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一

、 は じめ に

　周 知 の よ うにヤ ス パ ー
ス は キ ェ ル ケ ゴ ー

ル の 実存概念 を受 け継 ぎ 、 そ れ を も

とに 自らの 哲学 を 展 開 し た e
「実存 とは 、 自己 自身に 関係 し 、 そ うす る こ と の

うち で 自 らの 超越 者 に 関係 す る と こ ろ の もの で あ る」（PHI15 ）とい うヤ ス パ ー

ス の 実 存 に対 す る規 定 は 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 「自己 自身 に 関 わ り 、 そ して こ の

自己 自身 に 関 わ る こ と に お い て 他 者 に 関 わ る とこ ろ の 関係 」（KR 　9）とい う規 定

と共 通 す る と こ ろ が あ る こ とは 疑 い え な い
。 両 者 と も に 実存 を 自己 に 関係 し

、

その こ とに お い て 同時 に超 越的な もの と関係 す る もの と して 考え て い る 。 そ の

他 、 「決 断 」 （Entscheidung）、 「決 意 」 （EntschluB）、 「実 存的 思惟」 （existentielles

Denken ）、
「弁証 法 」 （Dialektik）とい っ た 、 そ れ ぞれ の 思想 に お い て 重 要 な役 割

を果 たす 幾つ か の 概 念 が 共 通 し て い る 。 さ らに 、 二 人 の 違 い の
一

つ と も思 われ

る 「交 わ り」 （Kommunikation）に つ い て も 、 単独 者 と して の 実存 の 覚 醒 の た め

に の み 必 要 な もの と され 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 「単独 者」 の 思 想の 文脈 で 理 解 さ

　 　 　 　 　 　 （1）
れ る場 合 も あ る 。 ヤ ス パ ー

ス 自身 、 1955年 に な っ て か ら 1931 年 に発 表 され た

『哲 学』 に 付 した 後 書 き の 中で 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル に 感 銘 を受 け 、 第

一
次 世 界 大

戦 中熱心 に 読 ん だ こ と 、 重 要 で あ る と思 われ る に も拘 わ らず 当時 の ドイ ツ の 哲

学界で は キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は 扱わ れ て い なか っ た こ とに 呆れ て い た こ と 、 彼 の 実

存 の 「概 念 」 を我 が も の に した こ と 、 を述 べ て い る 。 （PH 　I　XIXf．）

　 し か し な が らヤ ス パ ー ス の 思 想 に は 、 「交 わ り」 の 他 に 、
「包 越 者 」 （das　Um −

greifende）、 「理 性 」 （Vernunft）の 重視 とい っ た キ ェ ル ケ ゴ ー
ル と は 異 な る要 素

が あ る 。 ヤ ス パ ー
ス 自身 も先 の 言葉 の 直 後 で 「キ ェ ル ケ ゴ ー

ル の い か な る信 奉

者 に も な らな か っ た 」 （PHIXX ）と明言 して い る 。 外 見上 の 相 似 に も拘 わ らず 、

両者 に お け る 実存 の 内 実 は 異 質 な側 面 が あ る と思 わ れ る。 差 し当 た り明 らか な
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両者 の 違 い を確認 し て お くな ら 、 同 じ く実存が 超越 的な もの に 関 わ る と言 っ て

も 、 そ れ が キ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 場合 は キ リス ト教 の 神 で あ るが 、 ヤ ス パ ー

ス の 場

合 は そ れ 自身 は い か な る 形 で も内在 とは な らない 「超越 者 」 （Transzendenz ）や

主 観 と客観 と越 え包 む 「包越 者 」 とい う哲学的 な規 定 を 与え られ る存在 で あ る 。

ま た そ の 関 わ り 方 もキ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 場合 は 人 間 と な っ た 神 と して の キ リス ト

を模倣 す る とい うもの で あ る が 、 ヤ ス パ ー
ス の 場合 は超越 者 の 現 象で あ る暗 号

（Chiffre）を 、 世 界 に お い て他 の 実 存 と関 わ りな が ら解 読す る （1esen）とい うも

の で あ る 。

　 こ の よ うな両者 の 相 違は ど こ か ら生ず る の で あ ろ うか 。 ヤ ス パ ー
ス 自身は 、

自 ら とキ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 異質性 を実 存 と現実 との 関 わ りに 見 て い た と言 え よ う。

先 に 触れ た 『哲 学』の 後 書き の 中で 、 彼 は 自分 が キ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 信奉 者 に な

らな か っ た 理 由 と して 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル の キ リス ト教信仰 に 共 鳴 し て い なか っ

