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精神 的公 共性 とユ ダヤ 人 問題 をめ ぐ っ て
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　 は じめ に

　最 近 喧 し く論議 され て い る 公 と私 、 公 共 性 と私事 性 、 国家 と個人 とい っ た 二

項 関係 を表 す 諸 カテ ゴ リー
は 、厳 密 な規 定 が な されず に ス ロ

ー ガ ン だ けが
一

人

歩 き して い る感 が あ る 。 そ れ は ハ
ー バ ー

マ ス が 『公 共 性 の 構造転換』（1962）で

分析 した 、 公 論 が 真実 の 公 共性 に基 づ い て い ない ま ま 、 大 衆の 臆見 と見か けを

公 論 と して 是認 す る か の よ うな操 作 の 中で 、 実は 操作す る側 が 公 論 を捏 造 し て

大衆 に 納得 させ る とい っ た 逆操作 の 過 程 で 現 出 し て くる 問題 で もあ る 。 こ れ は

ま た高齢 化 社 会 を迎 えて い るわれ われ 自身 が 、公 共性 と私 事性 の 問題 を どの よ

うに 受 け止 め る か に つ い て 、
ハ

ー バ ー
マ ス が 上 記 の 著作で 結論づ け て い る 「福

祉 国家」 に 見 い だ され る公 共 性 の 問題 と して 捉 え直 す こ とに っ な が っ て い る 。

こ の こ とは 人類 とか 世 界 とい う概念 を議論 に載せ る時に も言 え るで あろ う。

　 か つ て カ ン トが 国家 とは ま っ た く相違 す る人類 とい う統 合的概 念 を使 用 し て
、

未来の 世 界市民 を描 く夢 を 語 っ た け れ ども 、 しか し近 代西 洋の 世界観は 世界市

民 の 描 き 方 に お い て 多 くの 問題 を抱 え 、 決 し て 夢 を 実現す る 方 向 に は 向か わ な

か っ た 。 こ の 問題 は ヤ ス パ ー
ス の 人生 体験 そ の も の と関連 して お り 、 出 生 と民

族 の 歴 史 とを背負 い つ つ 特 定 の 国家 ない し は普遍 的 な世 界市 民 へ と個 人 が 同化

で き る か ど うか とい う時 の 同化 と異化の 問題 、
つ ま り歴 史観や世 界観 や 国家観 、

また価 値観 や 人 生 観 や宗 教観 が 相違す る人 々 お よび 国々 の 間で 生起 す る問題 で

あ る 。 そ うし た 私 と公 、 個 と全 体 を結ぶ 「と」 に 込 め られ た 同化 と異化 の 内実

は 、
「ドイ ツ 人 とは 何か 」 を 自問 し続 けた 十 二 年 間の ナ チ ス 体制 下 で の ヤ ス パ ー

ス を 見 る と、 彼 とナ チ ズ ム と ドイ ツ 的伝統 とい う関係 の 中で 際立 っ て くる 。 そ

して さ らに 、 ヤ ス パ ー
ス の 思 考 的特 徴 の

一
つ で も あ る 「公 明性 ・開 か れ て い る

こ と （Offentlichkeit）」 が 、 政 治 的 意 味 を 取 り込 む と 「公 共 性 （Offentlichkeit）」
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へ と連 関す る こ とも確 か で あ ろ う。 彼 が 戦後 の 著作 を皮切 りに 、 多 く の 政治 的

な 発 言 と著 作 を残 して い る こ とは 、 彼 の 哲学 的行 為 が公 共性 の 問題 と決 して 無

縁 で は な い こ と を示 して い る 。

　「集団 的 な もの は 、 精 神 の 公 共性 の 意味 に反 対す る もの 」 （『根源 』215）とい う

ヤ ス パ ー
ス の 理解 は 、 ナ チ ス の 国家社会主義体制 に 見 い だ した 彼 自身 の 体験 に

基 づ い て い る と考 えて よい で あ ろ う。 『哲 学的 自伝』（1957 ）で も当時 の 政 治 的状

況 を振 り返 りつ つ
、 真 の 政治 は 「主 張 と反 論 との 過程 に お い て 、 説得 に よ る影

響が 他 者に 及 び 、 こ う した 過 程 で 精神 の 自由な 闘 い を通 じ て 、 ひ とつ の 公 共 の

意識 が 育 っ て い く」（『自伝 』104） 時 に 実現 され る と書い て い る ［傍点は 筆者 ］。

彼 が こ こ で 公 共性 を 精神 的 次元 の もの と考 えて い る こ とに 注意 し て お きた い
。

こ の こ とは 公 共 性 の 育成 の 主眼 点 を社会 的公 共 性 に の み 力 点 を置 く近代 化 論 に

お い て も 、 反 省的視点 を提供 す る も の で あ る 。

　以 上 の 議 論 を扱 う時 に
、 ヤ ス パ ー

ス の 政治 的 な思 想形成 と活 動 とに影 響 を 与

え て い る人 物 を無視 で きない
。 そ れ は妻 ゲル トル ー ト ・ヤ ス パ ー

ス が ユ ダヤ 人

で あ っ た こ と と深 く 関わ っ て 理 解 され る人 物 、
つ ま りナ チ ズ ム とそ こ か ら出て

く る ユ ダヤ 人 問題 と に 大 き く関 わ っ た教え子 H ．ア
ー

レ ン トで あ る 。

　ヤ ス パ ー
ス が 自 らの 人 生 を振 り返 りつ つ 人類 の 未 来 に っ い て語 る 時 、 そ こ に

は ナ チ ス の 国家 社 会 主義が 唱 え る 世 界支配 の 野 望 に 対 す る 闘争 が 背 景に な っ て

い る 。 同 じ 問題 を ユ ダヤ 人 と して 受 け 止め ざる を えなか っ た ア ー
レ ン トに と っ

て も ま た 、 世 界市民 へ の 道 は 人 種 差別 の 現 実 を直視 しつ つ
、

二 十世 紀 の デ
ー

モ

ン で あ るナ チ ズ ム とス タ ー リニ ズ ム とい う全 体 主義 との 対 決 か ら出 て き て い る 。

夫人 の 出生 が 理 由で 遭遇 した ヤ ス パ ー
ス の 苦難 （大学行 政 か らの 排除 1933

、 教

授 職 剥 奪 と出 版 禁止 1937 ）、 そ して 強 制収 容所 へ の 移 送 とい う生命 の 危 険に 遭

遇 し た 問題 と 、 ア
ー

レ ン トが ユ ダヤ 人 と し て ナ チズ ム と対決 しなが ら体験 した

問題 とは
、 私 と公 、 個人 と国家 を め ぐる同化 と異 化 に 関 わ る 「と」 の 意 味 に結

び つ い て い る 。 そ れ は ドイ ツ 精神 の 伝統 に結合 して い る ヤ ス パ ー ス と 、 シ オ ニ

ズ ム の 伝 統 を背負 い っ つ も無 国籍の ア
ー

レ ン トの 問に 、 第三 帝国の 犯 罪 に 対 し

て 下す判定の 相違 と して 際 立 っ て く る 。 しか し両 者 共 に 世 界 秩 序 の 建 設 を訴 え 、

精 神 的 公 共性 を問題 に した 点 は 共 通 して お り 、 両 者 に と っ て そ れ は 二 十世 紀 前
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ヤ ス パ
ー

ス とア
ー

レ ン ト

半 の ナ チ ズ ム を介 して の 、 人 類 の 未来 に 結び つ く時代認 識 の 問題 に他 な らない

の で あ る 。 しか も 問題 状況 を共 有 しな が ら、 時代認 識 か ら取 り残 され た ハ イ デ

ガー
が 両 者の 間 に い る 。 三 者 を結び つ け る共 通 要 素こ そ 、 ナ チ ズ ム と ユ ダヤ 人

問題 な の で あ る 。

　 1 ． ヤ ス パ ー ス とア
ー

レ ン トとハ イ デガー

　 ドイ ツ に お け る ユ ダヤ 系哲 学者 た ちの 位置 と役割 に つ い て 、
ハ ー バ ー

マ ス は

多 くの ユ ダ ヤ 人哲学者 お よび反 ユ ダヤ 思想 家 を取 り上 げ なが ら 、
「自分た ち が

生 きて 生 き延 び る た め に は 、 ドイ ツ 精神 か ら生み 出 され た ユ ダヤ 的 遺産 が 不 可
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1〕
欠 な も の と な っ て しま っ て い る」 と語 る 。

