
Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

ヤ ス パ ー ス 哲学 と現代
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　「ヤ ス パ ー
ス と現 代 」 と い うテ

ー
マ を 「ヤ ス パ ー ス 哲学 と現代 」 と限 定 す る

こ とに す る が 、 こ の 限定 され た テ
ー

マ は
、

一
般的に は 「現代 とい う時代」 に と

っ て ヤ ス パ ー
ス 哲学 が い か な る意 味 を もつ か とい う問題 で あ り 、 或い は 「現代

の 哲学思 想 」 にお い て ヤ ス パ ー ス 哲学 がい か な る位置 を 占め る か とい う問題 だ

と解され よ う。 そ して こ の 問題 は 、 ヤ ス パ ー
ス 哲 学が 現代 の 状 況 に どの よ うに

対 処 し、 哲学者 ヤ ス パ ー
ス が 現 代 の 哲学思 想 を ど う見 た か とい う問題 に も関連

す るで あ ろ う。

　 「ヤ ス パ ー ス 哲 学 と現 代 」 とい うテ
ー

マ で
一

般 的 に考 え られ る これ ら諸 問題

の 問題 性 を視 野 の 隅 に 置 きなが ら、 こ こ で は 、
こ の テ

ー
マ を 「ヤ ス パ ー

ス 哲 学

に お け る現代 」 とい う問題 に 限定 し 、 ヤ ス パ ー
ス の 哲学観 な い しその 基本思想

に お い て 現代 とい う 「時 1 がい か に して 常に 本質的 に特別 の 意味 を もつ こ とに

な るの か とい う問題 を考察 した い と思 う。 こ の 問題 こそ 、 ヤ ス パ ー
ス 哲学

一
般

の 本 質 に よ り密接 に か か わ る 問題 で あ り 、
「ヤ ス パ ー ス 哲 学 と現代 」 とい うテ

ー
マ の 下 で 考察 さる べ き他の 諸 問題 へ の 共 通 の 通 路に もな る と考 え られ る か ら

で あ る 。

　 ヤ ス パ ー ス は 、 哲 学 を 「永遠 の 哲 学 」 の 理 念 に 参 与 す べ き もの と考 え て い る

が 、 しか し同 時 に 、 今 こ こ で の 人 間 の 在 り方 や 現 代 とい う特別 の 時代状 況 と不

可分 の もの で あ ら ざる をえ な い と解 して お り、 彼 の 哲学 は 本性 上 、 現代 ない し

「今 とい う時 」 に 特 別 の 意味 を認 め る もの と な っ て い る。

　ヤ ス パ ー
ス に と っ て 哲学 は 、 そ の 究極 的 意 義 か らす れ ば 永 遠 の 哲 学 （ewige

Philosophie
，
　 philosophia　 perennis） で あ り 、 あ らゆ る 「時亅 を超 えた 「無時間

的 な もの 」 を志 向 し 「描 き 出す （vergegenwartigen ）」 こ と だ と考 え られ て い る

し 、 己 れ の 哲学 を もそ うした 永遠の 哲学 の
一

形態 だ とみ な して い る。 しか し彼

は 、 永 遠 の 哲学 とい うこ とで 、 無時間的な哲学の 問題 に 関 して超 時間 的な真 理
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性 を主 張 し うる よ うな教説や思想体系 とか 、 万 人 に 対 して 永遠 に 妥当す る よ う

な哲学 とか を主張 して い る の で は ない
。 む しろ反 対に 、 彼 の 哲学観 を も彼の 哲

学の 本性をも 、 完結 した 教説等 と して 永遠 で ある よ うな哲学 を徹底的 に拒絶 し

て い く とい う明確 な姿勢が 貫 い て い る の で あ っ て 、
「永遠の 哲学」 の 永遠性 は 、

哲学 の 問 うべ き問 い の 永遠性 と 、 そ れ を問 い 進 む べ き人 間に と っ て の 課 題の 永

遠性 に あ る と解 され る 。

　 ヤ ス パ ー
ス に お け る永遠 の 哲 学の 問題 とは 、 時 を超 え た 存在 そ の もの の 探求

の 問題 で あ る 。 現代 哲学 に お い て も 「古来か らそ うで あ っ た よ うに 存在 が 問題

で あ る」 し 、 哲学 は 「存在 と は何 か とい う問 い を も っ て 始 ま る」 の で あ る 。 そ

して こ の 無時間 的な存在 そ の もの へ の 問い は 、第
一

に 、現代 の 状況 と今 こ こ と

い う歴 史性 を負わ され て 己れ 自身の あ り方 を問わ ざる を え ない よ うな人 間に よ

っ て 発 せ られ る問 い で あ る 。
「状 況 の 中で 当惑 し て 自己 自身 に 目 ざめ なが ら 、

私 は存在 へ の 問 い を立 て る」 の で あ る 。 第二 に 、 哲 学 が永 遠に 問 うべ き存在 そ

の もの は 、 客観 的 思惟 の 対 象 と して の 存在 者 を超 え た も の で あ る か ら 、 そ れ を

問 う人 間 もま た 、現 実世 界 に あ るが ま まの 己 れ の あ り方 を超越 した意 味 を もつ

可能 的 実存 と し て の 人 間 で なけれ ば な らない
。

二 重 の 意味 で 、
「存在 の 探求 は

それ を問 う者 へ の 問 い に 投 げ返 され 」 る こ とに な り 、 存在 探求 の 道 は 「可能的

実存か らの 哲 学す る こ とで あ る」 わ けで あ る 。 そ して 可 能的実 存 と して の 人 間

とは 、歴 史的規 定性 を始 め とす る 限 界状況 の 中に あ っ て 、 自己 自身 の あ り方 を

問い っ つ 自己 に か か わ り 、 そ こ で 己れ の 超 越 者に か か わ る所 に 生 成す る人 間 で

あ る 。 従 っ て 、 無時間 的な存在 そ の もの の 探求は 、 そ れ ぞれ の 歴 史性 を負 い 現

代 の 状況 に ま き 込 ま れ なが ら 自己 自身 を今 こ こ で 現 実化 し よ うとす る人 間 に よ

っ て は じ め て 遂行 され うる こ とに な り 、 哲学 の 永遠 の 課 題 は 、 全 く も っ て 今 と

い う特 定の 「時 」 に 、 或 い は 各人 それ ぞれ の 現代 とい う 「時」 に 不 可 分 に 関連

づ け られ て 遂行 され る こ とに な る。 ヤ ス パ ー
ス 哲 学 に あ っ て 、 「現代 とい う時 」

が 本 性 上特 別 の 意 義 を もつ 所 以 で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電気通信大学教授 ・現 専修大学教 授）
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