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　　　　　『精神病理 学総論』にお ける

ヤ ス パ ー ス の 「心 的局在論」批判に つ い て

　　 　 　　 　 　　 　 脳 と心 の 関係 を め ぐっ て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　 山　 剛　史

　 は じめ に

　現代 に お け る脳 科 学 の 発 展 は め ざま し く 、 い わ ば人 間 の 脳 とい う近代 科学の

“

最後 の フ ロ ン テ ィ ア
”

に 果 敢 に 挑 む 最 先 端 の 研 究 が さま ざま な形 で 進 め られ

て い る 。 と くに 近 年 は 、
「海馬 」 に お け る記憶 の メ カ ニ ズ ム や脳 の 神 経細胞 の

複雑 な階層 構 造 、脳 の 神 経 回路 で の 情報処 理 の メ カ ニ ズ ム な どの 解 明が 著 し く

進展 して い る 。 こ うし た 脳科 学 の 発 展 に 伴 っ て 、 人間 の 「脳 」 と 「心 」 との 関

係 を脳 科 学 の 立 場 か ら解 明 し よ うとい う試 み も さま ざま に な され て お り、 その

種 の 書物 も 数多 く刊行 され て い る 。
21世紀 は ま さに 「脳 の 世紀 」 と言 われ る よ

うに 、 今後 も脳 の 科学が ま すま す 人間 の 心 の 領域 に踏み込 ん で い くこ とは 間違

い な い こ と で あ ろ う。 しか し、 は た して こ うし た 脳科 学 の 発展 の 末 に 、 人 間 の

心 は 脳 に よ っ て こ と ご と く解 明 し尽 くされ て しま うの だ ろ うか 。 も し 、 「哲 学 」

の 課 題 が 一
切 を批判的に 吟味 しつ っ

、 開か れ た 目で 真理 を希求す る こ とに あ る

とす る な らば 、 哲学 に は ま た 、
こ うした脳 科学の 前提やそ の 限界 に つ い て も批

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （D
判 的 に 問い 直す こ とが 求 め られ よ う。

　 本稿 で は 、 ヤ ス パ ー ス が 『精 神病 理 学総 論』 の 中で 19世 紀後 半 か ら今世 紀初

頭 の 精神 医学 界 に お い て 支配 的 で あ っ た 「脳 神話 」 や 「心 的 局在論 」 の 立 場 に

対 して 行 な っ て い る批判 を手 が か りに 、
「脳 と心 」 に っ い て の 脳 科 学 の 前 提 を

哲 学 的 ・批 判 的 に 問い 直す こ と を試 み た い 。 と りわ け、 日本 の ヤ ス パ ー ス 研 究

で は 、
こ れ まで 『精神 病 理 学総 論』 に つ い て 論 じ られ る機 会 は あ ま り多 くなか

　 （2）
っ た の で 、 こ うし た 「脳 と心 」 の 問題 を契機 と して 、 ヤ ス パ ー一ス の 『精 神病理

学 総論 』 の 基本 的視 点 とそ の 意 義 と を改 め て 確 認 す る こ とは必 要 な こ とで あ る

と思 わ れ る 。
の み な らず 、 す で に 『精神 病理 学総 論 』に お い て 、

こ う した 精神

病理 学の 具体的な 問題 に即 して 、
の ちの ヤ ス パ ー

ス 哲学全体 を貫 く根 本 的 なモ
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チ ー
フ が 如 実 に現われ 出て い るの で は ない か とい うこ とも併せ て 考察 し て い き

た い
。

　
一

、 現代 の 脳科学 の 前提　　 「唯脳 論 」 と 「心 的局在 論」

　 冒頭 で 述 べ た よ うに 、 現代 の 脳 科学 の 発 展 は め ざま しい もの で あ る が 、 そ れ

で は 現代 の 脳 科学の 自明 の 前提 とな っ て い る もの は何 な の で あ ろ うか 。 それ は 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3）
「心 （意識 ）は脳 の 働 き にす ぎない 」 とい うい わば 「唯脳論 」 の 考 え方で あ り、

さ らに 「心 の は た らき は 脳 の 特定の 部位 に 局 在す る」 とい う 「心 的 局 在論 」 の

立 場 で あ る と言 っ て よ い だ ろ う。 日本 で も解 剖 学者養 老 孟 司氏 が ま さに 『唯脳

論 』 （1989）とい う著 書 の 中で
、 われ われ の 心 が す べ て 脳 の 働 き （機 能） に還 元

で き る こ とを 強調 して い る 。 養老 氏 の 見解に よれ ば 、 脳 と心 の 関係 は 、 た とえ

ば 心 臓 と血 液の 循 環 、 肺 と呼 吸 との 関係 と 同 じ よ うに 、 単に 「構 造」 と 「機能」
　 　 　 　 　 　 　 c4＞
の 関係 にす ぎない とい うこ とにな る 。 い ず れ に せ よ 、 こ うし た 「唯脳 論 」 の 主

