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　　　実 　存　 と　 羞　恥

ヤ ス パ ー
ス 羞恥論 の 実 存論 的

一
存在 論 的意義

一

原 子

　 日本 文 化 は 恥 の 文化 で あ る と言 われ て 久 し い が 、 愛や 信仰 な どの 実存的 な場

面 で 、 洋 の 東 西 を問わ ず 、 人 は しば しば羞 恥 を感 ず る 。 本 論 は 、 恥 とは何 か を

問 う筆者 の
一

連の 探究 に属 す る もの だ が 、 実存的 な羞 恥 が 自己認 識 の 構 造や人

間存在 そ の も の の 構造 に も深 く関わ る もの で あ る とい う観 点か ら 、 ヤ ス パ ー
ス

の 羞恥 論 を取 り上 げる 。 ヤ ス パ ー
ス に お い て は羞 恥 が い か に捉 え られ 、 これ が

彼 の 実存理 解や 存在理 解 とい か に 関わ る もの で あ るか を考 察す るの が本論の 課

題 で あ る 。

　　　 1 ． ヤ ス パ ー ス の 羞恥理 解 一 絶対 的意識 と し て の 羞恥

　　　 2 ． ヤ ス パ ー ス 羞恥 論 の 特 色 と実存 論 的 一存在論 的意義

　 　 　 3 ． 結 び 一 展 望

　 1 ． ヤ ス パ ー ス の 羞恥 理解 一 絶対 的意識 と して の 羞恥

　ヤ ス パ ー ス 哲学 で 羞 恥 が 取 り上 げ られ るの は 、 『哲学H 一 実存開明』 （1932 年）

の 第 8 章 、

「絶対 的 意識 」 に お い て で あ る 。 彼 は こ こ で 「客観性 と実存 との 混

同 を防 ぐ もの は 羞恥 で あ る」 と述 べ る が 、 絶 対 的意識 に 属す る 羞恥 が 「客観性

と実存 との 混 同 を防 ぐ」 とは 如何 な る意 味 で あ ろ うか
。 彼 は 羞 恥 を如何 な る も

の と考 え るの で あろ うか 。

　本 章 の 冒頭部分で 、 ヤ ス パ ー
ス は まず 、

「絶対 的意識 は第
一

に 、 心 理 学の 対

象 と し て の 体験 で は ない 」 （Ph．　ll．255 ） と言 う。 意識 に は 個人 的な 現 存在 の 現

実 と し て 体験 され る もの や 、 意 識
一
搬 と して 客観化 され る もの もあ る が 、 絶対

的 意識 と して の そ れ は 、 「実存 の 存在 確信 」 で あ る 。 そ れ ゆ えそ れ は 、 心 理 学

に と っ て 経 験 可 能 な現 実の 限界 に 立 っ て い る し、 現 存在 分析 や 論理 学 の 対 象 と

して の 意識
一

般 で もない
． それ は

一
切の 対 象性 を超 越 して い る の で 、 あ る が ま
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まに面前 に見 え るよ うな もの で はな い が、 私 自身 を充実 した 自由 と して確信す