ユ ダヤ 的思 想 は 基本 的 に ドイ ツ 精神

を基礎 づ け て い る もの と 同 じで あ る とい うわ けで あ る 。 だ か らナ チ ス 体制 下 に

お い て そ の こ と を 自覚 して い た思想 家の 多 くは 、 む しろ ユ ダヤ 的 な もの を否 定

す る衝動 に 駆 られ た と見 られ る。
ハ

ー バ ー
マ ス は 、 こ うし た反 ユ ダヤ 的 精神 が

加 速 され る と 、 あ らゆ る もの に 対す る振 舞い は 野 蛮 な も の と な り 、 そ の こ と が

か え っ て ドイ ツ 精神 の 根 底 に 潜む 暗部 を え ぐ り出 す こ とに な る と指 摘す る 。

「エ ル ン ス ト ・ユ ン ガ
ー

、マ ル チ ン ・
ハ イ デ ッ ガ

ー
、カ

ー
ル ・シ ュ ミ ッ トらは 、

こ の ドイ ツ 精神 の 偉大 な代表者 で あ る が 、 し か し ま た 、 ま さに そ の 精神 の 危 険

性 に お け る代表者で あ る 。 彼 らが 、 1930年 と1933年 と1936年に 、
ユ ダヤ 的遺産

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2）

を拭い 去 る よ う発 言 し た の は 、 決 して 偶然 で は ない の で あ る 。 」

　 ドイ ツ 精神 の 根 底 に ユ ダヤ 的思想 が 流 れ て い る とす る と、 「い ま は 、 歴 史 の

皮 肉が 、 ユ ダヤ 人 な し の ユ ダヤ 人 問題 を ど うし て も再 び 取 り上 げ る よ う、 わ た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3＞
した ちに 迫 っ て い る」 とい う認 識 に 立 つ ハ

ー バ ー
マ ス は 、 1933 年 当時 の ドイ ツ

の 転換 、
っ ま りナ チ ス 政権誕生 を讃 え 、 思想的 に は 『形 而 上学入 門』（1953 ）（講

義 は 1935 年 ） に よ っ て フ ァ シ ス ト的 知 性 の 代 表者 と し て 登 場 し て きた ハ イ デ

ガー をまず 取 り上 げて い る 。 そ して こ の ハ イデガ ー とヤ ス パ ー ス の 間 に ナ チズ

ム を め ぐっ て 生 じた 溝 をか な り可視 的 に教 え て くれ る人 物 が ア ー レ ン トで あ る 。

ハ イデガ ー が ヤ ス パ ー ス との 仲違い に 気 を病ん で い て 、 ア ー レ ン トに 解 決 の 方

途 に つ い て 口 に して い た とザー ナ ー は 報 告 し て い る （『対決 』7）。 ヤ ス パ ー ス に
　 　 　 　 　 （4）

「精神 的 な敵 」 と ま で 言 わ せ た ハ イ デ ガ
ー

が フ ァ シ ズ ム か らの 離脱 を 公 言 す る
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の を 二 十年 以上 も待 ち続 けた ヤ ス パ ー
ス に、 ハ イデ ガー は 「死 ぬ 口まで どん な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5）

罪 も否 認す るだ ろ う」 と言 っ て 、 両者 の 和解 を あ き らめ させ た の は ア
ー レ ン ト

で あ っ た
。

　 こ の よ うな両 者 の 関 係 に つ い て は 、 ザ ー
ナ

ー
が い み じ くも言 うよ うに 、

「夢 見

られ た 友 情 は 、 も しか した らあ り えた か も しれ な い もの で あ りなが ら、 しか し、

一
部 は 厭 わ しい 時代 状 況 の た め に 、

一
部 は個人 的 な至 らな さの た め に 、

一
部は

あ ま りに も大 きな哲学的相違の た め に 実現 する に い た らなか っ た 」（『対決』27）。

事実 、 ヤ ス パ ー ス は ハ イ デ ガ ー に 関 し て ア ー レ ン トに 次 の よ うに 書 い て い る 。

「『信 じ合 う』とい う要素 、 単純 素朴 な 誠 実 さの 前提 、 っ ま り心 変 わ り しな い 信

義 が な に ほ どか 残 っ て い る とい う前 提 が あ る 。　　 あ る い は さもな けれ ば 、 と

こ とん の 裏切 り し か ない
。

一 … … ・
責任 の 種類 と程 度 。 道 学者的 な 意味 で 責任

を 閤題 に し よ う とい うの で は な く、 現 在 の
、 人 倫的 ・政 治的 な 意味 で の 責任 の

こ とで あ り、
い っ て み れ ば 『か つ て 発 言 し行為 した者 は 、

い ま は 沈黙 して い て

も、 か つ て の 業 を消 し たの で は ない 』 とい うの と同種 の 意 味の 責 任の こ とで あ

る
一

」（同 、 144）。
こ うして 二 人 は 互 い の 教 え子 で あ る ア

ー
レ ン トを 引き 込 ん

で 対 照 的 な 戦 中 ・戦 後 を体験 す る こ とに な る 。

　 しか しヤ ス パ ー
ス は ハ イ デ ガ

ー
が ナ チ ・イ デ オ ロ

ー
グ で あ る こ とを ア

ー
レ ン

トに 二 十 年 間 も黙 っ て い た 。 そ れ は 「ハ イ デ ガ
ー

にせ め て
一
人 の 友 は 残 して お

　 　 　 （6）

きた い 」 とい う彼 の 優 し さか らで あ る 。 ま た ヤ ス パ ー ス が 『原 子 爆 弾 と人類 の

未来 』（1958）で ドイ ツ 出版協会か ら平和賞 を 与え られ た時 、 授賞式 で 祝辞 を献

じた の も ア
ー

レ ン トで あ っ た 。
こ の 本 が 「ア

ー レ ン トの 『全体 主義の 起源 』 に

深 く負 うと こ ろ が あ る し 、 『人 間 の 条件』の な か の 文 章 、 と くに近 代科 学 に 関
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （7）

す る 文 章 に は 、 ヤ ス パ ー ス の 省 察 が しば しば利 用 され て い る」 よ うに 、 二 人 は

互 い に 学 び あ い な が ら戦後 の 政 治哲 学 を展 開 した の で あ る 。 た だ し 、 彼 女 は こ

の 祝 辞 を 引 き受 け る か ど うか 躊 躇 した 。 そ れ は ヤ ス パ ー
ス と多 くの 点 で

一
致 し

て い る こ とが 公 に な り、 そ れ 以 上 に 「彼 女 が ヤ ス パ ー
ス を公 に 賞 賛す る こ と が 、

聴 衆や ハ イ デ ッ ガ ー 自身 に 、
マ ル テ ィ ン ・ハ イ デ ッ ガー を暗 々 に 拒 絶 し た と受

け 取 られ る こ と を恐 れ た 」 か らで あ り、 「道 徳 的模 範 、 コ ス モ ポ リタ ン 、公 衆

の 哲学者 の 手 本 とい うよ うな、 ハ イ デ ッ ガ ー が ま っ た くそ うで は な か っ た あ ら
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヤ ス パ ース とア ー レ ン ト