た こ と 、 ま た 、彼 が 世 界 内で の 実現 に 関 わ らなか っ た点 に 相容 れ ない もの を感

じた こ と 、 を挙 げて い る 。 特 に 宗 教性 B 、 絶対 的逆説 、 と して の キ リス ト教解

釈 は 、 ヤ ス パ ー ス に と っ て は 「歴 史的な キ リス ト教の 終焉 で あ り 、 か つ ま た あ

らゆ る哲 学 的生 活 の 終 焉 で あ るが 如 く」（PHIXX ）思 われ た。 『啓示 に 面 し て の

哲 学 的信 仰 』 に お い て もキ ェ ル ケ ゴ ー
ル の 主張 が キ リス ト教 の 終焉 に つ なが る

と し、 そ の 理 由 と して 彼 の 実 存 の 内実 が 「全 面 的 な 世界 否定 とい う明 白な意 図

をい だ い て の キ リス トの 模 倣 」（OFF 　517）に あ る こ とが述 べ られ て い る 。
キ ェ ル

ケ ゴ ー ル の 思想 の うち に は 現 実 の 世界 を否 定す る側 面 が あ る こ とを 、 ヤ ス パ ー

ス が 見 て 取 っ て い た と考 え られ る 。 実存 が 現 実 の 世界 にお い て 自己 実現 を 図 る

こ と を
一

貫 し て 主 張す るヤ ス パ ー ス に は 、 そ れ は 納得 で き ない こ とで あ ろ う。

　 本稿 で は 両 者 に お け る現 実 の 位置付 け 、 実 存が 現実 の 世 界 へ と どの よ うに 関

わ る か 、 とい う点 に焦 点 を絞 り、 両者 の 差 異 とそ の 所 以 に つ い て 考 察 し た い 。

ま ず 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル とヤ ス パ ー ス そ れ ぞ れ に お け る 実存 の あ り方 を概 観 し 、

そ れ を踏 ま えそ れ ぞ れ に お け る現 実 の 位 置付 け につ い て 考察す る 。

二
、 キ ェ ル ケ ゴ ー

ル に お け る実存

キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は

一
貫 し て 現 実 的 な存 在す な わ ち実 存 を 問題 と し 、 そ の 真 の
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ス

あ り方 は 単独 者 と して の 実存が 、 主 体性 を も っ て 、 人 とな っ た神 、 永遠 の 有 限

化 と し て の キ リス トを模倣 す る こ とで あ る と考 えた
。

　周知 の よ うに キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は ヘ

ー ゲル の 体系 的哲学 を批判 す る 。 そ れ は 、

思惟 に よ っ て 存在 を体系的に 把握す る 「抽象性 の 立場」、
「客観性 の 道」、

「純粋

思 惟 」 は 、 実存 を把握す る こ とは で き ない
、 と彼 が 考え る か ら で あ る 。

「抽象

的 思惟 は 、 ま さ に永 遠性 の 立 場 か ら （永遠 の 相 の 下 に sub 　specie 　aeterni ）観 想

す る故 に 、 具体 的 な もの を、 時 間性 を、 実存 の 生 成 を 、 実存す る者 の 困難 を見

損 な う。 こ の 実 存す る者 の 困 難 とは す なわ ち、 彼 が 実存の な か に置 か れ 、 永 遠

と時 間 とか ら構成 され て い る こ とで あ る」（NA 　1）。 抽象的思惟 に お い て は 、 全

て は無時間的 に 、 常に 存在す る もの と して 扱わ れ 、実存 を特徴 づ け る 「具 体性 」

「時 間 性 」 「生 成 」は 真 の 意 味で は 把握 され ない
。 そ の よ うな 「永遠 の 相の 下 に」

捉 え られ た 存在 は 「純 粋 存在 」 と呼 ばれ る 。 永遠 の 相 の 下 で は 思 惟 と存在 は
一

つ で あ る 。 とい うの も 「抽象 的 に 考 え る な らば 、
い か な る 断 絶 も存在 し ない が 、

い か な る 移行 も存在 しな い
。 とい うの は 、 抽象的 に 見れ ば全て は 存在 して い る

か らで あ る 」 （NA 　46）。 表 面 的 に は 、 抽 象 性 の 立 場 も 「変 化 」 に つ い て 語 っ て

い る よ うに見 え る 。 しか しそれ は 「可能性 」 に移 し変 え られ た 「変化 」 で あ る

と され る 。
つ ま りこ こ で は 現 実 の 存在が 可能 的 な存在 へ と転換 され るた め 、 変

化 は 現 実そ の もの の 変化 で は な く、 理 論的 に理 解 され 、
い っ で も再現可 能 な可

能 的 な 変化 とな っ て し ま う。 同様 に ヘ
ー

ゲ ル に お け る 概 念 の 運 動 の 契機 で あ る

「止 揚」 「移 行 」 「新 しい 統
一

」 は 、 現 実的 な もの で は な い と批 判 され る 。

　 思 惟 で は 把 握 され な い 具 体的 な 実 存 は 、 絶対 的逆 説 と して の 宗 教性 B に お い

て 顕 に な る 。 は じめ に宗 教性 B の 前 段 階で あ る 宗 教性 A を 瞥見 し 、 そ れ との 比

較に おい て 宗教性 B を検 討 し よ う。

　 まず 、 宗 教性 A は 「永 遠 の 幸 い 」 （die　ewige 　Seligkeit）に 情 熱 を 持 っ て 関 わ

る こ と と され る 。
「永 遠の 幸 い 」 は 、

「人 が 絶対 的 に 全て を賭け る こ とに よ っ て

得 られ る善 で あ る と言 う以 外 に な い 」（NA 　134）。 こ の 「情熱」 「賭 け 1 とい うこ

とが 、 主 体 性 の メ ル ク マ
ー

ル で あ り 、 単 に客観 的 に 考 察す る 純粋 思 惟 と異 な る

点 で あ る 。 と こ ろ が 実 存 自身 は 自 ら の 有限 性 ・時 間性 を変 え る こ とは で き ない 。

そ れ 故 「苦 しみ 」 が 、永 遠 の 幸い の 追 求 に は 付随す る。
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　 こ の よ うな 宗 教性 A は
、