る と き、 それ の 何 た るか が 積極的に 経験 され る よ うな もの で あ る 。

　 こ の 絶対的意識 をヤ ス パ ー
ス は 三 つ の 方 向か ら具体的 に 論 じ る 。 そ の 第

一
の

「根源 に お け る運動1 は 、
「否定的 な もの か ら出発 し 、 こ の 否 定的 な もの そ れ 自

身 を通 じて 、 肯定的な る もの を 可能的な もの と し て 甦 らせ る」 もの で あ る 。 具

体 的 に は不 知 、 眩 暈 と戦 慄 、 不 安 、 良 心 が 取 り上 げ られ る 。 第 二 は 文字 通 り

「充 実せ る 絶 対 的 意識 」 と し て の 愛 、 信 仰 、 空想 で あ る 。 そ して 第 三 の 「現

存在 内 で の 絶対 的 意識 の 確保 」 に お い て 、 イ ロ ニ
ー

、 遊 戯 （た わ む れ ）、 放下

（平常心 、 Gelassenheit） と共 に 、 羞恥 が 論 じ られ て い る 。

　 ヤス パ ー ス に よれ ば 、 充 実 した絶対 的意識 と して の 愛 、 信仰 、 空想 は 、絶対

的意識 が 純粋 なか た ちで 現 れ た もの で は あ る が 、 経験的な現存在 に お い て は 、

そ こ で 思惟 され た り形 成 され た
一

切 の もの は 有限的 で あ る 、 とい う。 そ して こ

こ に二 種類 の 危 険が 想 定 され る 。 そ の 第
一

は 、 そ の 有限 な もの をあた か も絶 対

的 真理 で あ る か の よ うに み な し て 執 着す る こ とで あ る。 思惟 され た り形成 され

た り した もの は 、 自己 の 客観 性 にお い て 自己 を再確 認 す る 実存 に と っ て の み 真

理 で あ る の に 、 こ れ が 客観的 に 固定 され 、 現存在 と して 絶対的 な もの と見做 さ

れ る な ら、 そ の 深 み は 消失 し 、 後に 残 るの は 、背 景 の ない 単な る 現存在 ばか り

だ か らで あ る 。 第二 の 危険は 、 反 対に 、
「現存在 に お け る

一
切 の もの を有 限 な

もの
、 消滅す る もの とみて 、 主観的 な不安 の 無 地 盤 性の な か で 自ら を喪失す る

こ と」 （Ph．皿 284 ）で あ る と言 わ れ る 。

　 「現 存在 内 で の 絶対 的 意識 の 確 保 」 の 例 と して 取 り上 げ られ る イ ロ ニ
ー

、 遊

戯 （た わ むれ ）、 羞 恥 、 放 下 （平 常心 ） は 、
い ずれ も こ の 危 険 と対 抗す る もの

で あ る 。 イ ロ ニ
ー

と遊戯 （た わ む れ ） が 、 固定化 に 反 して 、 単に 客観的 に 過 ぎ

ない もの す べ て を浮 動 の 状態 に 保 つ の に 対 し て 、 「客観 性 と実 存 との 混 同 を防

ぐもの は羞 恥 で あ る」 （ebd ．） と彼 は 言 う。

　 で は 羞 恥 が 「客観 性 と実存 の 混 同」 を防 ぐ とは い か な る こ とで あ ろ うか
。 羞

恥 の 項 で ヤ ス パ ー
ス は まず 、 心理学的羞恥 と実存的羞 恥 を区別す る。 人 は

一
般

に 自己 の 不充 分 に 気 が つ い た り、 可能 的 な不 充分 に 気 が つ い た と きに恥 じる。

とこ ろで われ われ に は 、

一
人 だ と恥ず か し い こ と も皆 で 為せ ば恥ず か し くな い 、
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とい う経験が あ ろ う。 例 えば裸体 は そ の ま ま で 見 られ る ときに は羞 恥 を惹 き起

こ す が 、 素裸 の 人 々 に 交 っ て い る と き に は 、 恥 ず か しい もの で は な く な る 。 皆

が 行 うこ とに つ い て は 人 は恥 じ ない
。

こ の よ うに
一

般的 な もの の なか に 自分 を

解消 して 、 もは や 自我 と して 感 じも考え も しない な ら、 羞 恥 を感 じる こ とは な

い 。 彼 は こ の よ うな羞恥 を心 理 学的羞恥 と呼 ぶ 。 こ の 羞 恥 は 「他者 を鏡 とす る

個々 の 価値意識 」 か ら発 生 し、 有限 な もの と して 動機づ け られ 、 経験 的 な個人

の 当惑 か ら理 解 され 得 る もの で あ る 。 と こ ろ が こ れ とは反 対 に 、 「可 能 的 実存

と して の 自己 に 結 び つ い て い る者 に と っ て は 、 そ の 自己 存在 の うち に 、 取 り

除 くこ との で き ない 羞 恥の 根 が 残 る1 （Ph．　H．287＞。
こ れ が 実 存的羞恥 で あ る 。

こ の 実存 的 羞恥 は 「他 の 実 存の 前 で の 不 真 実や誤 解 の 可能 性 に対 す る憂 慮」 か

ら発 生 し 、

「一 般 的 な も の と して は 理 解され な い 無制 約 的 な もの と して 、 本 来

的 自己 か ら発 す る防 禦 的 な態 度の 機 能 で あ る」 （ebd ．） と彼 は 言 う． 例 え ば同

じに 赤 面 す る に して も、他 者 か らの 軽 蔑や 暴 露 の 恐 怖、 誤 っ て 責任 を負 わ され

る こ との 恐怖 な どに 因 る場 合 と、 「秘 め られ た 自己 存在 」 が 注 目 され た り主 張

され た り問われ た りす るか も しれ な い こ とか ら生ず る場 合 とで は 全 く異 な る が 、

前者の 心 理 学的羞恥 が 「自己 意識 の 内 面的無 力」 と結びっ い て い る の に 対 して 、

後者 の 実 存的羞恥 の 方 は 「内面 的 強 さを もつ に も か か わ らず 、

一
般的 な もの だ

けが通 用 す る客観化 の 世 界 に お い て は 、 自己 が正 当 に 受 け取 られ ない とい うこ

と に 対す る 不 安感 」 （Ph，　H．288 ） に 因 る もの だ と説 明 され る 。
つ ま り 、 心 理 学

的羞恥 が 外 部の 刺激や価値観 に よ っ て 惹 き起 こ され る の に対 して 、 実存的羞恥

は 、 「自己 存在 の うち の 取 り除 く こ と の で き な い 羞 恥 の 根 」 と し て 、
一

般 的 客

観 的世 界 に お い て実 存 が 自己 を表現 しよ うとす る ときに 、 い わ ば不 可 避 的 に 惹

起 され る現象 で あ る とい うこ とが で き よ う。

　 ヤ ス パ ー
ス は そ こ に 実存 の 無 力 を 見 る 。

「実存 は 、 自己 が 客観性 そ の もの と

して 存 在 す る とい うこ と に 関 し て 、 同 時 に つ ね に 無 力 の 意識 を も っ て い る 」

（ebd ．） と彼 は 言 う。 なぜ な ら、 実存 の 客観 化 が 実 存 そ の も の と見做 され て 実

存 と客観的現 実 が混 同 され れ ば 、 実 存は 不 真 実 な もの とな るか らで あ る 。 だ か

ら 「実 存 が 語 る と き 、
… … 実 存 は つ ね に 、 自 らの 無 力 を恥 じ る 」 （ebd ．〉こ

とにな る 、 と説 明す る 。
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　 こ の こ と は哲学す る こ と と実存 との 間の 根本 関係 に も根 ざして い る 。 実存の