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （8）

ゆ る点 で 、 ヤ ス パ ー
ス を賞賛す る こ とに な るだ ろ うと 自分 で 分 か っ て い た」 か

らで あ る 。

　 と こ ろ が 、 ヤ ス パ ー
ス が 「シ ュ ピー

ゲ ル 」誌 （1966，2）で ハ イ デ ガ
ー

が ナ チ ス

に 荷 担 し 、 反 ユ ダヤ 主 義 で あ っ た こ と を批判 す る と、 意 に 反 し て ア ー レ ン トは

こ れ を気 に 入 らない と書 き 、 そ っ と し て お くべ きだ と告 げ た こ とで ヤ ス パ ー ス

の 反 論 を招 い て もい る 。
ア ー レ ン トの こ の 奇妙 な態度 は 、 ヤ ス パ ー ス に 対 し て

は 第二 の 父 親へ の 信頼 と敬意 を 、
ハ イ デガ ー に対 して は女 と して の 思慕 と愛情

を抱 き続 け た こ とか ら生 じ て い るが 、 それ は 彼女 自身 の 理 性 と感性 、 自由 と拘

束 、 強 さ と弱 さが 葛藤 を重 ね っ つ 、 偽 りな く露 呈 し た もの で あ ろ う。
ユ ダヤ 人

問題 で もそ の
一

端 が 窺 われ る。

　 ア ー レ ン トが い た 当時 の マ
ー

ル ブル ク 大学に は反 ユ ダヤ 主義の 動 き が 見 られ 、

「ハ イ デ ガ ー
の 信 奉 者 た ちの な か に も 、 彼 の 夫 人 を通 じて と き お り右 翼の 青 年

　 　 　 　 　 　 　 ｛9）

た ちが入 り込 ん 」 で い た 。 恩 師フ ッ サ
ー

ル もユ ダヤ 人 で あ っ た こ とに よ っ て 大

学へ の 立 入 禁止 （1933 ）を 勧告 され 見捨 て られ た 。 ア ー レ ン トは ヤ ス パ ー ス へ

の 書 簡 で フ ッ サ ー
ル の 死 期を早 め た の は ハ イ デ ガー だ とみ な して 、 彼 を 「潜在

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （10）

的殺人 者 」 と呼 ん だ こ とが あ る 。 後 に ヤ ス パ ー ス は ア
ー

レ ン トと ハ イ デ ガ
ー

の

仲 を知 っ て 、 彼 と手 を切 る よ うに進 言 した こ ともあ っ た が 、
い ずれ に せ よ 三 者

の 関係 を とお して 言 え る こ とは 、「ア ー レ ン トは 『ヤ ス パ ー
ス と ハ イ デ ガ

ー
』の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔11）

あ い だ の 『と』（und ）だ っ た 」 とい うこ とで あ る 。

　 ヤ ス パ ー ス の ハ イデ ガ ー
像形 成 に ア

ー レ ン トが関 わ っ て い た こ とを示す 書簡

もあ る 。
「ハ ン ナ に よれ ば 、 彼 ［ハ イ デ ガー ］の 哲学 的思 索 は 自由 な戸 外 へ 思 い

切 っ て 飛 び 出そ うと しな い
。 彼 は い つ も手 す りにす が っ て 、 す な わ ち 彼 が 解釈

す る テ キ ス トや 、 彼 が 扱 う語 句 と言葉 に す が っ て 歩 い て い る 。

一 と こ ろ で そ

れ らは 見 事 な 解 釈 な の か 、 そ れ と も恣意 的 な操 作 な の か
一一一

」（『対 決』231）。 こ

こ に も ア
ー

レ ン トの ハ イ デ ガ
ー

観 が ヤ ス パ ー
ス の 哲 学 との 差 異 を 際立 た せ る の

に 寄 与 し て お り、 開 か れ た 理 性 の 立 場 を哲 学思 考の 基 本 に 見 い だ すヤ ス パ ー ス

に と っ て 、 ハ イデ ガ ー
は言 語 分析 を背景 に して 、 自己 の 内に 閉 じ籠 もる 古 い 型

の 哲 学者 に 見 え た こ とは 明 白で あ る 。 それ ゆ え 、 ア ー レ ン トが 哲 学 的 主 著 『人

間 の 条 件 』（1958）の 第 二 章 「公 的領 域 と私 的領 域」 で 、 発話 とい う概念 を 重視
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し て こ れ を行 為 と結合 した こ と も 、 ヤ ス パ ー ス の 交 わ りの 理 論 を取 り込 ん で 結

実 し た もの で あ る とわ か る 。 ヤ ス パ ー
ス へ の 彼 女 の 思 想 の 近 さは 、

ハ イ デ ガ ー

哲学 へ の 失望 と共 に 大 き くな っ て い っ た の で あ ろ う。

　 ヤ ス パ ー ス が 『哲学 』（1932）の 第 二 巻 「実 存照 明 j に おい て 交 わ りの 哲 学 を

公 に した の とは 裏腹 に 、 翌 年 に は ヒ トラ
ー

が 全権委任法 を勝ち 取 っ て 、 自由 な

交 わ りを 抑圧 す る ナ チ ス の 独裁 制 が確 実 に され て い く 。 時代 背景 を 考慮す る と 、

公 明 な 交 わ りの 意 志 を主 張す るヤ ス パ ー ス の 哲 学が 構想 され て い た 時の 学生 で

あ っ た ア ー レ ン トに と っ て は 、 ま さに 救 い の 哲 学 、 自分 の 思考 を方 向づ け る 哲

学 と映 っ た こ とは 疑 い な い
。 そ れ は ア ー レ ン トの 『人 間 の 条件 』の 中心 的命題

で あ る活動 と言論 が
、 人 間が 人 間 と して 実存 的 に 関係 す る方法 の 問題 と、 ナ チ

ス に 与 した ハ イデ ガ ー
の 発言 と行 為 の 問題 とに密 か に 関連 づ け られ て い る と考

え られ る か らで あ る （『条件』311）。 戦 後再 開 した ヤ ス パ ー
ス とハ イデ ガ

ー
の 書簡

で 、
ハ イ デ ガ ー が ナ チ ス 体 制 下で の 自己 を正 当化 して い る 内容 を伝 え て き た 時

（1950，4．8）、 ヤ ス パ ー
ス は 怒 りの た め に 二 年 間返 事 が 書 けず に い た 。 そ れ は ス

タ
ー

リン に 関す る ハ イ デ ガ
ー

の 言 葉 に あ り、 や が て ア ー レ ン トが 『全 体 主 義 の

起源 』（1951，1955）で 明 晰 に論 じ て い る もの を 、 ハ イ デ ガ ー が 何 ら理 解 し て い な

い 点 に あ っ た。 だか らヤ ス パ ー ス は 、
ハ イデ ガー

の 返 事 か ら 「ハ イデガ ー と彼

の 弟子 ハ ン ナ の 見解の 深 い へ だた り と 、 ヤ ス パ ー
ス 自身 とア

ー
レ ン トの 見解 の

　 　 （12）

近 さ」 を確 信 し た の だ っ た 。

　 ま た ヤ ス パ ー ス は 戦 後 い ち早 く 「罪 の 問題 」 を講 義 で 取 り上 げ、 第
一

回 目の

講 義 で 「わ れ わ れ が 互 い に 語 り合 うの は 、 各 自が 心 の なか で お の れ の 相 手 に 語

っ て い る 内容 とそ の 語 り方 との 延長 に 過 ぎな い
。

こ の よ うに 語 る とき、 な ん ぴ

と も相 手 方 に 対す る 審判 者 とな っ て い るわ け で は な い
。 各 自が 同 時 に被告 で あ

り 、 審判 者で あ る」 （『罪』22）とか 、
「わ れ われ 相互 間の 甚だ しい 相違を 終 局 点

と し て で な く 、 出発 点 と し て 承 認 す る の で な け れ ば 、 わ れ われ の 語 り合 い は 意

味 を な さない 」 （同、 29）と語 り、 い わば公 明正 大 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン へ の 意