い わ ゆ る実 存の 三 段 階に お い て 美 的 ・ 倫理 的段 階 よ

り高次 の 宗 教的 段 階に 属す が
、

「内在 の 宗 教性 」 と され 不 十分 だ と され る 。
「内

在 に お い て は 神 は 何 もの で もな く 、 む し ろ全 て で あ り 、 無 限 に 全 て で あ り、 ま

た 個 人 の 外 部 に あ る の で もな い か らで あ る 。 何 故 な ら建 徳 的 要 素 （Erbauung）

は ま さ に 神 が 個人 の 内 部 に あ る とい うこ とに存 す る か らで あ る 」 （NA 　272）。 宗

教性 A に お い て は神 が 単 に超 越 的 な もの で あ り 、 有限者 と無限 者の 区別 が 不十

分 に な る 。 とい うの も こ の 場 合有限 者は 、 自己 は有 限で あ る とい うこ とを強調

し 、 ひ た す ら 自らの 力 で 自己 否 定す る こ とに よ っ て 、 自己 が そ こ に 含ま れ る無

限者 で あ る 神 と関 わ る こ と が で き る 。
「宗 教性 A は な る ほ ど思弁 で は な い が 、

思弁 的 で あ り 、 実 存す る こ とを反 省す る こ とに よ っ て 、
こ の 区 別 を反省 す る 」

（NA 　282）と され る。 宗教 性 A に お い て 実 存は 、 自己 を 賭け て 実 存 し て は い る

が 、 有 限 者 と無 限 者 との
、 自己 と神 との 区別 が反 省 に よ り把握 され 、 そ の 断 絶

が 真 に 自覚 され て は い ない
。

　 そ の 自覚が 生ず る の は 、 無限者で あ りなが ら有 限 とな っ た存在 に 出会 うこ と

に よ っ て で あ り 、 そ の 存在 が 人 とな っ た神 と して の キ リス トで あ る 。 キ リス ト

は 、
「苦 し む もの に の み 心 を痛 め 、 自ら を 全 く顧 み る と こ ろ の な い 無 制 限 な

一

途 さ」（CH 　65）を特微 と し、「自 らを最 も 不 幸な人 と文 字 どお り
一

つ に す る こ と」

（CH 　67）とい う神 的 同 情 を持 ち、 人 間 とは絶対 的 に 隔 た っ た 存在 で あ る 。 こ の

キ リス トに 出 会 うこ と に よ っ て 、 逆説 と して の 宗 教性 B が 成 立 す る 、
「逆 説 的

な建 徳的 要 素 は 、 従 っ て 、 時 間 の 中の
一

人 の 人 間 と して の 神 とい う規 定 に対応

す る 。 何故な ら も しそ うだ とす れ ば 、 個人 は 自己 自身の 外 に あ る何 もの か と関

わ る こ とに な るか らで あ る 、
こ の よ うな こ とが 思 惟 され な い こ とが 、 ま さに 逆

説 で あ る 」 （NA 　2了2）。

　 キ リス トの あ り方 は 、
「世 界 に 対 し て 死 に き り 、 地 上 的 な もの を放 棄 し 、 自

己 否 定す る こ と」 （CH 　253 ）で あ り、 文 字 どお りに は 殉 教 す る こ と と され る 。

そ れ は 地 上 的な 基 準 で は 悲惨 な姿 で あ るが 、
「［神 の ］栄 光が 誰 で も そ の ま ま 見

て 取 れ る よ うな 直接 に 見 る こ と の で き る もの で あ っ た な らば 、 キ リス トが 自 ら

を 卑 し く して 僕 の か た ち を と っ た こ とは 虚 偽 とな ろ う」 （CH 　73）と され る 。 キ

リス トの 姿 が 栄 光 そ の ま ま で あ れ ば、 そ れ は ひ た す らそれ を 追 及 す る こ とに よ
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キ ェ ル ケ ゴ ー
ル とヤ ス パ ー