存在確信 は決 して 客観 的知 に よ っ て 捉 え られ る もの で は な く 、 も しそ う しよ う

とす る な ら不 可 知 と しか 言 い よ うの な い もの で あ る が 、 に もか か わ らず 、 哲 学

しつ つ あ る私 は沈黙 して い る こ とが で きな い 。 そ して 、 知 る こ とが不 可能 で あ

り、 ま たそれ に立脚 す る言表 形 式 が不 適切 で ある に もか かわ らず 哲学 に お い て

常 に 存在確信 が 求 め られ る の は 、
「実存 が 不 完全 」 だ か らで あ っ て 、 実 存が も

し明晰に 現 実化 され て い る と した ら実 存は 哲学す る こ とが ない だ ろ う、 とヤ ス

パ ー
ス は言 う。 実存 は根 源 的な 存在確 信 を得 よ うとす る が 、 それ は 自 らを思 惟

す る こ とが な けれ ば 、 実存 は何 らの 確 か ら し さを も 自己 自身 の うちに 持つ こ と

が で き ない か らで ある 。 と こ ろが 実存の 絶対 的意識 の よ うな超越 に 関 わ る意識

は 、 言 葉 を も っ て 表現 し よ うとすれ ばす る ほ どに 捉 え が た く 、 知 の 営み は挫折

して しま う。 こ うして 確信 は 実存か ら脱落す る よ うに 見 える が 、 そ こ か ら ま た

哲学す る こ との 衝動が 新 し く始 ま る の で あ る 。 ま さに 「哲学す る衝 動は 、 絶対

的意識 と単 な る現 存在 と して の 意識 と の 問 の 緊 張 、 成 立 す べ き で あ る が ま だ

成 立 し て い な い 真理 （Wahrheit） と、 す で に 成立 して い る い な み が た い 正 当性

（Richtigkeit） との 間 の 緊張 か ら し て 生 ず る」 （Ph．　ll．259） と言 え る の で あ る 。

　 実存に 根 ざ し て 哲 学 す る こ と に は こ の よ うな性 質 が あ る の で 、 彼 は 「実存

的羞恥 にお い て は、 語 ろ うと して も語 られ えない よ うな秘密が守 られ て い る 」

（Ph ．　H．288 ） と言 う。 なぜ な ら、 「哲学 と し て 実 存開 明 に お い て 語 る こ とは 、

一
般的 な る もの の 領域 にお い て 自己 開明 の 道 を発 見 し よ うとす る試 み 」 で あ る

が 、
「自己 開 明 は 発 言 可 能 な も の に お い て は成 し遂 げ られ ない の で あ っ て 、 発

言 可 能 な もの は 、 む しろ単な る 手 段 に と どま る」 （Ph．皿 288） か らで あ る 。
つ

ま り 、 言 表す る こ とに よ っ て 自己 開 明 を し よ うとす る哲学は 限 界 に突 き 当た り 、

そ の 意 味で は こ こ で は 哲学 よ り も実 存 の 方 が 優位 と な る の で あ る 。 こ の よ うな

哲 学 が 実存す る こ との 現 実 と混 同 され る こ とが あれ ば 、 哲学す る は た らきそ の

もの か ら危 険 が 生 じ る こ とに な る か ら、 「羞 恥 は 、 哲 学 す る こ と に お い て
、 誤

解 され る とい う危 険や 、 自ら誤 解す る とい う危 険や 、 誤 っ た停滞 の 危 険 な どに

抵抗す る」 （Ph．　H ．289） こ とに な るの で あ る 。 だ か ら哲 学す る こ とは 、 こ の 羞

恥 を敢 えて 突破す る こ とで もあ る 。 哲学す る こ とに 羞恥 は不可避 で ある 。 哲学
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す る者 は すべ て 、 自己 の 羞 恥 心 に 導 か れ なが ら哲 学 しな けれ ば な らない が 、 こ