志 を もつ こ とが ドイ ツ 人 相互 が 共 通 に背負 うべ き現実 的課題 で あ る と訴 え て い

る 。 また 「強 制 に よ る統 一
は何 の 役 に も立 た ない 。 そ ん な もの は 見か けだ けの

もの だ か ら 、 破 局 と も なれ ば消 え て しま う。 語 り合 っ て 理 解す る こ と 、 互 い に

62
N 工工

一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

ヤ ス パ ー
ス と ア ー

レ ン ト

寛 容 を も っ て 譲 り合 うこ とに よ っ て 生 まれ る和合
一

致 こ そ 、 強 固 な共 同体 を生

む もの で あ る 」（同 、
37）と も言 っ て い るが 、

こ の 内容は 客観的 に見 れ ば ドイ ツ

ー
国お よび 限定 され た 時代 に 当て は ま る こ と で は な く 、 国 際化 社 会 に お け る民

族紛 争 の 解決 の た め の 対話 へ の 努 力 が 始 ま っ た今 日的状 況 に 照 ら して み て も妥

当性 を保 持 して い るで あ ろ う。 同時 に ヤ ス パ ー
ス の 主張 に は 、

ハ
ー バ ー

マ ス の

唱 え る本 来 的 な公 共 性 の 内実 が 指示 され て い る と も言 え るで あ ろ う。

　 2 ． ヤ ス パ ー
ス とア

ー
レ ン トの ユ ダヤ 人 問題

　ヤ ス パ ー ス は ナチ ス ・ ドイ ツ が犯 した 二 十世 紀最大 の 犯 罪 を四 つ の 罪概 念 か

ら明 らか に す る 。

一
、 法 律に 違反 す る こ とが 立 証 可 能 な 犯 罪 と して の 刑 法上 の

罪 、
二

、 ナ チ ス 体制 を圧 倒的多数 が支持 した ドイ ツ 国民 は集団 的に 責任 を もつ

とい う政 治上 の 罪 、 三 、 積 極的 に何 も しな か っ た とい う 「受動 的 立 場 の 罪 」、

つ ま り 「自分 の 心 に 他 の 人た ち の 災厄 を感 ず る だ けの 想 像 力 が 欠 けて い た」 と

い う道徳 上 の 罪 、 そ し て 四 、 形 而上 的 な罪 、 で あ る （『罪』93）。 ヤ ス パ ー
ス 自身

が負 うこ とを免れ ない と認 識 して い る罪は 、 形而上 的な罪で ある 。

　 形 而 上 的 な罪 と は 、 「私 が 犯 罪 を阻 止 す るた め に 、 自分 で で き る だ け の こ と

を し な けれ ば 、 私 に も罪 の
一

半 が あ る 。 私が 他 人 の 殺害 を阻 止 す る た め に命 を

投 げ だ さな い で 手 を こ ま ねい て い た とす れ ば、 私 は 自分 に罪 が あ る よ うに感 ず

る」 （同、 49）とい うもの で あ り 、 犯 罪 が 「行 わ れ た 後で も ま だ 私 が 生 き て い る

と い うこ とが 、 拭 うこ との で き ない 罪 とな っ て 私 の 上 に か ぶ さる」、 そ うい う

性 質 の 罪 で あ る 。 だ か ら 「審判者 は 神 だ けで あ る」（同、 50）とヤ ス パ ー ス は言 う。

こ こ で ヤ ス パ ー ス が 連 帯性 を維持 で きな か っ た他者 とは 、
ユ ダヤ 人 に他 な らな

い
。 自伝 的 作 品 の 『運 命 と意志 』（1967 ）で ヤ ス パ ー

ス は 、 結婚 当 時 を顧 み なが

ら、「ユ ダヤ 人 と ドイ ツ 人 とい う問題 を 考 えて み る き っ か け が なか っ た。そ の 頃

は ユ ダ ヤ 系 ドイ ツ 人 と ドイ ツ 系 ユ ダ ヤ 人 とが 同
一

で あ る こ と は 自明 で あ っ た 」

し 、 よ り突 き 進 ん で 「も し当時 、 ドイ ツ 人 とユ ダヤ 人 と を分 けて 考 え る人 が い

た ら 、 あ らゆ る紛争問題 に 際 して 、 私 は 、 ドイ ツ 人 の 間 で よ り弱 く不 利 な 立場

に 置 か れ て い る者 た る ユ ダヤ 人 の 側 に味方 し た こ とで あ ろ う． そ して そ れ は後

年 実際 ま た そ の 通 りに な っ た」（『運命 』267−8）と述 べ て い る 。 ヤ ス パ ー
ス は コ ス
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モ ポ リタ ニ ス トと して ユ ダヤ 人問題 を生涯 忘れ る こ とは な か っ た し 、
バ ー ゼ ル

に 転居 して か ら彼 は 積極 的 に ユ ダヤ 人 に 関す る発 言 をす る よ うに な る 。

　
一

方 、 ア
ー

レ ン トは こ の 問題 を 「組 織化 され た 罪 」 論 文 （1945）で 、 「政 治 的

に い え ば人 類 の 理 念 は 、 い か な る民 族 を も排除 しな い し、 あ る 民 族 にす べ て の

罪 を きせ る こ とは で きな い の で 、『優越 人 種 』が か わ るが わ る 『強者 の 正 義』と

い う自然 法 則 に 従 っ て 『生 き る に値 しな い 劣等人 』 を根絶す る こ とは許 され な

い と考え る 唯
一

の 保証 で あ る」（『パ ー
リア 』236 −7）と明快 に 述 べ て い る 。 しか し

ア ー レ ン トは 、 ナ チ ズ ム は 人類 の 理 念 を否 定す る方 向へ と突 き進 み 、 人 類 そ の

もの が 共 同 し て 人 間 の 罪 を背 負 っ て しま っ た と捉 え 、
「人 類 の 逃 れ られ ない 責

任 に 対 して 心 底不 安 を抱 い て い る 人 た ち 、 そ の よ うな人 た ちだ け が 、 人 間が 惹

き起 こ す か も しれ な い 恐 る べ き悪 に対 して 勇 敢 に 、 妥協せ ず 、 全 面 的 に 闘い を

挑 ま ね ば な ら ぬ と き 、 頼 りに な る 」 （同 、
237 − 8）と結論 づ け て い る 。 こ こ に は

ア
ー

レ ン トが キル ケ ゴ ー
ル とヤ ス パ ー

ス か ら学 ん だ実存 哲 学の 理解が 基礎 に な

っ て い る 。 ヤ ス パ ー ス 自身 もア ー レ ン トの こ の 論述 を重視 して い る こ とは 明 白

で あ る 。
「ア イ ヒ マ ン 裁 判 に つ い て 」 の イ ン タ ビ ュ

ー
（1961，

4）に答 え て 、 彼 は

ナ チ ス 時代 の ユ ダ ヤ 人 に 対 して な され た 残虐行 為 の 問題 を語 る際 に 、 ア ー レ ン

トの 見解 を 取 り上 げる 。
「ハ ン ナ ・ア ー レ ン トか ら

一
度

“
人 間性 に 対す る 犯 罪

”

と
“

人類 に 対す る犯罪
”

との 区別 を聞 い た こ とが あ ります 。 後者 は 、 人類
一

般

の 存在 を 脅か す よ うな犯 罪で す 。 なぜ な ら 、
ユ ダヤ 人 の 大 量殺 害に よ っ て 行 わ

れ た こ と は 、 来 る べ き犯 罪 の モ デ ル に な るか も しれ ない か らで す」（『根源』188）。

ヤ ス パ ー ス の こ の 言 説 に は 、 ア イ ヒ マ ン の 犯 罪 を ユ ダヤ 人 に 対 す る犯 罪 に 限 定

せ ず に 、
ユ ダヤ 人 とい う

一
つ の 外 皮 を ま と っ て は い る が 、 す べ て の 人 間 つ ま り

人 類 そ れ 自身 を 被 害 者 に し て い る ナ チ ス の 犯 罪 が 問題 に され て い る 。 だ か ら

ア ー
レ ン トは 、 人 類 に 対 す る罪 で あ る ユ ダヤ 人 へ の 犯罪 は 全人類 を代表 す る 法

廷 に よ っ て の み 裁 か れ うる と言 明 した ヤ ス パ ー ス だ け が 、 ア イ ヒ マ ン の 裁 判 を

イ ス ラ エ ル で 行 うこ とに 異議 を唱 え て い る こ と 、 そ れ ゆ え こ の 裁判 は判 決 を下

す 権利 を 放棄 す べ き だ とい う彼 の 主 張 に 同 意す る の で あ る （『ア イ ヒ マ ン 』208）。

そ れ は す で に ヤ ス パ ー
ス が 『罪 の 問題 』（1946）で 、

「い か な る個 人 を も集団 とい

う
一

般 的 な もの に
一

括的に 従属 させ る」 こ とは 、
「根本的 に 誤 っ た 、 そ れ 自体
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ヤ ス パ ース と ア ーレ ン ト