張 は 、
心 や 意識 を特 別 な も の とは 見 な さず 、

「脳 の 機 能 」 と し て 割 り切 り、 た

だ脳 に よ っ て の み
一

元論 的に す べ て の 精神機 能 を 説明 し よ うとす る もの で あ る

が 、 養 老 氏 は ま さに 現代 の 脳 科 学 の 前提 とな っ て い る もの を実 に 明快 に 表 明 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5）
た と言 うこ とが で きよ う。

　 他方 、
こ うし た 「唯脳 論」 を 自明 の 前提 と した上 で 「心 の 働 きは脳 の 特 定の

部位 に 局 在 す る 」 と考 え る の が 「心的局 在 論」 で あ る 。
「心 が 脳 に あ る」 とい う

考 え方は 、 古 くは 古代ギ リシ ア の ア ル ク マ イ オ ン （前 500年 頃）に遡 る （AP　401ff．）

が 、 と り わ け 近 代 科学 に お い て は 、
1881 年 に プ ロ ー カ が 失語 症 の 研 究 か ら大脳

皮質 に 言語 を 司 る場 所 を発 見 し 、 ま た 1870年 に ヒ ッ チ ヒ とブ リッ チ ュ がイ ヌ の

大 脳 皮 質 の 特定 の 部位 に電 気刺 激 を 加 えて 運 動 を 司 る場所 を 実証 し て 以 来 、 神

経 学的 ・生理 学的 な 「局 在 （Lokalisation）」 は もは や 否み え ない 科 学 的な事 実 と

し て 確 定 され て い る （AP 　 402）。 さ らに 、 20世紀 に 入 っ て か らは 、 脳 外 科 学 者

W ．ペ ン フ ィ
ー

ル ドが 1950 年 代 に 癲 癇 患 者 の 脳 に 電 気刺 激 を加 え る 実 験 を行 な

っ て 、 感 覚 ・運 動 ・言 語 ・記憶 な どの さま ざま な精神機能 が 大脳 皮 質の 各部 位

に局 在 して い る こ と を さ らに詳 細 に解明 して い る 。
こ の よ うに 、 神 経生 理 学 的

な意味 で の 「局 在論」 は現代の 脳 科学の 前提 を な して い る とい い うるが 、 そ れ
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『精神病理学総論』にお けるヤ ス パ ー
ス の 「心的局在論 」批判につ い て

に と どま らず 、 近年 で は わ れ わ れ の 意識 や 自己意識 す ら も脳 の 中の 特 定 の 部位

に 局 在 して い る とい う仮説 まで 試 み られ て い る。 た とえば 、 日本 で も澤 口 俊之

氏 は 『「私 」 は脳 の ど こ に い るの か 』（1997）とい う著 書 の 中で 「心 （意識 ）は 脳

の 活 動 で あ る 」 とい うテ
ー ゼ が 現 代 脳 科 学 の 「セ ン トラル ・ ドグ マ （中心 教

義）」 で あ る と明言 した 上 で 、 われ われ の 自己意識 が 「自我 フ レ
ー ム 」や 「自己

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （6）

意識 コ ラ ム 」 とい っ た 脳 細胞群 に局在 して い る とい う大胆 な仮説 を 立 て て い る 。

　以 上 の よ うに
、 現代の 脳 科学 は 「唯脳 論 」 と 「心 的 局在論」 とい う前提 の 上

に 立 っ て お り 、
の み な らず 、 脳 細胞 単位 で 心や意識 の 局在 を探 ろ うとす る仮説

ま で 現 われ て い るが 、 は た して われ われ は われ われ の 心 が脳 の どこ か に局 在す

る とい う主 張 に納 得 で き るだ ろ うか 。 われ わ れ の 心 は す べ て 脳 の 機 能 や構 造 に

還 元 し尽 く され て し ま うもの な の だ ろ うか 。

　 実 際 に 、 こ う した 「唯脳 論 」 的 な脳 科学 の 前提 に対 し て 、脳 科学 者の 立揚 か

らも異論 を唱 え る者 が 何 人 か 存在 す る。 そ の
一

人 は 、 大脳 に お け る さま ざま な

機 能 の 局 在 を解 明 した 前述 の ペ ン フ ィ
ー

ル ド自身 で あ る 。 彼 は 、 晩年 の 著 作

『心 の 神秘 』（1975）の 序 文 の 中で 「私 は 科学者 と し て の 私 自身の 生 涯 を通 じ て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （7）

　… ・心 が脳 の 働 きで 説 明 で き る こ と を何 とか 証 明 し よ うと苦心 し て きた 」 と述

べ て い る が 、 最 終的 に彼 が 至 っ たの は 、 「心 は脳 に よ っ て は 十分 に 説 明 す る こ

　 　 　 　 　 　 （8）

とが で き な い 」 とい う結論 で あ り 、
「あ とが き 」 で は 「意 識 あ るい は 心 が 脳 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔9）

ど こ か に 局 在 す る と考え る の は
… …

誤 りで あ る」 と明 言 して い る 。

　 現 代の 脳 科学の 発 展 の 最大の 功労者 の
一

人 に よ る こ うした 率直な 「限 界」 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （10）