の こ とは 「何 処 に も執着す る こ と もな く、 執 着に 誘 わ れ る こ と もな く、 しか も

開明 し た りあ る い は 覚醒 させ た りす る こ との で き る 表現や思想 の 浮動 に よ っ て

の み 、 可能 で あ る」 （Ph ．　IL　290） と言 われ る 。

　 2 ． ヤ ス パ ー ス 羞 恥論の 特色 と実存論的 一 存在論的意義

　 上 の ご と きヤ ス パ ー
ス の 羞恥 論 の 特 色 と し て ま ず第

一
に 挙げ るべ き こ とは 、

彼 が 羞恥 を あ くま で も哲学的 に 取 り扱 っ て い る こ とで あ る 。 羞 恥 は 今 日 で は 、

精神 医学 や 精神 病 理 学 の 対 象 と して 対 入 恐怖 症 な どとの 関連 で 論 じられ て もい

　 　 （1）　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 （2）

るが 、 精 神 病 理学 者 時 代 の ヤ ス パ ー ス は こ れ に は ま っ た く触れ て お らず 、 羞 恥

は 『哲学』で は 「心 理 学の 対象 で は な い 」 と され 、 書名 か ら して 当 然 の こ とな

が ら、 実 存 の 存在確 信 に 関わ る もの と して 専 ら哲学 的 に叙 述 され て い る 。 そ の

背景 に は 、 心理 学 が経験 可 能 な客観 的 現象 しか 取 り扱 わ ない の に 対 して 、 絶 対

的意識 に 関わ る よ うな感 情 は そ うした 経験 可 能 駐を超 え 、 そ の 限 界か ら出発 す

る もの だ とい う理 解 が あ る た め で あ る 。

　 した が っ て 、 彼 の 羞恥論 に は そ の 哲学的本質 と結び っ い た 大 き な特色 を 見 出

だす こ とが で き る 。 実存的な羞恥 は愛や 信仰 な ど個人 の 精神的生活 の 最 も内奥

の 部分 に 関わ っ て 惹 き起 こ され る こ とが 多い た め に 、 こ れ を客観的に 記述 した

り法則的 に捉 え る た りす る こ とは 難 し く 、 極 め て 個人的で うつ ろ い 易い 感情 と

考 え られ が ちだ が 、
「取 り除 く こ との で き ない 羞 恥 の 根 」 とい う表現 か らも頷

け る よ うに 、 彼 は 羞 恥 とい う もの を 、 実存的 に 存 在 す る こ とや 哲 学す る こ との

根 本 に まつ わ る感 情 で あ る と捉 えて い る 。 羞 恥 に 関す る ヤ ス パ ー
ス の 叙述 は 分

量 か らす れ ば 彼 の 著作 全 体 の ご く僅 か の 部分 に 過 ぎない が 、羞 恥 は 、 実 存 開明

が 行 わ れ る 際 の 、 す な わ ち 実 存が 哲 学 す る 際 の 根本 に深 く関わ る もの と して 理

解 され て い る 。 羞 恥 は 、哲学 す る こ と に と っ て 構 造 的 に 不 可避 で あ り 、 これ が 、

と もす れ ば 経 験 的 に 現 実的 な もの に 執 拗 に 接 近 し よ うと した り、 手 っ 取 り早 く

独 断 的な思 想 で 満 足 し て し まお うとす る 、 思想 そ の もの に あ りが ちな危険か ら

哲 学 を 救 っ て い る と説 か れ て い る 。 彼 が こ の よ うに 、羞 恥 とい うもの を 実存的

に哲学す る こ との 根 本 に不 可 避 的 に 関わ る もの で あ る 、 と捉 え て い る 点 は 、 ヤ
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ス パ ー
ス 羞恥論の 最大 の 特色 で あ る と筆者 に は思 われ る 。 とこ ろ で ヤ ス パ ー

ス

に お い て 哲 学す る こ と は 、 『哲学 1』の 冒頭 で も述べ られ る ご と く、 実存的 に

真摯 で あ りっ つ
、 同 時 に そ の 実存的 充 実 を贈与す る と こ ろ の 根源的存在 を追

求 しそ れ に 向 か っ て 超越 して い くこ と を意味す る （Ph．1．4）。 そ こ で 本 節 で は 、

哲学す る こ との こ の 二 っ の 側 面 、 す な わ ち実存論 的側 面 と存在 論 的側面か ら 、

ヤ ス パ ー
ス の 羞 恥理 解 の 特質 と意義 を見て い くこ とに した い

。

　先 に 見 た通 り 、 羞恥 は 何 よ り もま ず実存の 「絶対 的意識」 に 属す る もの と し

て 考 察 され て い る。 絶 対的 意識 は 、 心 理学 の 対象 と して の 体験 で もな けれ ば 、

現存 在分 析や 論 理 学 の 対象 と して の 意 識
一

般 で もな い s そ れ は 「意識 」 と呼 ば

れ る は す る もの の 、 「思惟 が どん なに 明 晰 に な っ た場 合 に も獲 得 され な い し、

ま た 無 意識的な もの の 深 み に あ っ て も達せ られ ない 」〈Ph．　U．257）もの で あ る 。

ま た そ れ は 、 絶対的 存 在 と して の 何 か 或 る もの の 知 で あ る よ うに 見 えな が ら 、

そ の よ うな もの で は な い
。 もろ もろの 宗教や 哲学 な ど客観的 な

一
切の 知 は 自己

開 明 と伝 達 の 手段 に す ぎず 、 わた しが 自己 生成 （自己 とな る こ と） に お い て 根

源 を経験す る 際の 助 け に しか な らない
。 絶対的意識 は 更に 、 生 活 形式 で も 、 立

場 で も 、 精神 態度 で もな い
。 そ れ は 、 無制 約性 に お け る実 存の 反 映 と して 、 こ

れ らの 態度 の 根 底 に あ っ て 活動 す る根 拠 な の で あ る 。

　 そ れ ゆ え ヤ ス パ ー
ス は 、 絶対 的意識 を 開 明す るた め に 良心 や愛 、信 仰 とい っ

た 可知 的 な形 式 で 捉 え よ う と して も こ れ ら形 式 的な もの は 開明 され るべ き 当の

もの で は ない
、 と言 う。 羞恥 もこ の よ うな形 式 の うちの 、 特 に 絶対 的意識 が現

存在内で 確保 され る際 の 形式 の
二

つ と考え られ るが 、 こ の 絶対 的意 識 に お い て

触 れ られ る超 越的な もの ない しそ の 根源は あ くま で も不 可 知で あ り 、 わ れ わ れ

は 、 自己 自身お よび 他 の 実 存に 向か っ て 態 度 を とる 可 能 的 実存と して 、 そ の 根

源 を感 じ 取 る こ とが で きるの み で あ る。 羞 恥 は 、 こ の よ うな可 能 的実 存 と して

の わ れ わ れ が 無制 約 的 に 己 の 根 源 に 触 れ る 際 に 、 つ ま り実 存 が超 越 者 に 向 か っ

て 超越 す る際 に 惹 き 起 こ され る或 る種 の 感 情で あ る 。 こ の 意味で の 羞 恥 は 実存

に 固 有 の 感 情で あ り、 個々 の 実 存が 超 越 者 と して の 本 来的存在 に 関わ る状況 に

応 じて 実 存 に 意 識 され る感 情 と解 され て お り 、 そ こ に実存 と して 本 来的 で あ る

よ うな人 間に とっ て の 羞恥 の 意義が 、 また本来的存在た る超越 者 へ の 関わ りに
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関す る羞 恥の 意義 が認 め られ て い る と解され るの で ある。