ス

っ て 到 達 し うる対 象 とな り 、 そ の よ うな追 求 は宗 教性 A の あ り方 で あ ろ う。 卑

しい 姿で 現 れ 人間 に よ っ て 殺 され た とい うこ とに よ っ て 、 キ リス トは人類 を責

めあ ら し め 、 自 らの 罪 を 自覚 させ る 。 そ の こ とに よ り真 の 意 味 で の 神 の 追求 が

生 じ る 。 人 間は 罪 に 沈み 込 ん で お り 、 実存 と して 覚醒 す る た め の 条件 さえ 、 自

己 の 外 か ら神 に よ っ て 与 え られ る こ とが 必 要 で あ る 。
「実 存す る者 は 神 か らの

条件 を 受 け 取 る こ とに よ っ て 、 新 しい 被造 物 に な る の で な け れ ば な ら な い 」

（NA 　288）。 条件 さ え与 え られ る とい う、神 へ の 全 き依 存性 に お い て 生 成 す る の

で あ る か ら 、 新 し く創造 され る と言 え る の で あ る 。

　 また そ の た め に は 自己 が成 る もの は 、 過去 に 存在 した もの で な けれ ばな らな

い と され る 。
「宗教性 A に お い て は 、 ［神 との 関わ りの 場 で あ る］歴 史的起 点 は

存在 しな い 。 個 人が 時間 の 中に 見出す の は 、 た だ 自己 自身を 永遠 的 な もの と し

て 前提 と し な けれ ば な らない とい うこ とだ けで あ る 。 従 っ て 時 間 の 中 に お け る

［信 仰 の 決 意 の コ瞬 間 は 、 そ の ま ま 永遠 に 呑 み 込 ま れ て し ま う。 時 間の 中に お

い て 、 個 人 は 自分が 永遠 で あ る こ と を 自覚す る 。
こ の 矛 盾 は 、 た だ内在 に お い

て の み 存在す る 。 そ れ と違 うの は 、 歴 史的な もの が 外部 に あ り 、 外部に 止 ま っ

て お り 、 永遠 で ない 個人 が い まや永遠 とな る 、
つ ま り彼 が 現 に そ うで あ る こ と

を 自覚す るの で は な く 、 現 に そ うで ない もの に な る 、特 に 注意 して お きた い の

で あ る が 、 そ れ が現 に 存在 す るや 否や 、そ れ は既 に 存在 したの で な けれ ば な ら

な い との 弁 証 法 を持 つ も の に な る とい う場 合 で あ る 。 とい うの は 、
こ れ が 永遠

者 の 弁 証 法 で あ る か ら で あ る」（NA 　285 ）。 成 る べ き対 象 が 未 だ存 在 しない も の

な ら 、 自己 を維持 しっ っ 自己 の 努力 に よ っ て こ れ か らそ れ に な る 可能性が あ る

が 、 こ れ は宗 教性 A の あ り方 と言 え る 。 しか し生 成 が全 くの 他者 とな る こ とで

あ る な らば 、 歴 史 上 既 に 存在 した もの に な る とい うこ とで な けれ ば な らない
。

そ れ が 「模倣 」 と呼 ばれ る事柄 で ある 。

　 キ ェ ル ケ ゴ ー ル に お け る 実存 の 真 の あ り方 で あ る 宗教性 B に は 、 自己 で あ る

た め に は 他 者 に な らね ば な らな い とい う逆説 、 神 が 人 間 し か も最 も悲惨 な 人 間

の 姿 を と っ た とい う逆 説 、 キ リス トは 歴 史 的 存在 で あ るが 永遠 と関 わ るた め に

そ の 歴 史 的 存在 に 関わ らねば な らない とい う逆説 が あ る 。
キ ェ ル ケ ゴ ー

ル は 、

有 限 者 と絶 対者 の 厳 密 な 区 別 の 上 に 、 現実 に 実存 す る こ とを 追究 し 、 そ れ を 絶

215
　 　 　 10号 39

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

対 的 逆 説 とい う形 で 示 した 。 絶対 的 逆説 は 思惟 に よ っ て は 把握 不 可能 で 容認 さ

れ ない もの で あ る が 、 実存 の 現実 的信 仰 の 「飛 躍 」 （Sprung）に よ っ て 是認 され

る の で あ る。

　三 、 ヤ ス パ ー ス に お ける実存

　ヤ ス パ ー
ス も キ ェ ル ケ ゴ ー

ル と同様 に 現実的な実存 を追究 し 、 実存は 超 越 的

な も の との 関わ りにお い て あ る と して い る 。 しか しヤ ス パ ー
ス の 場 合超 越的 な

もの とは そ れ 自身 は 決 して 内在 とな らな い 「超 越者 」 で ある 。 そ し て 超 越者 は

実存 の 自由 の 根 拠 と され 、 世 界 内 に お い て 超 越 者 の 現象 と し て の 暗 号 を解 読す

る こ とが
、 実存 の あ り様 と して 考 え られ て い る 。

　ヤ ス パ ー ス に お い て は 実存 は 、
「現存在 」 （Dasein）、

「意識
一

般 」（BewuBtsein

ttberhaupt）、
「精神」 （Geist）とい っ た 内在的 な 自己 存在 とは 区別 され た 、 そ れ

自体は 客観的 に は 捉 え られ な い 超 越 的 な 自己 存在 と され 、 そ の 本 質 は 内在的な

あ り方 に 満 足 せ ず 自 らの あ り様 を 自 ら決 定す る 自由 に あ る と され る 。
「自己 の

現 存 在 を越 え永遠 な もの に 到達 し よ うとす る 人 間 の 衝 迫 に は 、 内 在的 根拠 とは

違 っ た根 拠 が な け れ ば な らない 」 （WA 　78）。 そ して 超越 者 は こ の 自由 を贈 与 す

る も の と し て 規定 され て い る 。
「超 越 者 は 実存に とっ て は 、 実 存 が そ こ に 自 ら

の 足場 を持 っ よ うな他者 で あ る 。 私 が 本来的 に私 自身で あ る場合 、 私 は 私 自身

に よ っ て こ の 私 自身て あ る の で は ない 。 私 は 自分 で 自分 を創造 しは しな か っ た 。

私 が 本来的 に 私 自身 で あ る場合 、私 は 自らに 贈 与され る の だ と知 っ て い る 。 私

の 自由 が 決 定的 に 意 識 され れ ば され るほ ど、 同 時 に そ れ だ け 決 定 的 に 、 私 が そ

れ に よ っ て 存在 す る 超 越 者 もま た 意 識 され る 」 （WA 　110）。 我 々 は 自由 に基 づ い

て 個々 の 活 動 を意 志 す る の で あ るが 、 自由 自体 を 意志 す る こ とは で き な い
。

こ

の 意 味 で 自由は 実存 の 被 投性 を 端的 に 表 す もの と言 え よ う。 実 存 は 自 らの 自由

を行使 す る こ とに よ っ て 、
い わ ば回 想的に超 越者 と 自らの 繋 が りを 自覚す る 。

こ の ヤ ス パ ー
ス の 実存の 規定 は 、 実 存 を思惟 不 可 能 な 主 体性 と し 、 そ れ が 神 に

絶対 的 に 依存す る とす る キ ェ ル ケ ゴ ー ル の 規 定 と共 通す る と こ ろ が 多い
。

　 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル と大 き く異 な るの は 、 ヤ ス パ ー ス に お い て は こ の 根拠 と して