表 明 は極 め て 注 目す べ き こ とで あ る 。 彼 は 脳 の メ カ ニ ズ ム の 解明 の は て に 、
つ

い に科 学者 の 手 に及 ばな い 「心 の 神 秘 」 に突 き当た り 、 み ず か ら脳
一

元 論 に 反

対 しつ つ
、 人 間 が脳 と心 とい う 「二 つ の 基 本要 素 」 か らな る こ と を強 く主張す

る に 至 っ た の で あ る。 同 様 に ノ
ー ベ ル 生理 学 を受 賞 し た ジ ョ ン ・エ ッ ク ル ズ も

哲 学 者 カ ー
ル

・ポ パ ー と と も に 、 心 の 働 きが こ と ご と く脳 の 神 経機 構 の 働 き で

あ る こ とが い つ の 日か 解 明 され る と信 じて い る現代 の 主 流 の 脳 科 学者 た ち の 立

場 を 「約束唯物 論 （promissory 　materialism ）」 と呼 ん で 批判 し 、 心 と脳 とが 「連
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （11）

絡脳 」 を 通 じて 相互 に 作 用 を 及 ぼす とい う 「心 脳 相 互 作用 説 」 を提 唱 して い る。

い ずれ に せ よ 、 重要 なの は 、 彼 らが 現代 の ほ とん どの 脳 科学者が 強 く確信 し て
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い る脳
一

元 論 とい う
“

セ ン トラル ・ ドグマ
”

に 対 して 、 最先端 の 脳 科学者の 立

場 か ら痛 烈 な一 撃 を 加 えた とい う こ とで あ る 。

　 そ れ で は 、 ヤス パ ー
ス は こ うした 脳 と心 の 関係 を ど う見 て い たの だ ろ うか

。

ま た 、 ヤ ス パ ー ス 哲学 か らは こ の 問題 が どの よ うに 批判的 に 捉 え られ る の だ ろ

うか
。

こ の こ と を 、 ヤ ス パ ー
ス の 『精神 病理 学総論 』に お い て 見 て み る こ と に

し よ う。

　二
、 ヤ ス パ ー ス 『精神病 理 学総論』の 視点

　ま ず 、 『精 神 病理 学総論』に お け る ヤ ス パ ー ス の 基本的 な視 点 に つ い て 述 べ

て お く必 要 が あ る だ ろ う。 『精神病理 学総論』の 第
一

版 は 、 1913年に ヤ ス パ ー

ス が ま だ ハ イ デ ル ベ ル ク の 精神科 ク リニ ッ ク の 無給助手 の 時代に 書か れ た もの

で あ る が 、 こ の 著 作 は 学 と して の 精神 病理 学 の 礎 を据 え る 上 で 画期 的 な役 割 を

果 た し た もの で あ り、 彼 が提 唱 し た 「r解 」 の 方 法 に 基づ い て 、 後 に ク ル ト
・

シ ュ ナ イ ダー らが 「ハ イ デ ル ベ ル ク 学 派 」 を形成 して そ れ を さ らに発 展 させ た

こ とは 精神病理 学史に お け る
一

つ の 常識 で あ る。 ヤ ス パ ー
ス は そ の 後 も何度か

改訂 を行 な っ た が 、
1946 年 の 第 四版 で 大幅 な改訂 ・増補 を行 な い

、 そ の 分量 は

第
一

版の 約 三 倍 近 くに 膨れ とが っ て い る 。 い うま で もな く 、 こ の 時代は すで に

前 期 ・後 期 を含 む 彼 の 哲学 が 確 立 した 時 期 で あ り、 した が っ て 「哲 学者 」 と し

て の 知 見 と深 い 洞 察 とが随 所 に 散 りば め られ て い る。 た だ、 以 下 に述 べ る こ の

著書 の 基 本 的 な視 点 は すで に第
一
版 の 段 階で 確 立 した もの と言 っ て よい で あ ろ

う。

　 ヤ ス パ ー ス が精神 病理 学 に お い て と くに重 要視 し て い る の は 、 「方 法論 的意

識 （methodologisches 　BewuBtsein）」 で あ る 。 と りわ け彼 は 、あ る
一・

つ の 立 場 な

り理 論 な りを絶対 化す る こ とに 反 対 し 、 精神 病 理学 的事 象 を可能 なか ぎ り多様

な観 点か ら複 眼 的 に 捉 え よ うと して い る 。 こ の 点 に 関 して 、 ヤ ス パ ー ス は 以 下

の よ うに 述 べ て い る 。

　　 「私 は 1913年 に 私 の 方法論的体系性 （methodologische 　Systematik）の 意 味 を

　　 次 の よ うに 言 い 表 した 。 『
一

つ の 理 論 に 基 づ く
一

つ の 体系 に よ っ て 全領 域

　　 に無 理 な 力 を加 え る代 わ りに 、 個々 の 研 究 の 道 と観 点 と方法 とを 明 確 に 区
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『精神病理学総論』に お ける ヤ ス パ ー
ス の 「心的局在論 」批判 につ い て

　　別 す る こ と に よ っ て 、 そ れ ら をは っ き り と際立 たせ 、 そ れ と共 に精神病理
　 　 ・　 ・　 …　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （12）

