う階 位

に まで 高ま らな い とみ る．結 局、デュ ル ケム が 美徳と した

集団へ の 献身も、ベ ル グ ソ ン に あ っ て は集合表象に 個人が

食わ れ て しま っ た に 過 ぎな い 事と され る。更に ペ ル グ ソ ン

は、集 合表象はそ の 社会エ ゴ イ ズ ム を合理化す るため に 、

あ ま たの 道 徳を語 りう る、とみて ゆ くこ とに な る。こ れ が

有 名 な 「想 話機 能 1 （フ ァ ビ ュ ラ シ オ ン ）で あ る。人 類 は

昆虫社会の よ うに行動を集合表象 に全面的にセ ッ テ ィ ン グ

され て お らず、知 挫 は、少 しの 自由度 を 持っ 。この 知性 を

「取 り込 む ため に 」、集 合 表象 は様 々 な 「物 語 」 を語 るの

で あ る、と。 この想話 は概 して 道徳や 宗教 や 美談 とい っ た

社会の 自己保存に かな うモ チーフ を特色とす る。た とえ ば

宗教の 語 る 代表的な 想 話 に は 「死後の 生存」 が あ る が 、こ

れ は、死を恐れ る 知 性が 「意気消沈 」 し社会の 紐帯を緩め

る こ とに 対抗 して 、 集 合表象が 個人 の 不安を 打ち消 す ため

に 産出 した 「物語 亅 なの だ 。
っ ま り知性に 対 して 集合表象

は知性的 に 織 られ た 「物語 」 で 取 り込 ん で しま うの で あ る。

ベ ル グ ソ ン の こ の想 話機 能 と い う考 え は、道 徳の 現状 批判

を行 な う時、現 在で も有効で あ る と思わ れ る。　 （例え ば

「核 兵器 は銃 よ り も悪 い 」 とい う想 話
…通 常兵 器に よ る殺

し合 い の 暗黙の 肯定、あ るい は 「自然 を守る」 と い う想 話

等） しか しベ ル グ ソ ン は 、集団ナ ル シズ ム を 自覚 させ な い

道徳の しくみへ の 非難だ けを目的とした わけで はな く、む

しろこ れ らを 克服する よ うな r っ の 理 想社会 （「開 い た社

会 」） を構 想 して い るが ゆ え に、集 合表 象 の 根深 さ を呈 示

したの だ 。 そ して、ベ ル グ ソ ン の 考え る 「開 い た道 徳 」 は

20世紀の 巨人、G ．ベ イ トソ ン の 考え る新 しい モ ラル に お

い て 似た 方向で 深め られ て ゆ くこ とに な る。要 は 集合表象

の 超 越の 問 題 な の で は あ るが 。

（以 下、
1
発表時 に発表 しま す）
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