の 超 越 者 を覚知 し つ つ
、 実存 が 世 界 内に お い て 自由 を行使す る こ とが 、 実存 の
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内実 ど され る点で あ る 。 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル に お い て は 世界 内 の 行 為 は 専 ら否 定 さ

れ る もの で あ っ た 。 ヤ ス パ ー
ス に お い て は 世界 は 、 単 な る認 識 の 対象 や感 覚 的

享受 の 対 象 と して 内在的 に経験可能な 存在の 総体 と して の 世 界 で あ る ばか りで

な く 、 実存 が そ れ を解読す るこ とに よ っ て 自己実現 を図 り超越者 に よ っ て 充実

され る た め の 素材 で あ る 。 そ れ をヤ ス パ ー ス は 超越者の 「暗 号」 と呼ぶ 。 以 下

暗 号 に つ い て 考 察 し よ う。

　 ヤ ス パ ー
ス に お い て は 世 界 は 内在的経験の 対象 とい う意味 と 、 超 越者 の 暗号

とい う二 重 の 意味 を持 っ こ とに な る 。 暗号 とい う現象 に は 、 世 界 存在が 内在 的

な もの で あ りつ つ 超越 者の 現 象 とな る とは い か な る こ とな の か 、 とい う問題 が

あ る。 実存 に とっ て の 直 接の 対象 は暗 号 で あ るが 、 超越者 そ れ 自体 は対象 と し

て 固 定 され ない の で あ るか ら 、 超 越者 そ れ 自体 とそ の 現 れ で あ る暗 号 は 相対 立

し 、 互 い に 否 定 し合 う側 面 が あ る 。 暗 号 は 超 越 者の 「言葉」（Sprache）で あ っ て 、

超越 者そ の もの で は な い
。 こ こ に は 超 越 者 が 内在者 の 内 に あ る意 味 で 現 れ つ つ

、

そ れ 自身 と して は 消 え去 る とい う弁 証法 が あ る 。

　 こ の 弁 証 法 は 、 通 常 の 暗号 に よ る 内在 者 の 充 実 と 「挫析 」 （Scheitem）の 暗号
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c2）
に よ る 内在 者 の 空 無化 の 弁 証 法 と して 捉 え られ よ う。 暗号 は 、 実 存 が 「想像 」

（Phantasie）に よ っ て 把 握す る 、 内在者 の 根 源や 完成 し た姿で あ る通 常の 暗 号

と 、
「決 定 的 な暗号」 「究極 の 暗号 」 と呼ばれ 特別 な意義 を持 つ

、 あ らゆ る 存在

者 の 挫折の 暗号 との 二 種類 に 区別 で き る 。 前者 は 、 認識 に よ っ て 把握 され る事

物 の 現 に あ る姿 を越 え、 実 存 の 視野 を広 げ生 に
一

貫 性や 深 み を与 え る 。 後 者 は 、

あ らゆ る存在 者 が 永遠 に存 在す る の で は な く、 消滅 せ ざる をえ ない とい う存在

者の 真 の 姿 と して の 無常性 を知 ら しめ る 。 挫折は 死 、 苦悩 、 闘争 、 負い 目とい

っ た 、 人 間 の 生 の 根 本 的 意義 が 問題 化 す る 「限界状 況」 （Grenzsituation）に お い

て 経 験 され る 。 暗 号解 読 の 際 に は 、 通 常の 暗 号 に よ っ て 内在者に お け る実存 の

活 動 が 導 か れ 実 存 が 充実 され る 契機 と、挫 折 の 暗 号 に よ っ て 内在 者 が 否 定 され

る とい う契機 が 併 存す る と我 々 は 考 え る 。

　 こ の 二 種類 の 暗 号 の 関係 に 関 し て 、 ヤ ス パ ー ス は 次 の よ うに 述 べ る 。
「現 実

的 な 充実 に お け る諸 々 の 暗号 に 即 して 存在 を 啓示 した も の は 、 解釈 不 可 能 な挫

折 を 前 に して 疑 問 符 を 付 され る 。 そ れ は 逆行 して 、 沈 黙の 内で 経験 され た ［不
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可解 で 適 切 に は表 現 され ない ］存 在 の 根源 か ら生 を得 る か 、 あ る い は 枯 れ 果て