　 さて 、 実存 と して の 人 間は 普遍的 な もの 、

一
切 の 共通 言 語や 理 解 ・ 解釈 を 拒

否 す る性 格 を持 つ もの で あ る。 彼 が 釐恥 を 「一 般 的 な もの だ けが 通用 す る客観

化 の 世 界に お い て は 自 己 が正 当 に 受 け取 られ な い とい うこ とに 対 す る不 安感」

で あ る と説明す る こ との 背 景 に は 、 実存 とい うもの が持 つ こ う し た秘 匿的超 越

的性格 が横た わ っ て い る 。 われ わ れ は実 存的 に真摯で あ ろ うとす れ ば語 る こ と

は で き ない
。 敢 えて 語 ろ うとす れ ば 「誤解 され る とい う危 険や 、 自ら誤解す る

とい う危 険や 、 誤 っ た 停滞 の 危 険 」 が 生 じ るが 、 羞恥 は 、 実存が こ う した 危 険

に 陥 っ て 不誠 実 に な りそ うな 時に い わ ば警鐘 と して 惹 き起 こ され 、 実存の 純 粋

性 を守 り抜 く感情で あ る と考 え られ る 。 こ こ に は羞恥 とい うもの が 実存 と し て

真実 で あ る よ うな人 間 に 対 し て 持 つ 意義 が 、 つ ま りその 実存 論 的意 義が 示 され

て い る とい え よ う。

　 で は 、 求 め られ はす るが 言 い 尽 く され 得 な い 自己 とい うもの や、 確信 され る

べ き実 存的 自己 とい うもの は ヤ ス パ ー ス に お い て は い か な る もの と して 性 格 づ

け られ る の で あ ろ うか 。
こ れ を明 らか にす る た めに 、 まず サル トル の 自己の 理

解 と対 比 す る こ とか ら始 めた い
。

　 サル トル に よれ ば 、 自己 が 自己 と して 意識 され る の は他 者 の ま な ざ し を通 じ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

て で あ っ て 、 「自我 が 発 見 され る の は 羞恥 に お い て で あ る」 と言 わ れ る 。 彼 が

羞 恥 を 問題 に す るの は 『存在 と無 』 の 第三 部 「対他 存在 」 にお い て で あ る が 、

彼 は こ こ で 、
「私 の 存在の す べ て の 構造 を完全 に と らえ るた め に は 、 私 は他者

　 　 　 　 　 　 （4）

を 必 要 とす る 」 と言 う。 わ れ わ れ は 普通 、 自己 とい うもの が まず あ っ て 、 そ こ

か ら他 者 を認 識 した り他 者 と関わ っ た りす る もの と考 えが ちだが 、 彼 に よれ ば 、

私 が私 で あ る こ と を知 る認識 は 他 者 に よ っ て 呼び 覚 ま され成 り立 っ の だ とい う。

例 えば私 は 今 、 鍵穴 か ら他人 の 部屋 を覗 い て い る 。 こ の とき私 は 行為そ の もの

で あ っ て 非 措 定 的 意識 の 次元 に あ る が 、 廊 下 で 足 音 が す る の を 聞い た 途 端 に

「盗 み 聞 きす る者」 と して の 自己 を認 識 す る 。 われ わ れ は他 者 の ま な ざ し を媒

介 に し て 、す な わち羞 恥 とい う感情を通 じて 自分 を 自覚 し 自己 を構成す る の で

あ る。 意 識 と し て の 自己 を成 立 させ る根 本 的役割 が 羞恥 に 与 え られ て い る こ と

に な る 。
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　ヤ ス パ ー
ス で は 『哲学 H 』 の 第 2 章 「自我 その もの 」 に お い て 、 自我 と自己