非 人 間的 な行 き方 で あ る 」（『罪 』76）と言 明 し て い る か らで あ る 。

　 と こ ろで 、 『罪 の 問題 』 を出版 して 二 十年後に もな お 、 ヤ ス パ ー
ス は 述 懐 し

て い る 。
「十 二 年 間 の 犯 罪 的戦 争 の 後 、 自らの 責任 で 招来 され た 敗 戦 と い うこ

の 時代 に あ っ て も 、 表 面 に 出て い る の は ほ とん ど利 己 的 な現 存 在 意志 の み で あ

り 、 何 らか 回 心 しよ うとす る意志 へ の 関心 は 見 られ な か っ た 。 ナ チ ス に よ る ユ

ダヤ 人 の 大 量 殺 人 に つ い て は 何 も知 ろ うと は せ ず 、 そ れ に 興 味 が 示 され る こ と

もな か っ た 。 私 た ち ドイ ツ 人 に 関 し て 私 た ち を通 じて 生 じた 根 本 的 な こ とが 意

識 され て は い なか っ た 。 わが 国が そ うな っ た全体 主義 的犯罪 国 家の 放 棄 が な さ

れ なか っ た の で あ る 」 （『運命』284− 5）。 こ の 叙述 は 、 ア ー レ ン トが 『イ ェ ル サ レ

ム の ア イ ヒ マ ン 』（1964）で 指 摘 した よ うに 、 ナ チ ス 体制 を担 っ た 被告 た ちが 互

い に 罪 を な す りつ けあ い
、 責任 回避 の 陳述 に終始 して い た 状態 と本質的 に は

一

致 し て い る 。 そ し て ヤ ス パ ー ス が 展 開 した 罪 の 問題 を 、 と りわ け ナ チ ズ ム とス

ター リニ ズ ム に 射程 を据 えて
、 大衆 が 支 え る全体 主義体制 の 分析 と批 判 を徹 底

的 に 展 開 し た の が
、

「ヤ ス パ ー ス の 格 率 『誠 実は 真 理 の 徴 で あ る』 を座 右 の 銘
　 　 　 （13）

に して 」 書い た と言 わ れ る ア
ー

レ ン トの 『全 体主義の 起源』で あ る 。 ヤ ス パ ー

ス が 罪 の 問題 を真理 に 対 す る 誠 実 さに 結び つ く倫理 的実存の 問題 に 見い だ した

よ うに 、 ア ー レ ン トも師 の 意 志 に 従 っ て こ の 問題 に 取 り組 ん だ の で あ る 。

　 さて 、 ナ チ ス 政権 が 現 実 的 とな っ た に もか か わ らず 、 ヤ ス パ ー ス が ウ ェ
ー

バ ー
的 な 民 族 主 義 、

っ ま り権力 へ の 意志 とは 無縁で あ る とす る ドイ ツ 民 族 主義

を唱 え て い た 点で 、 ア
ー

レ ン トと意見 が 相違 した 。
「ヤス パ ー

ス に と っ て は 、

ゲル マ ン 精神 と は つ ね に 、 『言語 や故郷 や背 景 の 問題 』で あ り 、 幼 い こ ろ か ら

結び っ い て い る と感 じ て い た 『偉 大 な知的伝 統』 で あ っ た」 が 、 ア ー レ ン トは

ヤ ス パ ー
ス の 唱 え る 「ドイ ツ の 本質」 とい うも の を退 け る と言 明 して い る 。 す

なわ ち 、 ア ー
レ ン トは ヤ ス パ ー

ス の 考 えに 基本 的 に は 同 感 し つ つ も 、 「彼 が 同

胞 市 民 の 政治 的成 熟 を素 朴 に 信 じ る こ とか ら国 民 ［国家］ 社会 主 義 の 脅威 を 見
　 　 　 　 　 　 （／4）

落 と し て い る 」 と進 言 す る の で あ る 。 し か し ヤ ス パ ー
ス に と っ て は 「ドイ ツ 人

で あ る とは 、
い か な る こ とを い うの か 」 とい う 「ドイ ツ 的 自己 意識」 が と りわ

け 問 題 に な っ た ナ チ ス 政 権 時 代 、
「疑 念 の 余 地 の ない ドイ ツ 的存 在 とは 、 言 語 、

故郷 、 伝統 で あ り 、 早 くか ら私 が 身 につ けた 偉大 な精神的伝承 」（『自伝 』116−7）

65
N 工工

一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

に他 な らな か っ た の で あ る 。

　ハ イ デル ベ ル ク 時代 の ア ー レ ン トは ユ ダヤ 人 の 自覚の 問題 に 引 き込 まれ て い

っ た が
、

し か も こ の 問題 は ユ ダヤ 人 知識 人 に深 く関係す る事 柄 で あ っ たの で
、

ア ー
レ ン ト自身 に と っ て も極 め て 切 実な問題 で あ っ た ろ う。 後に ヤ ス パ ー

ス が

ア
ー

レ ン トの 実 存的 生 の 実体 を捉 えて 、
「彼女 が生 き て い る基盤 とな っ て い る

もの は 、 真実 へ の 意志 で あ り 、 本来 的意味の 人 間存在で あ り 、 幼年 時代 に ま で

さか の ぼ る 無 限 の 誠 実 さ と、ま た 彼 女 の 逮捕 （1933年）とパ ス ポ
ー

トな しの 移住

の 際 の 極 限 の 孤独 の 経 験 な の で す 」（『根源』218）と語 っ て い る こ との 端 緒 こ そ 、

ハ イ デル ベ ル ク 時 代 に あ っ たの で あ る 。 戦後 二 十年 を経 て か らで は あ るが 、 ヤ

ス パ ー
ス は 彼 女 の こ の 実 存的生 にっ い て 次の よ うに 書い て い る 。

「哲学者 で は

な い と彼 女 は言 い ます 。 哲 学者 にな るこ とは彼 女 は と っ くに あ き らめ て い ま す 。

で は 彼女は 何 な の で し ょ うか 。 ど こ に も分類 で き ませ ん 。 彼女 を分類 す るの は

不 可 能 で す 。

… …彼 女は 完 全 に彼 女 自身 で あ っ て 、 自分 で 自分 を支 えて い る の

で す 。

… … 普 遍 的 攻撃性 の 姿 を と り 、

“

否
”

とい い
、

い つ も否 定 し、 絶 えず 摘

発 し続 け る勇 気 を持 つ よ うな 独 立 性 、 わ た しはそ れ を独 立 性 と呼 び た くない の

で す が 、 そ の よ うな独 立 性 が あ りま す 」（同 、218）。 そ う した ア ー レ ン トの ユ ダ

ヤ 人 と して の 自覚か ら権力 と暴 力の 相違 が 説 か れ る と 、

「権力 を 、 強制 な き コ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （15）

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に お い て 自己 を 共 同 の 行 為 に
一 致 させ る能 力」 と捉 えて 、 ま