ね ばな らない
。 何 故 な ら挫 折 は 、 あ らゆ る暗号存在 を 取 り ま く根 拠 だ か らで あ

る 。 暗号 を 存在 の 現 実 と して 見 る こ とは 、 挫 折 の 経験 に お い て は じめ て 成 立 す

る 。 ［不適 切 な もの と し て ］ 否 定 され な い 暗号 は 全 て 、 そ の 究 極 の 確 証 を挫 折

か ら得 る 。 い っ た ん 無 へ と消 し去 る もの を、 私 は 暗 号 と して 再び 受 け取 る こ と

が で き る 。 諸々 の 暗号 を解読す る場 合 、 私 は 、 没 落 を 目の 当た りに しな が らそ

れ を発 現 させ る 。 私 の 挫折 の 暗号 の 内にあ る こ の 没 落が 、 全て の 特殊 な暗号 に

は じ め て 共 鳴 を与 え る」 （PH 　III　234）。

　究極 の 暗 号 と して の 挫折 を踏ま えれ ば 、個 々 の 暗号 は価値 の ない もの と な る 。

全 て の 存 在 は 無 常 で あ る か ら 、 個 々 の 暗号 と して 本 来的存在 と思 われ た もの は 、

そ れ 自身 に 意 味 が あ るの で は な く 、 何 らか の 不 吋解 な存在 の 源 泉か ら発 した痕

跡 と して 、 あ る い は 意味 が あ る に して も こ れ か ら 「枯れ 果 て る 」 運 命 に あ る も

の と して 受 け取 られ る。 しか し同時 に挫折の 経験の 中で は じめ て 暗号 は 存在 の

現 実 と な り うる 。 とい うの も、 暗 号自身が 絶対化 す る こ と に よ り超 越者 そ の も

の と混 同 され る こ と が 、 挫 折 に よ っ て 個 々 の 暗 号 が 最終 的 に は 消滅 す る もの と

して 示 され る こ とで 、 防止 され る か らで あ る 。 挫 折 の 経験 に よ っ て 、 実存 は そ

の つ どの 限 られ た 状 況 の 中で 暫定 的 に しか 自己 実現 を 図 る こ とが で き ない とい

う、 実 存 の 有 限性 が 真 に 自覚 され 、 個 々 の 暗 号 が 実存 に と っ て 重 要な もの と な

る。 超 越 者 は い わ ば 断片 的 に そ の つ どの 現 れ 方 をす る が 、 実存 の 有 限性 の 自覚

が十分で な い な ら 、 そ の つ どの 断片 を己 に とっ て 重 要 な もの とは 受 け取れ ない

で あ ろ う 。 挫 折 に よ っ て は じめ て 個 々 の 暗号 に 対す る実 存 の 共鳴 、 い わ ば 「自

己 化 」 が 生 じ 、 個 々 の 暗 号 に 究極 の 確 証 が 与 え られ る 。 従 っ て 、 挫折 は 個 々 の

暗 号 を否 定す る 側 面 と 、 そ れ らを 成 立 させ る 側 面 とい う相反 す る働 き を合 わせ

持 っ て い る こ とに な る 。 直接 的 に は 内在者の み に 関 わ り うる有限者 で あ る 実存

が 、 無 限 者 で あ る超越 者 と関 わ るた め に は 挫 折 が 不 可 欠 と言 え よ う。

　 暗 号 とい う現 象 に は 、 内在 者 が 実 存 を 充実 す る側 面 と、 内 在者 が 空 無 とな る

側 面 が含まれ て い る 。
こ の 二 つ が 同 時 的 に 働 くこ とに よ っ て 、 単 な る内在 的 現

実 が 打 ち破 られ 、 超越 者 に よ っ て 充実 され た 高次 の 現実 が 現 出す る 。 ヤ ス パ ー

ス 自身 は 個々 の 暗 号 と挫折 の 暗号 を分 離 して 語 っ て い る が 、 そ れ は 便 宜 上 為 さ
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れ た もの で
、 充実 と無化 は 全 て の 暗 号解読の 際に 相克する 両極 と して 同時 に成

立 し て い る と考 えて 良い で あ ろ う。

　ヤ ス パ ー
ス は 繰 り返 し超 越 的 な 自己 存在 で あ る実 存 を 、 内在 的 な 自己存在 と

区 別 す べ き こ と を 強調 して い る 。 しか し 、
「［現 存在 、 意 識

一
般 、 精神 とい う］

私 が そ れ で あ る と こ ろ の 三 つ の 包 越 者 の 様 態 は 全 て 、実 存 が 自己 自身 に 現象 し

現 実的 に な る た め の 不 可 欠 の 条件 で あ る 」 （WA 　83）と され る よ うに 、 内在 的 な

あ り方 を離 れ て は 実存 は 現 実的 で は あ りえない
。 挫 折 を踏ま え る こ とに よ っ て

自己 の 有 限性 を 自覚 し つ つ 、 現 実 の 世界 にお い て 存在 を暗号 と して 受 け取 り 、

己 に と っ て の 世 界 と 自己 自身 の 意味 を 問 い
、 そ の 意 味 を主 体的 に 実 現 して 行 く

こ とが 、 実 存の 超 越 者 へ の 関 わ りで あ ろ う。

　 四 、 両 者 に お け る現実 の 意義

　 こ れ ま で 見 て きた キ ェ ル ケ ゴ ー
ル 、 ヤ ス パ ー ス そ れ ぞれ の 実存 に つ い て の 思

想 か ら 、 そ れ ぞれ に お け る現 実 の 意義 を考察 しよ う。 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル に お い て

は 、 真 に 現 実 的 に 実存す るた め に は 、 ど こ ま で も現 実 の 世界に あ る 自己 を打 ち

捨て て キ リス トを模 倣す る こ とが 必 要 と され る 。 こ こ で は現 実に 実存す る こ と

と、 人間 が そ の 内 に あ る現 実 の 世界 とが 、 分離 して い る と言 え よ う。 キ ェ ル ケ

ゴ ー
ル に と っ て は 、 人 間 が 存在 す る現実 の 世 界 は 、 美 的 な享楽 の 場 と して 、 ど

こ ま で も乗 り越 え て 行 か ね ば な らな い もの で あ っ た 。 自己 で あ るた め に は 自己

否 定せ ね ばな らな い と 言わ れ た 場合 の
、 前の 白己 が 現 実的 に 実存す る こ と 自体

で あ り 、 後 の 自己 が 現 実 の 世 界 に あ る 自己 と言 うこ とが で き る 。

　 こ れ に 対 し て ヤ ス パ ー ス に お い て は 、 人 間 が そ の 内に あ る現実 の 世 界 は 、 我
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 f