　 　 　 　 　 　 　 （5）
が 区別 され て い る 。 彼 に よれ ば 、

わ れ われ は素朴 な現存在の 意識 は 持 っ て い て

も 、 自分が何 か とい う
一

見分か りきっ た問い に は 答 え る こ とが で きな い
。 自我

は 自分 を 〈 自我
一

般 〉 と して 意識す る が 、 そ の 自我 は 「自己 自身 を客観化 す る

と こ ろの 主 観」 で あ り 、 主 一
客

一
分裂 の 状態に お い て 存在 す る もの で あ る 。 し

か しこ の よ うな 「思 惟す る こ との で き る もの に お い て は 、 私 は 私 を
一

っ の 全 体

と して 確 知 」 す る こ とは な い
。 空虚 な 形式 と して く 我 は 我 で あ る 〉 とい うこ と

を知 る こ とは で きて も、 私 自身 に関す る 実質的 な根 源 的 覚知 に 至 る こ とはで き

な い （Ph．　ll．26）。 自我 相 と して 、 社 会 的 な 自我 、 業績的 な 自我 、 回 想 的 な 自

我 、 更 に は 性 格 と して 捉 え られ る 自我 は い ず れ も私 そ の もの で は な く 、
「私 の

何 で あ る か は 、 全 体 と して 纏 ま る こ とが ない
。 」 〈 自己 〉 と は 「一 切 の 可 知 的

な もの よ りも以 上」 （Ph．　tL　34） の 超越 的 な もの なの で あ る 。

　 そ こ か ら私 自身 を 間接的 に 知 ろ う とす る実 存的 な 自己反 省 が 始 ま る 。 そ れ は

単 な る 知 識 欲 で は な く 、 根源的 に 私 自身 か ら発 す る 動機 を持 っ て い る の で 、

そ れ は 「自己 の 研 究で は な くて 、 自己 自身 との 交 わ り （Selbstkommunikation）

で あ り 、 認識 と して 自らを実現 す るの で は な く 、 自己創造 と し て 自 らを実現 す

る の で あ る 」 （Ph．　ll．39）と言 わ れ る 。 そ して こ うし た 自己 反 省 を通 じて こ そ 、

自己 存在 の 開 明 が な され る の で あ る。 こ の よ うに 、 自我 と し て 知 られ る 自己 が

自己 なの で は な しに 、 知 られ る 自己 の 限界 に あ っ て 超越 性 を持 つ 自己 が 自己 の

本 来的 あ り方 だ とい うの が ヤ ス パ ー
ス の 自己 に 関す る理 解で あ る 。 サ ル トル で

は 、 羞 恥 は 、 知 られ る 自己 、 す なわ ち 自我 と して の 自己 の 認 識 を成立 させ る 要

素 と して 考 え られ て い る の に 対 して 、 ヤ ス パ ー
ス で の 羞恥 は 、 自我 を超 えた 超

越 性 を持 つ 〈 自己 〉 が 存在確信 を得 る に 当た っ て 、
「客観性 と実存の 混 同 を 防

ぐ」 役割 を担 うもの と して 考察 され て い る の で あ る 。

　 こ の 客観化 とそれ の 拒否 とい う問題 は 、 『哲学 tt』の 第 10章 「主 観性 と客観

性 との 両極性 」 で も触れ られ て い る 。 ヤ ス パ ー
ス は こ こ で 、 実存が 主観性 に偏

っ て もま た客観性に 偏 っ て も孤立化 して し ま うこ とを説 く 。 実存 は 、 主 観 と し

て の 自己 自身 の 内 に 閉 じ籠 っ て しま う と孤 立 状態の 中で 不 安定 に な り 、 結局 は

事物 と実質的 に 出会 うこ と も、 自己 自身 と真実 に 関わ る こ と もで き な くな る が 、
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ま た 客観1生が 強 固 に な る こ と も、 上 に 見た ご と く実存の 破滅 で あ る 。 そ れ ゆ え

「実 存 は 、 主 観性 と客観性 とに お い て
、

こ の 両者 に浸透 し な が ら 、 自らの 実現

を も とめ な けれ ばな らない 。 」 （PhH ．349） し か しそ の 際に 実存が 味わ うの は

瞬 間の 充実 に 過 ぎな い
。 客観性 の い か な る形態 も存在 そ の もの とは な らない の

で 、 客観性 を主 観性 へ 転化 す る運動 とそ の 逆の 運 動が 依然 と して 残 る こ とに な

る 。
「そ こ で 諸 々 の 実 存に と っ て の 実存の 根源 的存在 の 開 明 を 通 じて 、 主 観性

と客観性 とに 関す る 問題 を超 克す る こ との うちに 、 解決 の 可能 性 が哲学す る は

た らきに とっ て 積極 的 に実 現 され る」 （ebd ．） と言 われ る 。 そ して 羞 恥 は客 観

性 へ の 固定化 を防 ぐ もの と して 実存論 的意 義 を持 つ とい うこ とが で き る ．

　 こ の 自己 とい う存在 は 、 ヤ ス パ ー
ス 後 期の 存在理 解 で は 、

「わ れ わ れ で あ る

と こ ろの 包越者 」 と し て 、 主観 も客観 を も包 み 越 え た 「包 越者 」 の うち の 主観

の 側 に 位 置づ け られ る こ とに な る 。 存在 そ の もの は す ぺ て の 地 平や 主観
一 客観

の 分裂 を超 え た 包越者 で あ り 、 存在 と して の 私 も現存在 ・意識
一

般 ・精神 ・実

存 とい う4 っ の オ
ー ダー

を重 層 的に 内包す る もの と し て 理 解 され るの で あ る 。

しか しそ れ が 理 解 され るの は 「限 界 と して 覚知」 す る方法 に よ っ て で ある 。 私

は私 をま ず 身体性 と して 自覚す るが 、 私 の あ り方 を物質的生 と して だ け捉 え る

こ と には 満 足 で きない 。 そ こ で 次 に は意識的対象 とな る私 が 自覚 され る が 、 こ

れ も私 の 全 て で は な い 。 こ の よ うに 、私 は現 存在 か ら意識
一

般 、 精神 、 実存 へ

とそれ ぞ れ の 限界 を突破 して 超越 し て ゆ くが、 そ の い ず れ の
一

っ の あ り方 も私

そ の も の を捉 える こ とは 出 来ず 、私 は これ ら全 て を超 え た 包括 的 な存在 で あ る

こ とを知 るの で あ る 。
こ の よ うに 私 とい う自己 存在 は 存在 そ の もの と し て の 包

越 者 の 主 観 の 側 を構成 す る もの で あ る が 、 そ の 私 は ま た 存 在 そ の もの に迫 る た

め に は 更 に そ の 主観性 を越 え て 主 一客 を超 えた
一

者 へ と飛 躍 し て い く こ とに な

る。 ヤ ス パ ー
ス に お い て は こ の よ うに 人 間の 自己 理 解が 存在 そ の もの の 理解 と

結び 合 っ て い る の で あ る 。 私 とい う存在 は 自我 と して 自覚 され る 以上 の 存在 で

あ り、 存在そ の もの の 主体的側 面 を担 うもの で あ る 。 そ して こ の よ うに して 存

在 そ の もの に 押 し迫 っ て い こ うとす る営 み が ヤス パ ー ス に お い お て は哲学する

こ とに 他 ならな い こ とを考 え 合わ せ る と、 彼 に お い て は羞恥 とい うもの が 単な

る個人 的心 理 的な現 象 に 止 ま らず 、 ま た 人 間 の 自己理 解 の 構造に とっ て の 意義
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を持 っ の み な らず 、本 来的 存在 の 理解 の 構 造 に とっ て も意義を持 っ こ とに な る 。