　　学の 多面 性 を示 す こ とを試 み るべ きで あ る 。

・・… ・
』」 （AP 　36 傍 点 は筆者 に

　 　 よ る）

　 こ の よ うに彼 の 『精神 病 理 学総論 』の 重 要 な 特色 は 、 何 らか の 独 断 的 な 理 論

や 立 場 を固定化 した り絶対化 した りす るの で はな く、 多 面的 ・ 複眼 的 な視野 を

保 ちっ つ 、 い わ ば無 限 に 「開 か れ た地 平 （offener　 Horizont）」 （ibid．）を うち 開い

て い く点 に あ る とい え よ う。

　 さて 、 こ うし た 開 か れ た 「方 法 論 的意 識 」 と共 に 、彼 の 『精神 病 理 学総論 』

を 特徴 づ け る も う
一

つ の 重 要 な 点 は 、
「説 明 （Erklaren）」 と 「了解 （Verstehen）」

とい う精 神 病理 学 の 二 つ の ア プ ロ
ー チ の 明確 な 区別 で あ る 。 彼 の い う 「説 明 」

とは
、 何 らか の 精 神病 理 学 的事象 を 自然科 学 的に い わ ば 「外側 か ら」 そ の 客観

的 な因果連 関に よ っ て 説 明づ け よ うとす る方 法で あ るが 、 ヤ ス パ ー ス が ハ イ デ

ル ベ ル ク の ク リ ニ ッ ク で 精神 病 理 学に携 わ っ て い た1910年頃 の 精神 医 学界 は 身

体 医学 が圧 倒的 に 優勢で 、 精神 病理 学 の 方法 も こ うし た 自然科 学的 な 「説 明」

こ そ が 唯
一

科 学 的 な方 法 で あ る とみ な され る傾 向 が強 か っ た 。 これ に 対 して ヤ

ス パ ー
ス は 、 初期 フ ッ サー

ル の 「現 象学 」 やデ ィ ル タイ の 「記 述 的分析 的心 理

学」 な どの 影響 を取 り入 れ つ つ
、 自然科学的な 「説 明」 とは ま っ た く異 な っ た

「了 解」 の 方 法 を 明確 に 打 ち出 した 。 彼 の い う 「了 解」 とは 、
い わ ば心 を心 に

よ っ て 「内側 か ら」 理解す る方法 で あ り、 ヤ ス パ ー
ス は さ らに こ れ を 、 患者 が

内的 に 体 験 し て い る心 の 状 態や 性質 を 「感情 移入 」 や 「共 体験 」 に よ っ て あ る

が ま ま に 了 解 し、 記 述す る 「静態 的 了解 （statisches　Verstehen）」 と、 「心 的 な

も の が い か に して 心 的 な も の か ら明 証 性 を も っ て 生 ず るか 」 （AP   13
，
　AP　23）

を 了 解す る 厂発 生 的 了 解 （genetisches　Verstehen）」 との 二 つ の も の に 分 け て い

（13｝

る 。 後 者は 、 た とえ ば 「攻撃 を 受 けた 者が 立 腹 した り 、 裏切 られ た恋 人 が 嫉妬

深 くな る」（ib｛d．）こ と を了解す る とい うよ うに 、
「決断 と行動 とが あ る動機 か ら

生 じて くる 」 （ibid．）こ とを 内的 に 了 解す る とい う場合 で あ る 。
い ずれ に せ よ 、

こ うし た 「了解」 の 概 念 こ そ 、 ヤ ス パ ー ス の 精神 病理 学 の 意義 を不朽 の もの に

高 め た 当の もの に 他 な らな い 。 精 神分 析や 現存在分 析 な どの 立 場 に 立 っ 精神病

理 学者の 中に は 、 ヤ ス パ ー ス の こ うし た 「説 明」 と 「了解」 との 峻別 を批 判す
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　 　 　 　 （14）