我 が 内在 的 な あ り方 を し て 接 す る もの と し て は 差 し 当た り否 定 され る が 、 それ

が 暗号 と な る こ とに よ っ て
、 超 越者 に 充 実 され た い わ ば 高 次 の 現 実 とな る こ と

が 主 張 され る。 現 実的 な実存 は そ の 高 次 の 現 実 の 内に あ る。 こ こ で は 実存 す る

こ との 現 実 と現 実の 世界 の 乖 離 が 、 暗 号 を媒介 に し て 克服 され て い る。

　 従 っ て 、 こ の 両者 の 違 い は 、 実 存す る こ との 現 実 を キ リス トに 関 わ る こ と に

限定 す る か 、 世 界存在 に 関 わ る こ とに 見 る か の 違 い に あ る 。 そ の 違い は 、 実 存

の 覚 醒 の 条件 を キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は キ リス トに の み 認 め る の に 対 し 、 ヤ ス パ ー

ス
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は よ り広 く 限 界 状況 に 認 め る とい う違い
、 ま た決 意が キ ェ ル ケ ゴ ー

ル にお い て

は キ リス トを信 じ る 決 意 に 限 定 され る の に 対 し、 ヤ ス パ ー ス に お い て は超 越 者

を 覚知 し っ っ 臼 らの 自由 を世 界 に お い て 行使 す る決意 とい う広 が りを持 っ た も

の とな る違 い に も表 れ て い る 。

　 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は 、 実 存す る こ とを究 極 まで 純化 させ て 捉 えた と言 え よ う。

彼 が 現 実存在 の 思 惟不 可 能 性 を説 き 、 実 存 の 主 体的 な 信仰 に そ の 現実 の 在 りか

を求 め た こ との 哲学 史上 の 意義 は 大 きい
。 しか し 、 そ の 結 果 か え っ て 実 存 を 非

現 実的 ・抽象的 に して し ま っ た 側 面が あ る 。 実存の 信仰 の 核 心 は キ ェ ル ケ ゴ ー

ル の 言 うよ うに 「飛躍 」 で あ る が 、 そ の 核 心 は い わ ば 飛 躍 す る土 台 と飛 躍 し た

先 を も含 め た全 体か ら抽出され た もの で あろ う。 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル が 実存 の 信仰

の 場 と して 考 え る 宗教性 B もそ れ だ けで 存在す る 訳 で は な く 、 宗教性 A や さ ら

に そ れ よ り前 の 宗教的実存以 外 の 段 階 を踏 ま えて 成 立 す る 。 ま た 、 ヤ ス パ ー ス

は 「キ ェ ル ケ ゴ ー
ル は 何 らか の 立 場 で は な く、

一
つ の 思惟 方式 で あ る」 （OFF

519）と述 べ る。 彼 が 提 示 した 絶 対的 逆 説 は 、現 実的 な実 存す る こ との あ くま で

も
一

局 面
一

そ れ は核 心 部分 で は あ る が 一
の 提 示 で あ り、 そ れ 自身

一
っ の 思

惟 と言 え よ う。 そ の 思惟 は 真摯 に受 け取るべ きで あ るが 、 あ くま で も現実 に お

け る信仰の 中に お い て 意 味 あ る もの で あ ろ う。 我 々 は 現 実的に は 何者か で な け

れ ば な らなず 、 実存 す る こ とが 現 実 の 世界 に お い て どの よ うに位 置付 け られ る

か は 欠 か せ ない 問題 と思 わ れ る 。 こ れ に 関 し て 金子 武蔵 氏 は 、 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル

に お け る 理 性 に よ る媒 介 と歴 史性 の 欠 如 を 指摘 して い る。 「彼 ［キ ェ ル ケ ゴ ー

ル ］ に 於 て ヘ
ー ゲル の 理 性 に 対 抗 して 出現 した 実 存 は ま だ そ れ 自身 の 抽 象 で あ

る に す ぎず 、 そ れ の 登 場 は 直接 的 た る こ とを 免 れ な か っ た 。 そ れ は ヘ
ー ゲル の

理 性 に 、 ま た こ れ を 通 じて 悟性 に媒 介せ られ て い るの で あ っ て 、
こ の 媒介 過 程

を 併せ 考 え る とき の み 初 め て そ れ の 概念 は 絶対 的 とな っ て 完成 す る こ とが で き
　 　 　 　 　 （3）

るの で あ る」。 実存 は 、 理 性 の 働 きや そ れ に よ っ て 形 成 され た歴 史的 世 界 を 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4）

自らの 成 立 の た め に必 要 とす る もの で あ ろ う。

　 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル か らす れ ば 、 ヤ ス パ ー

ス に お け る実存は 内在 的 あ り方 に お い

て 自己 実現 を図 る点 で 、 自己 を保 持 して い る こ とに な り、 宗教 性 A に 止 ま っ て

い る とい うこ とに な ろ う。 しか し挫 折 の 暗 号 に よ る内在者 の 空 無化 をヤ ス パ ー
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キ ェ ル ケ ゴール とヤ ス パ ー ス

