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状況的責任 と未来方位的責任
一

ヤ ス パ ー
ス と ヨ

ー
ナ ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盛 　永　審
一

郎

　世 代 間倫 理 （intergenerational　ethics ）の 基礎 づ けが 問 われ て い る 。 世 代 間 倫

理 とは 、 未来世代 と現 在世代の 間 の 関係 の こ とで あ る 。 共 同体 を空間軸で な く 、

時間軸で と らえ た とき 、 問題 となる 。 現 在世 代 は 、 現在 の 短期 間 の 利 益 と欲 望

の た め に 未 来世 代 の 存 在 を傷つ けて よ い の か ど うか とい う問い で あ る。 現 在 世

代 の 幸福 を優先 す る と 、 未 来世 代 は そ の 生 を抵 当 と して 差 し出 さな けれ ばな ら

ない
。 未 来 世代 の 幸福 を考 え る と 、 現在世 代は 、 ま だ見 ぬ 存在 の た め に 、 そ の

見 返 りを期 待 で き な い 相手 の た め に 、 み ず か らの 幸福 を差 し控 え ざる を得 ない
。

こ の よ うな 世代 間 に 関 わ る倫理 の 基礎づ け は 何 に 求 め られ るだ ろ うか 。

　 ヨ
ー

ナ ス は 未 来方位 的 倫理 学 （Zukunftsethik）を提 示す る 。
「未 来 方位的倫 理

学 は 未 来 に お け る 倫理 学 　　われ われ が 今われ われ の 将来の 子 孫の た めに 案 出

す る未 来 の 倫理 学　 　で は な く 、 未 来 を配 慮す る 、 未 来 をわ れ われ の 子 孫に 代

わ っ て わ れ わ れ の 今 の 行 為 の 結 果 か ら守 ろ うとす る今 の 倫理 学 で あ る 。 」 そ し

て こ の よ うな倫 理 学 は 、 従 来 の 倫理 学 　　それ は 「こ こ と今 に 関 わ る倫 理 学 」、

「同時 性 と 直接 性 の 倫 理 学 」、 「現在 方 位的 倫理 学 」、 「人 間 中心 的倫 理 学 」 とい

え る　　 と異 な り 、
「予 見 と責任 の 倫 理 学 」 と し て 特 徴づ け られ る 。 そ こ で 、

責任 の 概念 を考察す る 。 もとよ り、 責任 （Verantwortung）の 概念 は わ れ われ に

よ く親 しま れ た 概念 で あ る 。 しか し 、
こ の 責任概念 が 意 味す る もの を考 え よ う

とす る とそ れ ほ ど
一

義的 な もの で は ない とい うこ とに 気 づ く 。 例 えば 、 われ わ

れ は つ ぎ の よ うに言 っ た りす る 。
「彼 は 責任 あ る人 だ 」、 あ るい は 「そ れ は あな

た の 責任 だ」 と。 前 者 は 、 明 らか に 賞賛 の 意 味 を も っ て使 用 され て い る 。 そ れ

は 、責 任 を と る こ とが で き る 人 だ とい う意 味で 、責任性 （Verantwortlichkeit）と

もい うこ とが で き る 。 そ れ に 対 して 後者 は 、 賞賛 も非難 も して い な くて 、 出 来

事 の 因 果 的原 因 の 指示 で あ る と い え る 。 す なわ ち あ る 出来事 が 生 じた とき 、 そ

の こ と の 原 因 を 明 らか に し 、 弁 明 を 求 め る とい う帰責 （Zurechnung）とい う意

味 で の 責任 で あ る 。
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　 こ の よ うに 責任概念 は 多義的で あ る 。 さらに 、
こ の 概念は 近 代に 生 まれ た概

念 なの で あ る 。 責任 と い う概念 は 、 本 質的 に は 古 くか らあ る
。

しか し十 九 世 紀

の 後 半 に お い て は じめ て 、 頻繁 に 使用 され 、 名詞 的 な使 用 が前面 に で て くる 。

同時 に 責任 の 概念 が道 徳的論 文 の 倫理 的思惟 の 中核 に移動す る よ うに 見 え る 。

例 えば 、 J．　S．ミル は 、 彼 が 1895年 に著 した 「自由論 」 の 中で 、 しば しば こ の

概 念 を用 い た 。 3 年 後 に ニ
ー チ ェ が 彼 の 「道徳 の 系譜 学」 の 第二 論 文 に お い て 、

「責任 の 到 来 の 長 い 歴 史」 と して 帰 責 の 到 来 を記 述す る 。 第
一

次 世 界大 戦の 終

わ りに 心 情 と責任 倫理 と問 の 区別 が 導入 され る 。 か く して 責任 とい う概念 は 倫

理 的 理論 の 完 全な タイ プ の 特徴 づ けの た め に 用 い られ る 。 そ して つ い に 二 十世

紀に こ の 概念 は 倫理 的 な鍵 カ テ ゴ リ
ー の 中に い れ られ 、

ハ ン ス ・ヨ ナ ス や他 の

人 々 に よ っ て 、
つ い に わ れ わ れ の 時代 に か な う道 徳 の 根 本原 理 に 宣言 され た の

で あ る 。 従 っ て 、 責任概 念 は 帰責 とい う意 味 よ りもむ しろ責任性 とい う意 味 を

も っ て 使 わ れ る た め に 生 ま れ た と考 え る こ とが で き る 。 そ こ で 近代 的 責任概 念

が 生 まれ る に い た っ た 背 景 に っ い て
一

考す る 。

　例 え ば責任性 （Verantwortlichkeit）こ そ 、 人 間の 根 本 状況 と して と らえ る試 み

を して い る ヴィ ッ サ
ー

に よ る とつ ぎの よ うで あ る 。 ヴィ ッ サ ー もまた 、 責任 の

概念 の 多様 さと複雑 さを指 摘 し 、 少 な く と も責任 概念は 二 通 りに お い て 、 すな

わ ち法 廷 的 （instantionell）責 任 と状 況 的 （situationell ）責 任 とに お い て 理 解 され

る と し て い る。 通 常 の 使 い 方 で ある 前者 は 、 疑 問 の 余 地 の な い 要 求 、 及 び 規 範

に 合致す る行為が 為 され たか 否か
、 また どの 程度 合 致 して い る か ど うか に 関 し

て の 弁明 で ある 。 それ に対 し後者は 、 事情が ど うな っ て い るの か よ く知 らな い

の に 、 状勢 に迫 られ て 決 断 を下 さざる を得ず 、 ま た そ の 結果 を 引き受け ざる を

得ぬ 場 合 の よ うな 、
い わ ば挑戦 （Herausforderung）とい うべ き もの を意味す る

とい う。 こ の 責任 は 、 単 に知 性 と意 志 で 古典 的 な答 を繰 り返 し生 み 出す の で は

な くて 、 い わ ば 実存 を も と もに 返 答 に 込 め ざる を 得 な い の で あ る 。
こ の 責任 賦

課 とい う意 味で の 責任 概 念 の 登 場 が 、 近 代 の 特 徴 なの で あ り 、
こ れ は ヤ ス パ ー

ス に お い て そ の 典型 を 見 る こ と が で き る 。 そ こ で 、 状況 的責任概 念 と、 ヨ ー ナ

ス の 言 う未 来 方位 的 責 任 概 念 との 比 較 を試 み 、 責任 概 念 の 意 味 に つ い て ア プ

ロ
ー

チ を試 み た
。　　　　　　　　　　　　　　 （富 山医科薬 科大 学 助教授）
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