さに 理 性 、 自由 、 実 存の 相互 性 を唱 え るヤ ス パ ー
ス の 立場 と重 な っ て い る こ と

が わ か る 。 ア
ー

レ ン トの ユ ダヤ 人 問題 の 理 解 は 、 ヤ ス パ ー
ス の 実存の 理 解が 背

景 に あ る と も言 え る 。

　 3 ． ヤ ス パ ー ス と ア
ー

レ ン ト

　 ニ 十 世紀 を 代表す る ドイ ツ の 二 人 の 哲学者 が そ れ ぞれ の 思想 の 核 を形 成 し て

い た そ の 時期 に
、 直 接 こ の 哲学者 た ち か ら学 び 得 た こ とが ア

ー
レ ン トの 運 命 を

決 定 した と言え よ う。 そ して ユ ダヤ 人 で あ っ たが ゆ え に 、 彼 女の 思想は 具体的

な生 に 結び つ い た政治的歴 史的 な問題 と対 決す る道 を歩 む こ とに な る 。 そ の 意

味 で は 、 学 問 的 に は ヤ ス パ ー
ス との 距 離 の 方 が 近 く、 ヤ ス パ ー ス か ら現 実世 界

と の 関 わ りの 中で 哲 学す る こ と の 人 間的真理 を学ん だ と言 え る 。 後 に 著作の 扉
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ヤ ス パ ース とア ー レ ン ト

に ヤ ス パ ー
ス の 本 か ら引用 した

一 文 が 掲 げ られ た 『全 体 主義の 起源 』 を公 刊 し

て
一

躍 有名に な っ た ア
ー

レ ン トは 、 プ リン ス トン 大学に招請 され て 講 演する こ

とに な る 。 そ うし た活 躍 に 対す る 二 人 の 哲学者 の 反応 に つ い て 彼 女 は夫 ブ リュ

ッ ヒ ャ
ー

に 宛 て て 、
「ヤ ス パ ー ス は よ ろ こ ん で くれ るで し ょ う。

… …
ハ イデ ガ ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛16）

に は 明 日会 うの です が 、 あ ま り よろ こ ん で は くれ ない で し ょ うね 」 と書 い て い

る 。 『人 間の 条件』の ドイ ツ語 訳 を ハ イ デ ガ
ー

に送 っ た 時 も 、
「ハ イ デ ッ ガ

ー
と

彼 の サ
ー

ク ル か らの 敵意 と炸 裂」 に 遭遇 し 、 そ の こ と を彼 女は ヤ ス パ ー
ス に

「私 の 名 前 が 公 けに 出た り 、 私 が 本 を書 い た り等 々 が 彼 ［ハ イデ ガ ー ］ に は 我
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （17）

慢 な ら な い の だ とい うこ とは 私 も分か っ て い ま す 」 と書 い て い る
。

ア
ー

レ ン ト

に とっ て の 二 人 の 師の 違 い を表明 して い る 二 通 の 手 紙 で あ る 。

　 そ もそ もヤ ス パ ー ス と最初に 出会 っ た 時に ア ー レ ン トが 受 けた 印象は 強烈 で

あ っ た 。
「ヤ ス パ ー ス は 、 ハ イ デル ベ ル ク に来 た 当時 の わ た し に は ま っ た く未

知 の もの で あ っ た 自由の 概念 を 、 理 性 と結 び 合 わ せ て い た の で す 。 わた しも カ

ン トを 読 ん で い ま した が
、 そ ん な 風 に 考 えて み た こ とは あ りま せ ん で した 。 ヤ

ス パ ー
ス とい う人 に あ っ て は 、 こ の 理 性が い わ ば実践 され て い た の で す 。 そ し

て 、 わ た しに は 父 は い ま せ ん で した か ら、 そ うした 理 性 を見 る こ とに よ っ て 、

い わ ば育て られ た とい っ て もよい か と思い ます 。

・… ・・わ た し を理 性 へ と導 い た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （18）

人 間 が い る とす れ ば 、 そ れ は ヤ ス パ ー ス をお い て 他 に は あ りませ ん 」。 理 性 の

哲学 者 と して 、 父 親 の 代 理 者 と して 、 ま た 常 に 自分の 生 き方 に模 範を示 す 実存

者 と して ヤ ス パ ー
ス は 映 っ て い た の で あ る 。

「ヤ ス パ ー
ス に お い て 、 彼 女 は 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （19）

そ の 人 間 的水 準 が ゲ
ー

テ の そ れ に 匹敵す る よ うな 人 に で あ っ た の で あ る 」。 両

者は 単な る師弟関係 に止 ま らず 、
互 い の 人 閭性 が 共鳴 し合 う中で 共 に 精神 的公

共性 の 何 で あ るか を熟 考 したの で あ る 。

　 ア ー レ ン トが ハ イ デル ベ ル ク 大学 の ヤ ス パ ー ス の も とにや っ て き て （1926）、

二 十 三歳 で 博士 論 文 「ア ウグス テ ィ ヌ ス に お け る 愛 の 概念 」 を彼 の 指 導下 で ま

とめ る が （1928）、
「ヤ ス パ ー ス の 体系 と体 系化 の 区別 は 、 ハ ン ナ ・ア

ー
レ ン ト

の 学位 論 文 に反 映 し 、 そ して 彼 女 の こ の 区別 の 応 用 は 、 お そ ら くヤ ス パ ー
ス の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （z〔D
の ち の 研 究 に反 映 して い る」 と も言 わ れ る 。

こ の 論 文 は 思 想 家 と して の ア ウ グ

ス テ ィ ヌ ス を扱 っ た 実 存哲学の 論 文 で あ り 、 神 学の 論文 で は な い とい う理 由で 、
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ヤ ス パ ー ス と共 に 批 判 を受 け る こ とに なる 。
ア ー レ ン トは ア ウグ ス テ ィ ヌ ス の

唱 え る 愛 を 「世 界 定位 の 愛 （ア ペ テ ィ トゥス ）、 実存的愛 （隣人 愛）、 超 越 的な

愛 （創造 主 の 愛）」 とい う三 っ の 次元 にお い て 捉 えて い るが 、 こ れ は ヤ ス パ ー

ス の 『哲学 　三 巻 』か ら読み 取 られ る哲学的行為に と っ て の 実 存的概念 を基 礎

に して い る の で あ る 。 す な わ ち 、 ヤ ス パ ー
ス が 用 い た 概 念 で 言 え ば 、

「願 望 ・

限界 ・知 識 と、 交 わ り ・自己 認識 ・思 索、 そ れ に 創 始 ・贖 罪 ・信仰 」 とな る が 、

それ で も こ の 論 文 が 「ヤ ス パ ー ス の 思 考方法 と 自らの 考 え を表 現す る際 の 言 葉
・　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　 （2D

は 、
ハ イ デ ガ ー

に負 うて い る」 と評 され るほ ど 、
ハ イ デ ガー

の 「蔭」 と して の

ア
ー

レ ン トで もあ っ た 。 しか しか つ て 自己 中心 主義で あ っ た ハ イデガー
との 狭

い 世界に 閉 じ籠ヰ） っ て い た ア ー
レ ン トは 、 ヤ ス パ ー ス の 影響で 「コ ス モ ポ リタ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （22）
ン で 自由 な ハ イ デル ベ ル ク精神 」 の 中へ と引 き込 まれ て い っ た 。