る者 も多 い が
、 逆に ヤ ス パ ー

ス の 立場 か らす る と 、 む し ろ両 者 を曖昧 に 混 同 し

て 、 科学の 衣 を ま と っ た 独 断 的 な理 論 を捏 造す る こ とこ そ 厳 し く批判 され るべ

きな の で あ る 。

　三 、 『精神病理学総論』に おける 「心 的局在論」 批判

　さて 、 そ れ で は 以 上 の よ うな ヤ ス パ ー ス の 『精神 病理学 総論 』の 基本 的 な視

点 を踏 ま え た 上 で 、 ヤ ス パ ー
ス が 「心 的 局在論 （die　Lehre　von 　der　Lokalisation

des　Psychischen）」（AP 　 412）に 対 して どの よ うな批 判を行 な っ て い る の か を 見 て

み る こ とに した い 。

　 ヤ ス パ ー ス が 『精 神 病 理 学総論 』 を 書い た 時 点 に お い て 、
「心 的局在論 」 を

代表 し て い た 人物 は 、 主 に マ イ ネル ト、 グ リー ジ ン ガ ー
、 ヴェ ル ニ ッ ケの 三 人

で あ る 。 19世 紀後半 に ブ ロ
ー

カや ヒ ッ チ ヒ とプ リ ッ チ ュ らが 相次 い で 言 語や 運

動 に つ い て の 神 経学的 な局 在 を発 見 した こ とに触 発 され て 、
マ イ ネル トは 「精

神 生活 と脳 の 構 造 とは
一 致す る はず だ 」 とい う前提 の も とに 心 的 事象 を も脳 に

お け る 局在 に よ っ て 説 明 し よ うと試 み た （AP　 402f．）が 、 ヤ ス パ ー
ス は彼 を 「自然

科 学的 な 衣 を纏 い な が ら 、 ま っ た く非 自然 科 学的 な空 想 に 耽 っ て い た 」（AP 　 403）

と厳 し く批判 して い る。 さ らに 、 ヴェ ル ニ ッ ケ は 感覚失語 症 が 左側頭 葉 に 局在

し て い る こ とを解 明 した 点で 成 果 をあ げた が
、

こ うした失 語症 の 分析 をす べ て

の 精神 的 事象 の モ デ ル と し 、 精神 医学 をす べ て 脳 局在 思想 に基礎づ け よ うと し

た 。 ヤ ス パ ー ス は こ う した ヴ ェ ル ニ ッ ケ の 学 説 を 「脳 神 話 （Hirnmythologie）」

と呼 び 、 グ リ
ー

ジ ン ガ
ー

の 「精神病 は 脳 の 病 で あ る 」 とい う命題 と と も に 、 唯

物 論 的 な 「身 体的 先入 見 （somatisches 　Voruvtei1）1（AP   8，　AP　 15f．）の 上 に 立 っ

た ドグマ と して 斥 け て い る 。

　 以 上 の よ うに 、 ヤ ス パ ー
ス は 言語 ・運 動 ・感覚 とい っ た生 理 学上 の 局在論は

認 め な が ら も、 そ れ を心 的事 象 に 適用 して 、心 の 働 きを脳 の 構造 に よ っ て 説 明

し尽 くそ うとす る 「心 的 局在 論」 に 対 し て は厳 し く批判 し て い る の で あ る 。 そ

れ で は 、 そ うした彼 の 「心 的局在 論 」 批判 の 根 拠 とな る論 点 とは い か な る もの

なの で あ ろ うか 。

　 ヤ ス パ ー ス は 、 そ もそ も心 的 な もの に 関 して は 「何 （Was）を局 在 させ るべ き
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『精神病理学総論』におけるヤ ス パ ー
ス の 「心的局在論」批判に つ い て

か 、 また どこ に （Wohin ）局在 させ る べ きか 」 とい うこ とが よ くわか っ て い ない

（AP 　412）とい うこ と を指摘す る 。 ヤ ス パ ー ス は こ の こ と をい くっ か の 点 か ら

論 じ て い る が 、 こ こ で の 彼 の 強 調点 は 、脳 の 特定 の 箇所 に 局 在 し うる もの は 、

あ くま で 心 の 用 い る道 具 な い し は 心 の 条件 で あ っ て 、 決 して 心 自体 で は ない

（AP　 413）、 とい うこ とに あ る 。
つ ま り、 複 雑 な構造 を もつ 大脳 皮 質 の 各層 や神

経細 胞 ・神 経組織 とい っ た もの は 、 心 そ の もの が 局在 して い る場 所 な の で は な

く 、 そ れ らは い わ ば 「心 の 手前 に 存在す る… … 空間 内の 極限 の もの 」（AP　410 ）

に す ぎない 。 こ こ は 空 間 的な もの に お け る究極 の 到 達点 で あ る が
、 ま さに そ れ

は 己 れ を超 え た もの を指 示 し 、 示 唆 し て い る の で あ る 。
い ずれ に せ よ 、 ヤ ス

パ ー
ス は カ ン トの 「心 は

… … 空 間内に 座 を もちえな い 」（AP　401）とい う批判的

な 見 解 を基 本的 に 引 き継 い で い る とい え よ う。

　 心 が脳 に 局在 しえ な い こ との い ま
一

っ の 論 点 は 、 心 的 な もの は あ くま で 全体

的な事象で あ っ て 、 決 して 脳 の 部分 的な機 能 に よ っ て組 み 立 て うる もの で は な

い （AP 　414）、 とい う点 で あ る 。
こ れ は い わ ば全 体 と部分 との 関係 で あ る が 、

ヤ ス パ ー
ス は第 四版 で 「全 体は 部分 に 先立 つ

。 全 体は 部分 の 総 和 で は な く 、 そ

れ 以 上 で あ り 、

一
つ の 自立 的根源 で あ り、ゲ シ ュ タル ト （形態 ）で あ る 」（AP 　 25）

と述 べ て い る 。 ま さに ヤ ス パ ー
ス は 心 そ の も の を決 して 対象 とな らな い こ う し

た 包 括 的 な 「全 体」 と して 捉 え て い る が 、 全 体 は あ くま で 全 体 な の で あ っ て 、

脳 の 中の 特 定 の 「部 分」 に還 元 され る もの で は な い 、 とい うこ とに な ろ う。

　 以 上 の こ とか ら 、 脳 と心 に 関す るヤ ス パ ー
ス の 結論は 「心的 な もの は すべ て

少 な くと も脳 をそ の 条件 と して い る」 （AP　415 ）とい う控 えめ な もの に と どま る 。

あ え て こ れ を 敷衍す る とす れ ば 、

“
脳 は 心 が 存在す るた め の 必 要 条件 で は あ る

が 、 十 分 条 件 で は ない
”