　実存 は ま た 、 己 の 存在確 信 を得 るた め に は 自己 を贈与 し た超 越的存在 に 関わ

ら ざる を得ず 、
こ こ に 哲学す る こ との 衝動が 始 ま る D 実存的真剣 さは安易 な客

観化 を退 ける
一

方 で 、 自己 の 思惟 の 成果を客観化す る こ とに よ っ て 存在確信 を

確 実に し た い とい う願 望 を持っ の で あ る 。 しか し存在そ の もの や本 来 的存在 の

確 信 は言 葉 を も っ て 捉 え る こ とは で き ない か ら、 知 の 営み はす ぐ さま挫 折 して

しま い 、 哲学 す る こ との 営み は 、 客観化 の 願 望 とそ れ の 絶 え ざ る拒 否 とい う無

限 の 運 動 を し なが ら 自己 と存在 を問 い 確信 し よ う とす る試 み を続 け る の で あ る 。

　 っ ま り 、 わ れ わ れ は 存在そ の もの を追求せ ざる を得 ない が そ の 存在 そ の もの

は客観的 に は言 い 尽 く され 得ない
、 とい う点が 実存的 に哲 学す る こ との 根本 構

造で あ り 、 こ こ か ら 、 可能的実存に 基づ い て 超越者 との 関わ りに お い て 存在 を

追求 し て い く とい う実存開 明 が 求め られ る こ とに な り、 ま た こ の た め に 、 哲学

す る こ と に と っ て 羞 恥 が 不 可 避 の もの とな る の で あ る。

　 と こ ろ で 、 存在 を求 め る 思 索 は包 越者 を求 め る哲学的 思惟 で も あ るが 、 思惟

す るわ れ わ れ を包越者 の
一

っ の 様態 の も とに 止 ま らせ ず に 、 現存在 か ら実存 へ

と、 更 に 主 観の 側 か ら主 一
客 を超 えた

一
者 へ と超 越 させ 突破 させ る の は 包越 者

の 紐 帯 た る理 性 の 働 きに よ る もの と され る 。

一
方 、 実存的羞 恥 は 、 先に 見 た ご

と く 、 わ れ われ が哲学す る こ とを助 け哲学す る衝動へ と駆 り立 て る もの
、 執着 、

思想 の 固定化 、 停滞 、 絶対 化 を許 さない もの
、 思 想 を浮動状態に 置 くもの と言

うこ とが で き る が 、
こ れ は 、 後期の ヤ ス パ ー

ス で の 「理 性 」 と極め て 近似 の 性

格 を持 つ もの の よ うに 思 われ る 。 理 性 は 後期 で は 様 々 に説 明 され る が 、 例 え ば

「す べ て の 存在者 を不 安定 に もた らす 」 運 動 （V．・d．W ．968）、 「す べ て の もの の

す べ て の もの との 結合 へ の 際限 な き衝 動 と して 自ら をお し進 め る と こ ろの 包越

者 」 （V．d．　W ．967） な どの 表現 は 、 前 期 の 『哲学 』で の 羞 恥 に も 、 ま た 巨 視的

に言 え ば 、「絶 対 的意識 」 の 「根源 に お け る運 動」 と して の 不 知 、 眩暈 と戦慄 、

不 安 、 良心 、 や 「現 存在 内 で の 絶対 的 意識 の 確保 」 と し て の イ ロ ニ
ー

、 遊戯 に

もあ て は ま る もの と思 わ れ る 。 理 性 そ の もの は感 覚 を も っ て 捉 え る こ との で

き ない もの で あ る が 、 例 えば 、 わ れ わ れ の 生 き方 が 後 期 の 意 味 で の 理 性 を欠

い た よ うな場合 に 、 具体的 、 実存的に は羞恥 を感 じ る とい うよ うに 、理 性 は 、
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わ れ わ れ の 生 き方 が 理 性 的で あ る こ とを必要 とす る、 そ の 実 存的 状況 に合 わ せ

て 、 時 に は 不 知 と して 、 不 安 と して 、 眩 暈や 戦慄 と して 、 ま た ある 時 に は 羞 恥

と して 分化 し 、 こ れ が 個々 の 実 存に 意識 され る とい うこ とで あ ろ うか
。 前期で

は理性 に は 大 き な意味 づ けは な され て い な い が 、 後 期の 理性 が果 たす積極 的 役

割 を、 前 期に お い て は こ れ ら 「絶対 的 意識 」 として の 実存的感情が担 っ て お り 、

羞恥 もそ の
一

つ で あ る と言 うこ とが で き る よ うに 思 わ れ る 。 羞恥 な ど と して 実

存的に 意識 され る個 々 の 感 情 は、 後 期 で 理 性 と して 理 論化 され る思想 を先 取 り

した 内容 とな っ て い る と思 われ 、 こ の 点 か ら して も羞恥 の 持 つ 存在 論 的意 義 、

す な わ ち浮 動 しっ つ 理 性 的 に 存在 そ の もの へ と迫 っ て い く思索 に 対 して 持 っ て

い る羞恥 の 意義 を推論 し うるの で あ る 。 しか しこ の こ との 厳密な検討 は後 の 機
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （6）