ユ ダヤ 人 に対

して 何 らの 偏 見 を も たず 、 ま た ユ ダ ヤ 人 も多 く属 して い た ハ イ デル ベ ル ク の 知

的 で 教養 あ る研 究者 とそ の 夫 人 た ち （マ リア ン ネ ・ウェ
ー バ ー

、 ゲル トル
ー

ト・

ジ ン メル 、 ゲル トル ー ト ・ ヤ ス パ ー
ス 等 々 ） が 築い て い た伝 統 の 大 学都 市 で 、

ア ー
レ ン トは 世 界的 視 野 を培 うこ とにな るの で あ る 。

　 ア
ー レ ン トの 『全 体 主義 の 起源 』をヤ ス パ ー ス は 第三 部 「全 体 主義」 か ら読

み始 め る よ うに 勧 め て い る 。 ナ チ ス ・ ドイ ツ と ス タ
ー

リン ・ロ シ ア の 全 体主 義

体 制 に お け る 強制 収容 所 の 重 要性 に ア ー レ ン トが気 づ い た こ とが 、 第三 部 を 推

奨す る理 由で あ ろ う。 初 版 の 「序文 」 に 寄せ た ヤ ス パ ー
ス の 言 葉 に は 、 ア

ー
レ

ン トの 鋭 い 洞 察 力 を指 摘 し て
、

「1933年 以前 の 数 年 の うち に ハ ナ ・ア
ー

レ ン ト

は 、 当時 私 が ドイ ツ で あ り得 ない と思 っ て い た こ とが 迫 っ て 来 る の を 見 た 。 そ

れ が 1933 年 に は じま っ た ときに は 、 こ れ が い ま だ か つ て ない 徹 底 的 な転換 を意

味 す る こ と を彼 女 は意 識 した 」（『全体 主義』1−xiv）とあ る 。
こ の 本 が 最初 イ ギ リ

ス で 出版 され た 時 に は 『わ れ らの 時代 の 重荷』 とい うタイ トル に され たが 、
二

十世 紀 最大 の 犯罪 を扱 っ た もの と して 彼 女 自身 は 『恥辱 の 諸要 素 一反 ユ ダヤ 主

義 一帝 国 主 義
一

人 種 差別 主 義』 ま た は 『地 獄 の 三 本 柱』 とい う題名 を考え て い

た 。 そ れ は ま さ に ヤ ス パ ー
ス の 『罪 の 問題 』 と通 底 す る もの で あ っ た 。 ま た 彼

女 の 未 発 表 講 義録 「全 体 主 義 の 本 性 」（1954）で も 、 「出来事 は 、 自らの 過 去 を明

らか にす る が 、 しか し そ の 過 去 は け っ して 出来事 か ら導 き 出 され る も の で は な
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヤ ス パ ー
ス とア

ー
レ ン ト

（23）
い 」 と述 べ られ て い るが 、 こ の 主 張 も 『全 体 主義 の 起源 』 の 中 の 強制 収容 所 を

意 義 づ け し て い る 文章 に よ っ て 確 認 で き る。 彼 女 が ヤ ス パ ー ス の 『哲 学 』 と

『罪 の 問題 』か ら学び 取 っ た と思 わ れ るそ れ は 、
「不 可 能 な こ とが 可 能 に され た

と き 、 そ れ は 罰 す る こ と も赦 す こ と もで きない 絶対 の 悪 とな っ た 。 こ の 悪 は 、

私利 主義 や 貪欲 や利 欲や 怨 1艮や 権力欲 や 怯惰 の よ うな悪い 動機 を も っ て して は

もは や理 解す る こ とも説 明 す る こ と もで きま い 。 それ 故 また怒 りを も っ て こ れ

に報 復す る こ と も 、愛 に よ っ て こ れ を忍 ぶ こ と も、友 情 に よ っ て こ れ を赦 す こ

と もで き ま い 」（『全 体主義』3− 266）で あ る 。 こ れ が ヤ ス パ ー
ス が形 而 上的 な罪 と

呼 ん だ もの と関連 して い る こ と は 明 白で あ ろ う。

　 ヒ ッ トラ
ー が オ ー

ス トリア を併合 し た （1938，
　3．ユ5）の に 伴い パ リに 難 民 が 急

増 し 、
フ ラ ン ス 政府 もユ ダヤ 人 に 対 す る 冷酷 な諸法令 を発 布 し （1938， 4・5・11）、

国外 退 去 よ り も死 を選 ぶ ユ ダヤ 人 が 出 る 中で 過 ご して い た ア ー レ ン トで あ る 。

だ か ら彼 女 は ア メ リカ に 移住 して 間 もない こ ろ に 「それ が どの よ うな形態 で あ

れ 、 集 団 的 犯 罪 とい う考 え方 に 対 して も、 ヨ ー ロ ッ パ の 将来 か ら ドイ ツ 国民 全
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （24）

体 を公 然 と排 除す る こ と に も反 対 で あ っ た 」。 国民 と国家 を 同
一

視 し な い とい

うの が彼女 の 考えで あ り 、 民 族を人種的 に で は な く政治的 に捉 えて い た が ゆ え

に 、 『全 体主義 の 起源』 を 書 くこ とが で きた と も言 え る 。
し か し 現実 は 民族 を

人種 的 に捉 え 、 それ を政 治 的に利 用 し た こ とが 世界的犯 罪を生 ん だ の で あ る 。

こ の 点 は ヤ ス パ ー
ス が 『罪の 問題 』に よ っ て 自 らを含 め た ドイ ツ 民 族 の 歴 史

的 ・人 類 的 な 責任 を 引 き受 け て い る こ と と
一

脈通 じ る も の が あ る 。

　 さ らに 、 犠 牲 に な らず に す ん だ ユ ダ ヤ 人 ま で 犠牲 に な っ た理 由 と して 、
「ユ

ダ ヤ 人 の 協 力 が 殺 害過 程 を容 易 に し た 」 （『根源 』204）とい うア
ー

レ ン トの 指 摘

に ヤ ス パ ー ス は 同意 して い る 。
ア ー レ ン トはナ チ ス 政権誕 生 後 ユ ダヤ機 関が ユ

ダヤ 人 の 移 送 とい う計画 に 賛 同 し て 、ナ チ ス 政 権 との 宥 和政 策 を と っ て きた こ

と に対 して 、 シ オ ニ ス ト指 導部 を批判 を し て きた 。 ア イ ヒ マ ン か ら指示 され た

移 送 人数 を リス ト ・ア ッ プ し て 収容所送 りに 手 を貸 し 、 ア ウシ ュ ビ ッ ツ へ 送 ら

れ る ユ ダヤ 人 の 中か ら 「最 上 の 生物 学的素材 」 を保 存す るた め に 「悪魔 に魂 を

売 っ た 」 （『ア イ ヒ マ ン 』32−3）カ ス トナ
ー

博 士 の よ うな ユ ダヤ 人 指 導 者 た ち 、 そ

の 下 に 特設 され て い た ユ ダヤ 人 警察 が あ り 、 しか も 「絶滅 収 容所 で 犠 牲者 の 殺
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害 に 直接 手 を 下 した の は 普 通 ユ ダヤ 人特 別 班 だ っ た 」 （同、 97）か らで あ る 。 権

力 に 迎 合す る ユ ダ ヤ 人 の 同化 に 異 を唱 え る彼 女 の 基本 的態 度 が こ こ に も 見 られ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （25）
る し 、