とい うこ とに な る の で は な か ろ うか 。 「必 要条 件 で あ

る」 とい う こ と に 関 して は 、 も は や 説 明 を要 し な い が 、
「十 分条件 で は な い 」 と

い うこ との 理 由は 、 今 述 べ た よ うに 、 心 とい う全体 的 な 事象 が 脳 の 部 分 的 な機

能 に よ っ て 組 み 立 て うる もの で は ない 、 とい うこ と に あ る。 わ れ われ の 心 は あ

くま で 脳 よ り以 上 の もの で あ り、 それ 自体脳 に 還元 され る こ ともそ れ に よ っ て

汲 み 尽 され る こ と もで き な い 、 包 括 的 な そ れ 自身独 自な 根源 で あ る 。 こ うし た

わ れ わ れ の 心 の 無限 の 包括性 に つ い て 、 ヤ ス パ ー
ス は第四版 で 次 の よ うに述 べ
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て い る ．

　　「… … 人 間 の 心 は 無 限 に包 括 す る もの （ein　unendlich 　Umgreifendes）で あ り 、

　　そ れ を 全体 と し て 捉 え るわ け に は い か ず 、 さま ざま な 方 法 に よ っ て 探 究 し

　　つ つ そ の 中に入 り込 ん で い く べ き もの で あ る 。 」（AP　6）

　 こ の 「無 限 に 包 括 す る もの 」 と い う表 現 は 、 ま さ に後 期 ヤ ス パ ー
ス 哲 学 の

「包 括者 （das　Umgreifende）」 の 思 想 に 結 び つ く もの で あ ろ う。 た だ し
、

こ う し

た 心 の 包 括性 に つ い て の 見方 は 、 実 は 第
一

版 の 当初 か ら
、 表 現は 異 な る が 存在

して い た と言 うこ とが で き る （vgL 　AP   1焦 241f．）。 前節で 述 べ た 「方法論的 意

識 」 の 問題 と絡 め る と 、 ま さに こ うした人 間の 心 の 包括的な全 体性 は 、 決 し て

特 定 の 平面 的 で
一

元 的 な 方法 に よ っ て 捉 え られ る もの で は な く、 ま さに さま ざ

ま な複 眼 的 で 多元 的 な 方 法 に よ る ア プ ロ
ー チ が 求 め られ るの で あ る。

　 以 上 の こ とか らす る と 、 「心 的 局 在論 」 の 過 ち は 、 本 来 「無 限 に包 括 的 な も

の 」 で あ る 人間 の 心 を単 に 物 質的 な脳 の 機能や構造 に還 元 し
、 脳 の 中の 空間的

な特 定 の 部位 に 局 在 させ
、 自然 科 学 的 ・唯 物 論的 な視 点 と い うた だ

一
つ の 平面

か ら心 の す べ て を因果論的に 「説明3 し尽 くせ る と考 えた こ とに あ る と言 っ て

よ い だ ろ う。
こ れ は ヤ ス パ ー

ス に言 わ せ れ ば 、

一
つ の 部分的見地 か ら 「全 体1

を捉 え うる と思 い 込 む ま さに 独 断的 な 「全 体知 」 で あ る とい うこ とに な る だ ろ

う。 こ の よ うなヤ ス パ ー ス の 立 場 か らす る と、 当時 の マ イ ネル トや ヴ ェ ル ニ ッ

ケ らの 「脳 神 話」 の み な らず 、 現代 の 脳 科 学 に お け る 「唯脳論 」 や 「心 的局在

論」 もま さに そ の 前提 に お い て 同様 の 視点か ら批判 され ね ば な らない
。 ま して

や 「自我 フ レ ー ム 」 や 「自己 意識 コ ラ ム 」 な ど を設 定 し て 意識 や 自我 を脳 細 胞

の 単位 に還 元 して しま お うとい う試 み は ます ます 容認 し が た い もの だ ろ う。

　 以 上 の 点 に 加 えて 、 前節 で 述 べ たヤ ス パ ー ス の 『精神病 理 学総 論』 に お け る

「説 明 」 と　「了 解 」 との 区別 とい う視 点か らも 、
「脳神 話 」 や 「心 的 局在論 」 は

批判 され ね ば な らな い だ ろ う。 す な わ ち 、 われ わ れ の 心 は 脳 の 構 造 に よ っ て 因

果 論 的 に い わ ば外 側 か ら 「説 明 」 し尽 く され る もの で は な く 、 む しろ 心 は 心 に

よ っ て 内 的 に 「了 解」 され る の で な け れ ばな らな い
。

こ れ は ま ず 第
一

に は 相手

の 心 の 状 態 ・感 情 ・気 分や 心 理 的 な動機 な どを感 情 移 入 に よ っ て r解 す る 「心

理 学 的 な了 解 」 を意 味す るが 、 「無 限 に 包括 的 な もの 」 と し て の われ わ れ の 心
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『精神病理学総論』におけるヤ ス パース の 「心的局在論」批判につ い て