会 に 譲 り 、 こ こ で はそれ を示 唆す る に 止 め た い ．

　 い ずれ に して も 、 ヤ ス パ ー
ス に お い て は 以 上 の ご と く 、 羞恥 とい うもの が 、

実存の 真摯 さを 守 り抜 く とい う点 で もま た 存在そ の もの を探求 しそれ に 向か っ

て 超 越 して い く とい う点 で も、 す な わ ち 、 実存論 的観点 か ら もま た存在 論 的観

点 か ら も積極 的意義 を持 つ こ とが 明 らか に な るの で あ る 。

　 3 ． 結び 一 展望

　ル
ー

ス ・ベ ネデ ィ ク トが 「罪
一

恥 亅 とい う図式 で 日本 人 の 心的特性 を表 した

こ とは 周 知 の 通 りで あ るが 、 こ れ に 刺激 され て 、恥 とは そ もそ もい か な る感 情

なの か 、 果た して彼 女 の 言 う通 り罪が 内面 的で あ る の に 対 して 恥 は外 面 的 規制

原 理 で あ る と 単 純 に 言 い 切 っ て し ま っ て 良 い の か 、 とい っ た 問 い が 各分 野 か ら

寄せ られ て きた 。 士 居 健郎氏 は 精神 医学の 立場 か ら比 較的早 い 時期 に 恥意識 を

問題 化 し 、 「甘 え」 との 関連 で 日本人 の 心 的 特性 を分析 した が 、 『甘 え の 構 造』

の 中に は 以 下 の よ うな表 現 が 見 られ る 。

　 「私 は た ま た ま 、 戦 時 中ナ チ に殺 され た 神 学者 ボ ン ヘ
ッ フ ァ

ー
の 遺著 『倫理

　学』 の 中 に 、 次 の よ うな言 葉 を 発 見 して 大 変驚い た 。 　 『恥 は 人 間が 根 元 か

　 ら離 れ て い る こ と に っ い て の 口 に い い 尽 せ な い 想起 で あ る 。 そ れ は こ の 隔

　 離 に 対 す る 悲 しみ で あ り 、 根 元 と の
一

致 に 戻 りた い とい う無 力 の 願 望 で あ

　 る 。

… …
恥 は 自責 よ り も っ と根元 的なの で あ る 。 』 こ れ は恥 につ い て の べ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〈7）

　ネデ ィ ク トの 皮相 的 見解 に 比 し、 何 と ま た 深 い 省 察で あ ろ う。 」

ま た 作 田啓 一
氏 も恥 に は公 恥 （public　shame ）とは 区別 され る私 恥 と も呼 ぶ べ き

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （8）
内 面的側 面 が あ る こ とを 指摘 して い る通 り 、 恥に は

、

一
層深 い 内面 的 ・実存的、

ない し は存在 論 的次元 が あ るの で あ る 。

　そ の 意 味 で 、 ヤ ス パ ー ス の 羞 恥論は 、 羞 恥 とい うもの が 自己 が実存的 に 哲学

す る こ とや白己 存在そ の もの の 根 本 的 あ り方 と切 り離す こ との で きない もの で

あ る こ と を示す もの で あ っ た 。 さきの ボ ン ヘ
ッ フ ァ

ー の 言 葉の 「根 元 」 とは 、

ヤ ス パ ー
ス の 用語 で 言 えば実存 の 存 在 確信 に よ っ て 充 実 した 自己 、 そ の 充 実 し

た 自己 を贈与 した超 越 者 とい うこ と に な ろ うが 、 前述 の 如 く 、 そ の 自己 は 実存

的な充実に 浸 りき っ た ま まで い るこ との 許 され ない 存在で あ る 。 自己 を思惟す

る 、 っ ま り 自己 を客体 と して 対象化す る こ とが なけれ ば実存 は何 らの 確 か ら し

さも持 つ こ とが で き ない か らで ある 。 そ れ ゆ え 「根元 」 か ら離れ る こ とは 、 自

己 に と っ て は 避 け る こ との で き ない 運 命で あ る と もい える 。

　 実 存的 な羞恥 は
一

般 に 、 か け が え の ない 自己 、 純 粋 で 充実 した 自己 、 個 と し

て の 自己 、真 剣 で 主 体的 な 自己 が 、 他 者 や想 定 され た他 者 の ま な ざ しに 晒 され

た り、 あ るい は 後 に な っ て 自己 の 冷静な ま な ざ しで 観察 され た よ うな 場 合に 引

き 起 こ され る こ とが 多 い が 、 そ れ は 、 他者 の ま な ざ しに 対 して 開 か れ る こ との

なか っ た 自己 、 客観的 な視 点 を受け入 れ ず に ま っ た くの 主観 と して 閉 ざされ て

い た 自己 が 、突然に 主 観 と客観 とに 分 裂 し 、 存在 の 充 実が 脅か された 結果 生 じ

る もの と筆者 は 考 え る 。 羞恥 そ の もの は生理 的 、 社 会 的 、 実存的 な ど実 に 多様

な側 面 を持 ち 、 学際 的 な研 究 対 象 で も あ る の で 、 ヤ ス パ ー ス の 哲学 的 な羞恥 論

を も っ て羞 恥 の 全 体像 を語 り尽 くす こ とに は 困難 が あ ろ うが、 彼 の 羞 恥 論 が 、

実 存 の 根本 構 造 か ら羞 恥 とい うもの を最 も深 い 意 味 で 解明 して い る点 は 評価 さ

れ るべ き で あ る 。 シ ェ
ーt

ラ
ー

や キル ケ ゴ ー
ル は 、 人 間 が神 と動物 の 過 渡 的存在

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

で あ る た め に羞 恥 が 起 こ る と して 、 主 と して 性 的羞恥 心 の 分析 を試 み て お り 、

ま た サ ル トル で は 、 前述 の 如 く 、 自己 意識 の 成立要 素 と して 考 え られ て い た が 、

こ れ らの 羞 恥 論が い ずれ もあ る 意味 で 部分的で あ る の に対 して 、 ヤ ス パ ー
ス に

お い て は 、 羞 恥 とい うもの が 人 間 の 存在 理 解 と結び っ い た 自己存在の 深 み に お

い て 、 哲学す る こ ととの 関わ りで 考 え られ て い る点 が彼 の 羞恥 論の 特色で ある 。
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筆者は 、 人 間が 、 主観的で あ る と同時に 客観的で あ る とい う根本構造 を持 ち 、

主 体的 で あ る と同 時 に そ の 主 体 的 な在 り方 を何程 か 客観的 に表 現せ ざる を得 な

い とい うとこ ろ に 実存的羞恥 の 成 立す る条件が あ る 、 とい う
一

応 の 結論 をヤ ス

パ ー
ス と共 に 得 た い と思 う。

　論 文 中の 略 語 Ph．は 『哲学 』 を、　 V ．　d．　W ．は 『真 理 に つ い て』 を指す 。 ヤ ス パ ー
ス

か らの 引用 中の 傍 点 は 彼 自身 に よる強 調点 で あ る。
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