ハ
ー バ ー

マ ス が 「反 ユ ダ ヤ 主義 につ い て の 明敏 な歴 史家」 と呼 ぶ 理 由 で

あ ろ う。

　 こ うした ユ ダヤ 人 自身が 反 ユ ダヤ 主義 に荷担 した事 実 を、 ユ ダヤ 人 問題 の 唯

一一
の 解決策 と し て ユ ダヤ 人 絶滅作 戦に 手 を染 め た ア イ ヒ マ ン の 戦争犯 罪 裁 判 を

とお して 、 人 類 へ の 罪 とそ の 判断 の 問題 を分析 した の が ア ー レ ン トの 『イ ェ ル

サ レ ム の ア イ ヒ マ ン 』（1965）で あ る 。 ア ー レ ン トは ア イ ヒ マ ン が上 か らの 命令

に 従 順 に従 っ た だ け の 平凡 な 人 間 で あ る こ と
、

つ ま り悪 人 の 平凡 さ 、 そ れ ゆ え

こ の 男 の 悪 の 陳腐 さ に か ん す る 洞察 を試 み る 。 事実 、
「彼 は 常 に法 に忠実な 市

民 だ っ た の だ 。 彼 が 最善 をっ くして 遂行 した ヒ ッ トラ ー の 命令は 第三 帝国 に お

い て は 〈法 と して の 力 〉 を 持 っ て い た か らで あ る 」 （『ア イ ヒ マ ン 』19）と捉 え 、

命 じ られ た こ とを 忠 実 に 果 た した に す ぎな い とい うの で あ る 。 国家理 性 （レ ゾ

ン ・デ タ ） に よ っ て 犯 罪 が 合 法 化 され て い た 時代 の ア イ ヒ マ ン に は 、 「第三 帝

国 の 定 言 命法 」 と言 わ れ た 「総 統 が 汝 の 行動 を知 っ た とす れ ば是認 す る よ うに

行 動 せ よ 」（同、 108）とい っ た 、 単な る服 従の 義務 を越 えて 自らの 意志 を ヒ ッ ト

ラ
ー の 意 志 に お い て 実 践す る こ とが 彼 の 格率だ っ た の で あ る 。 これ と同 じこ と

をヤ ス パ ー
ス は 『罪 の 問題 』の 中で 、 ア ー レ ン トの 論 文 「組織化 され た罪」（1946 ）

か ら 引用 して い る 。
「恐 怖 政 治 は 指 導者 た ち の 犯 罪 に ドイ ツ 民 族 が 参加 す る と

い う驚 くべ き事 態 を もた ら した 。 屈 従 者 は 転 じて 共 犯 者 とな っ た 。

… … とて も

そ ん な こ との で きそ うに 思 え な い 人 た ち が 、 こ れ ま た 同 じ く義 務通 りに 殺戮 を

し た 」（『罪 』130）。 上 か らの 命令 を遂 行 して 大量 殺 人 の 機 構 の 中 に組 み 込 ま れ 、

公 と私 が
一

体 化 し た 中で の 罪 は 、 ア ー レ ン トに お い て は 「政治 に お い て は 服従

と支持 は 同 じ も の 」（『ア イ ヒ マ ン 』215）とい う理 解 か ら
、 陳腐 さを伴 っ て い て も

許せ ない とい うの で あ る 。 こ の 裁 判 の 判 決 に 関 し て ヤ ス パ ー ス とア ー レ ン トの

意見 は
一

致 して い た こ と を指摘 して お こ う。

　 ハ
ー バ ー

マ ス も組 織化 され た 罪 に つ い て す で に 1944年 に 書 か れ て い た ア ー レ

ン トの 論 文 を収 録 した 著書 『埋 もれ た 伝統』（1976 ）か ら長々 と引用 し なが ら、

家族 の 幸 せ の た め に 父 親 が 思 わ ず 知 らず 山 師 に 変 身 して しま うこ と 、 そ し て 良
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ヤ ス パ
ー

ス と ア
ー

レ ン ト

心 も人 間的 尊厳 も犠 牲 に して しま うこ とに 言及 す る 。
ハ

ー バ ー
マ ス は そ れ の 意

味 す る と こ ろ を読み解 い て 、
「エ リ

ー
ト的 な 精神 性 に もか か わ らず 、 ハ ン ナ ・

ア ー レ ン トと さ らに 彼 女 の 師 で あ るカ ー
ル

・
ヤ ス パ ー ス の 両名 を恐 れ 知 らず の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （26）

急 進 的民 主 主 義 者 に し た の は 、 こ の 洞 察 で あ る」 と指 摘 し て い る 。
「恐 れ 知 ら

ず の 」 とい う表現が 適 切で あ る か ど うか は 、
ドイ ツ 的伝 統 を熟知 し え な い われ

わ れ に は 判 断 しがた い が 、 そ れ で も ハ
ー バ ー マ ス は 自らも避 けて は 通れ ない 忌

ま わ しい 過 去 に 対す る 責 任意識 の 問題 と し て 、
ユ ダヤ 人 の 大量殺 害で ドイ ツ の

犯 し た 人 類 的犯 罪 に 対す る ヤ ス パ ー ス の 政治 哲学 的 な発 言 と類似 し た 立 場 を表

明 し て い る 。 す なわ ち 、
ユ ダヤ 人 に対 す るナ チ ス ・ドイ ツ の 犯 罪 は 、

「民 族 全体

の 良心 の 痛 み で は な い の か 。 か っ て あ っ た も の
、 わ た した ちがか つ て そ うで あ

っ た もの と敢 え て 対決 す る とい う難事 を引 き受 け るた め に 、 わ た した ち は あ れ

［降伏 コ 以 来八 年 の 年 月 を も っ た の で は な か っ た の か 。 過 去 の 責任 あ る行為 を

解明 し 、 それ に つ い て 知 りえた こ とを保 存す る の は 、 心 あ る人 び との 気高い 使
　 　 　 　 　 　 　 （27）

命 で は ない の か 」。 ヤ ス パ ー ス とア ー
レ ン トを指 し て い る か の よ うな ハ ー バ ー

マ ス の こ の 主 張 は 、 ドイ ツ 国 民 の ほ と ん どが ヒ ッ トラ
ー

を信 じて い た状 況 下 に

あ っ て 、 「ヒ ッ トラ
ー

の 名 に よ っ て 宣 誓す る よ りも大学の 教 職 を 断 念 す る ほ う

を選 ん 」（『ア イ ヒ マ ン 』82）で ナ チ ス 体制 に 反対 した ヤ ス パ ー ス の 名 を挙 げ るア
ー

レ ン トの 意 識 と同 じで あ る 。 ヤ ス パ ー ス がす で に 1933年 に 、

「知 的 で あ る こ と、

誠 実 で あ る こ と 、 ナ チ で あ る こ と」 は 同 時 に 成 り立 ち えない とい う警告 を発 し

て い る が 、 ナ チ ス 政権 の 樹 立 とその 後 の 破壊 的運動 そ の もの を 阻止 で き なか っ

た こ とに 形 而 上 的 な 罪 を引 き受 け る ヤ ス パ ー ス に と っ て は 、私 的 と公 的 の 問 に

分裂 の な い 誠 実 さ こ そ が 、人 類 へ の 責任 だ っ た の で あ る 。 こ の 彼 の 姿勢は 、 ま

さに バ ー ゼ ル 大 学が ヤ ス パ ー
ス に ノ

ー ベ ル 平和賞 を提案 した 時 に （1966）、 そ の

実現 の た め に ア ー レ ン トが 奔走 し た こ との 理 由 で もあ ろ う。

　 奇 し くも 、 ア ー レ ン トの 発話 と行 為 の 不 可分離 性 の 理 論 、
ハ

ー バ ー
マ ス の コ

ミ ュ ニ ケー シ ョ ン 的行 為 の 理 論 は 、 ヤ ス パ ー ス が 実 践 した 誠 実な 交 わ りへ の 意

志 に お い て 具 体性 を帯 び る こ とに な る 。 そ し て 三 者に 共 通 の 問題 意識の 根 底 に

は 、 私 （個人 ） と公 （国 家）の 「と」 を際立 たせ て 、
こ れか らの 公 共性 を語 る

た め に ナ チ ズ ム とユ ダヤ 人 問題 が あ っ た の で あ る 。
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　 ［文 中の 略記 号 は 次 の 著作 を 、 数字は 頁 を表 す ］

『罪』：ヤ ス パ ー
ス 『戦争 の 罪 を問 う』橋本文男 訳　平 凡社 　1998 年

『自伝』； ヤ ス パ ー
ス 『哲学的 自伝』重 田英世訳 　理 想社　 1965年

『根源 』： ヤ ス パ ー ス 『根源 的 に 問 う』武藤光郎 ・赤羽 竜夫訳 　読売新聞社 　1965年

『運命 』； ヤ ス パ ー ス 『運 命 と意志』 林 田新 二 訳 　以 文社 　1973年

『対決』： ヤ ス パ ー ス 『ハ イ デ ガー との 対決』児島洋 ・立松弘 孝 ・寺 邑 昭信 ・渡辺 二 郎

　　　　訳　紀 伊国屋書 店 　 1981年

『条件』： ア
ー レ ン ト 『人 間の 条件』志 水速雄訳 　ち くま文 芸文 庫　 1994年

『全 体 主義 』： ア
ー

レ ン ト 『全 体 主義 の 起源』大 久保 和郎 ・大 島か お り訳　みす ず書房

　　　　　　 1981年

『ア イ ヒ マ ン 』： ア
ー

レ ン ト 『イ ェ ル サ レ ム の ア イ ヒ マ ン 』大 久保 和 郎訳　み す ず書 房

　　　　　　　 2000年　第六 版

『パ ー リア』： ア ー レ ン ト 『パ ー リア と して の ユ ダヤ 人 』寺 島俊穂 ・藤原 隆裕 宜訳 　未

　 　 　 　 　 　 来社 　 1989年
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