を了解す る とい うこ とは 、 究極的 に は 、 そ うした 「心 理 学的な了解」 の 限界 点

に お い て 、 よ り深 い 内 面 の 暗闇 を照 らし出 し、 〈唯
一

の 個 〉 と して の 無制 約 的

な根 源 を あ らわ にす る 「実存 的了解 」 に ま で 達す る奥行 き を もつ もの と言 うこ

とが で き よ う。 こ うし た 「実存 的 了 解 」 は 、 「実存 的交 わ り」 の うち で 「愛 し

なが らの 了解 」 と し て 真 に な され うる もの で あ る 。 ヤ ス パ ー
ス の 病 跡 学的研 究

『ス トリン ドベ リ と ヴァ ン
・ゴ ッ ホ 』（1922 ＞は 、 分 裂病 を病 ん だ か けが え の な い

実存 ヴァ ン ・ゴ ッ ホ の 唯
一

無比 の 魂の 深み に まで 達す る 「実存 的 了解」 の
一

つ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （15）
の 具体的 な遂行の 試 み で あ っ た と言 え る だ ろ う。

い ずれ にせ よ 、 自然科 学 的 ・

因 果論的 な 「説 明 」 とい うた だ
一

っ の 見地 の み を 絶対 化 し 、 そ れ に よ っ て 人 間

の 心 もす べ て 解 明 し うる と考 える 「脳神 話 」 や 「心 的局在 論」 の 立 場 で は 、 こ

う した 実存的 な魂の 唯
一 性 さえ もや は り単 なる脳 の メ カ ニ ズ ム に 還元 され る こ

とに な っ て しま うだ ろ う。

　四 、 ヤ ス パ ー ス 哲学 の 根本的 モ チ ー フ 　　 「開 か れ た 地 平」

　以 上 に お い て 、ヤ ス パ ー ス の 『精神 病理学総論』を も と に 彼 の 「心 的局 在論 」、

批 判 を 見 て き た が 、 最 後 に脳 と心 とい う具 体的 な 問題 に 即 して 、 『精神 病理 学

総論 』の 中 に 現 わ れ て い る ヤ ス パ ー
ス 哲学 の 根本 的 なモ チー

フ を見 て み る こ と

に した い
。

　 『哲 学 』第
一

巻 『哲 学的 世 界 定位 』（1932）で は 、

一
つ の 完結的 で 閉鎖的 な世 界

像が 不 可能 で あ る こ とを明 らか に す る こ とが ね らい とされ て い る （vgl ．　Ph　1　29f．
，

104ff）が 、 『精神 病理 学総論』で は 、 ま さに そ うした 「哲学 的世 界定位 」 の 具体

的 な 実践 が な され て い る と言 い うる の で は な か ろ うか 。 『哲学的 世界定位』の

中で は 、相 互 に 還 元 不 可能 な 「物 質 （Materie）」・「生 命 （Leben）」・「心 （Seele）」・

「精 神 （Geist）」 とい う 「四 つ の 現 実 性 」 の 間 で の 「深 い 亀 裂 」 （Ph　I　 IO4）が 指

摘 され 、 完 結 した 唯 一
の 世 界 像 の 不 可 能 性 が 示 され て い る が 、 ヤ ス パ ー ス が

『精神 病 理 学 総論 』 の 中で 、 「説 明」 と 「了 解 」 をは じ め とす る様 々 な観 点 と方

法 か らす る多元 的 で 複 眼的 なア プ ロ
ー チ を 重視 した の も 、 ヴェ ル ニ ッ ケ の 「脳

神 話 」 に 代 表 され る よ うな 自然 科 学 的 ・因 果論 的 世 界 像 とそ れ に 基 づ く完 結

的 ・閉鎖 的 な人 間像 の
一

元 的絶対化 が 、 人 間 を 「物質」 とい う
一

つ の 平面 に お
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い て 捉 え 尽 くす こ とが で きる とみ なす ドグ マ に す ぎない こ とを曝 露 し 、 い わ ば