ス は 考 えて い た とすれ ば 、 彼 は 単に 内在者 を是認 して い た訳 で は ない 。 超越 者

が 超 越 的で あ りっ っ 内在者 に お い て 現 象す る とい う弁 証 法 に は 、 キ ェ ル ケ ゴー

ル の い う逆 説 の 弁証 法 に 類 似 し た 点 が あ る と言 え よ う。 とは い え 、 ヤ ス パ ー
ス

に お い て 自己否 定 とい う契機 が
、 先鋭 化 され た形 で は表 れ て い ない こ とは 疑 い

えない
。 ま た我 々 が想 定 した究極 の 暗 号 と通 常の 暗 号 の 弁証 法 も 、 明確な形 で

は 示 され て い な い
。 そ れ 故 、 信仰 の 核心 で あ る逆説 的 な あ り方が 見 えづ らい こ

とは 否 定 で き な い
。 キ ェ ル ケ ゴ ー

ル に よ っ て 示 され た信 仰 の 核 心 を見据 えつ つ 、

ヤ ス パ ー
ス が 示 した よ うな現 実 に 主体が 存す る場 を 考慮 し 、 そ こ で の 主体性 の

あ り様 を よ り明確 に 追 究す る こ と は我 々 に 与 え られ た 課 題 と言 えよ う。

　注

　 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル か らの 引用 は SOren　Kierkegaad： Gesammelte　Werke （Giltersloher　Ver−

1agshaus）に 依 り 、 本 文 中で 次の 略号 に よ っ て 書名を 示 し 、

べ 一 ジ数 を付 した 。

NA 　　AbschlieBende　unwissenschaftliche 　Nachschrift　zu 　den　Philosophischen　Brockcn；

　　　 Zweiter　Teil
，
3．　Aufl．，1994．

KR 　　 Die　 Krankheit　 zum 　Tode
，
4，　Aufi．， 1992．

CH 　　E三nUbung 　im　Christentum，3．　 Auf1．，1995．

　 ヤ ス パ ー
ス か らの 引用 は 次の 略 号 を用 い て 書名 を示 し た 。

PH 　I　 Philosophie　 Bd ．1 ： Philosophische　 Weltorientierung
，

4．　 Aufi．，　 Springer，　 Berlin−

　　　 Heidelberg　一　New 　York
，
1973 ．

PH 　III　 Philosophie　Bd ．　III： Metaphisik
，
4．　Aufl．，　Sp丘nger

，
　Berlin− Heidelberg　− New 　York，

　 　 　 1973 ．

WA 　　Von　 der　 Wahrheit，　Neuausgabe，4．　 Aufi．，　Piper，　MUnchen ，
199L

OFF 　 Der　philosophische　Glaubc　angesichts 　def　Offenbarung，3．　Aufl．，　Piper，
　MUnchen ，

　 　 　 1984．

　 引用文 中の ［ コ 内 は筆 者の 補足 で あ る 。

（1 ）　Vgl．　Otto　F．　Bollnow ，
　Existenzphilosophie

，
3．　Aufi．

，
　W ．　Kohlhammer 　Verlag，　Stutt−

　　 gart，
1949

，
　S．45．ボ ル ノ

ー
は 実存哲学

一
般 に お け る実存 を専 ら単独 者 の 文脈 で

　　　捉 え 、世 界 内 に 存在す る とい う性 格や他者 と の 共 同性 は本 質的 な規 定で は ない

　　　と して い る 。

（2 ）　暗号の 弁証法 に 関 して 詳 しくは拙論 「内在 と超越 　　ヤ ス パ ー
ス に お け る 超越
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　　　者 　一
」 （日本 宗教 学会 編 『宗教 研 究』、第 310号 、 1996年） を参 照 され た い 。

（3 ）　 金子 武 蔵 『実存理 性 の 哲学』清水 弘 文堂書房 、
1967 年 、

9 頁 。

（4 ）　 こ の 点 に 関 して ア ドル ノ は 、 キ ェ ル ケ ゴ ール の 「単独者」 が 実際に は 「抽象的」

　　　で あ る と断 ず る 。
「お よそ 単独 者の 可 能 的 な内容 とな り うる もの は 、 こ の 世 界

　　　に 由来 す るが 、 ま さ に そ の 世界 に 対 して 、絶対 的 な 単独 者は 絶対 的に対 立 す る

　 　 　の だ 、 とされ る 。 単独 者 が 白分 を世 界 か ら純潔 に 守 る な らば 、 そ の とき彼 の 見

　　　せ か け の 具体化 は 、純 粋な 〈こ の もの 〉の 具体化 は 、全 く無規定 な も の と化す

　　　だ ろ う」 （Theodor　W ．　Adorno 『キ ル ケ ゴ ー
ル 美 的 な もの の 構 築』、 山本 泰 生訳 、

　　　みす ず書 房 、 1998年 、 342−343頁）。 その 理 由は 、 自己 存在が 自己 を 含む 全体 と

　 　 　対 立 して 存す る こ とが 看過 され て い るた め と され る。

　付記

　本稿 は 、 1996年 12月 の 日本 ヤ ス パ ー
ス 協会第 13回 大会 に お け る研 究発表 「ヤ ス パ ー

ス に お け る 実存の 内実 　　キ ェ ル ケ ゴ ー
ル との 比 較 にお け る

一
」 を も とに加 筆 ・修

正 を施 した もの で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （米子 工 業 高等 専 門学校 講 師）
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