「全 体 と し て の 人 間存在 1 をそ の 多次元 的 で 多層的な現実 に お い て あ くま で 開

か れ た ま ま に保 と うと試 み たか らで は なか ろ うか 。 こ の よ うに 現実 を
一

次元 的

に
一

つ の 平面 に 固 定 して 捉 え るの で は な く 、 多次 元 的 ・多層的 に捉 えよ うとす

る視点 は 、 後 期 の 「包括 者1 の 諸様 態 の モ チ
ー

フ に も相通 ず る もの と言 え るの

で は な か ろ うか 。 それ に加 え て 、こ の よ うに 科 学的認 識 の 「限界 （Grenze）」 に

突 き 当 た り、 完 結 的 で 統
一

的 な世 界 像 と人 間像 の 不 可 能 性 を あ らわ に す る こ

と は 、 そ れ を超 え た 非 対 象的な 次元 へ の 「飛 躍 （Sprung）」 と 「超越す る こ と

（Transzendieren）」 とを示 唆す る もの で あ り、 こ こ に 「世界 定位 に お け る超越

す る こ と」 （PhI44 ＞の 具 体的 な実践 をみ て とる こ とが で き よ う。

　 以 上 の こ とか ら 、 『精神 病 理 学総 論 』 を貫 く根 本 的 な志 向 は 、
一

つ の 見 地 か

ら 「全 体 」 を捉 えよ うとす る独 断 的な 「全体 知」 を批 判 し て 、 た えず 多面 的 ・

複眼 的視 野 を保 ち っ っ 、 無 限 に 「開 か れ た 地 平 （offener 　Horizont）」 を うち開 い

て い こ うとす る こ と に あ る と言 い うる が
、

こ う した 志 向は 、 ま さに 後 期 ヤ ス

パ ー
ス 哲学 に お い て 「理 性 （Vemunft ）3 と して 主題 化 され た く開か れ た 真理 探

求 の 根 本 態 度 〉 に他 な らない だ ろ う。 『真 理 に つ い て 』（1947）の 中で も 、
「理

性 は 、 決 して 己 れ を制限 し 、 固定化 す る独 占的 な知 とな る こ とな く 、 無 制限 に

開 か れ た 状 態 で あ り続 け る 」（W115 ）と言 わ れ て い る が 、 ヤ ス パ ー
ス に お け る

「理 性 」 とは 、 内在性 に お け る完 結 した 統 一
を突破 して 、

一
切 を 開 放 しつ つ

、

究 極 的 な 「一 者 」 の うち に 真 の 「統
一

」 を求 め る 「統
一一一

へ の 意 志 （Wille　 zur

Einheit）」 （W 　 118）で あ り、「無 限 の 開放性 （die　grenzenlose　Offenheit）」（W 　677 ）

と呼 ばれ る もの に他 な らな い
。 本稿 で は 、 主 と して 大幅 な改訂 ・増補が な され

た 第 四 版以 降の 『精神 病理 学総論 』 で の 叙述 を参 考に した が
、 た えず 「開か れ

た 地 平 」 を うち 開 い て い こ うとす る こ うした 「理 性」 の 根本 志 向 は 、 す で に

『精 神 病 理 学総論 』第
一

版 に お い て も 中心 的 な もの で あ っ た こ とに 変 わ りは な

く、 した が っ て 「理 性 」 は 　　そ の 主題 化 と概念 化 の 有 無に か か わ らず一一 最

初期 か ら前期 ・後 期 を 含む ヤ ス パ ー ス 哲学 全体 を貫 く根 本的な モ チ ー
フ で あ っ

た と言 っ て よ い で あ ろ う。 それ ゆ え に 、ヤ ス パ ー ス が 初 期 の 『精神 病理 学 総論 』

に お い て 「脳 神 話 」 や 「心 的 局 在 論 」 とい う ドグ マ 的 全 体 知 を批 判 した そ の
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『精神病理 学総論』におけるヤ ス パ ー
ス の 「心的局在論」批判 につ い て

エ
ー

トス は 、 後 期の 政 治論 に お い て 彼 が左 右の 「全 体主義」 に 対 して 仮借 な い

批判 を行 な っ た エ ー トス と同 じ もの で あ る と言 うこ とが で きよ う。

　 さて 、
こ の よ うに 閉 じ られ た有限 的 な 「全体」 を突破 し て 、 ど こ ま で も無 限

に 開 か れ た 「全 体 」 を求 め よ うとす る視点 は 、 『精神病理 学総論 』 に お い て は 、

一
つ の 視点 か らの 閉鎖的 ・完結 的 人 間像 を打破 し、非 対象 的で 包 括 的 な 「全 体

と して の 人 間」 を 開 け た ま ま にす る そ の 開か れ た 人 間観 に 見 て と る こ とが で き

る と言 い うる だ ろ う。 『哲 学的 自伝 』 （1977）の 「精 神 病理 学 」 の 章 で は 、 こ の

点 に 関 して 次 の よ うに 述 べ られ て い る 。

　　　 「そ もそ も全体 と して の 人 間 は 、 対 象 と して 把 握 で き る可能性 を こ とご

　　 と く超 え た と こ ろ に あ る 。 人 間は 存在者 と し て は 自己 自身 に と っ て 完結 不

　　 能 で あ り、 認 識 対 象 とし て は研 究者 に と っ て 完結 不 能 な も の で あ る 。 人 間

　　 は い わ ば あ くま で 開 か れ た ままで あ る。 人 間 は た えず 、 自分 が 自分 に つ い

　　 て 知 っ て い る以 上 、ま た 知 り うる以 上 の もの で あ る 。 」（PA 　25 傍 点 は筆者 ）

　 こ うした 「全体 と して の 人 間存在1 を 開 か れ た ま ま に保 つ とい う態度 は 、 科

学的対 象知 の 限 界点にお い て 、 む しろ非対 象的な 人間存在全体を哲学的に 開 明

す る 「包括 者 （das　Umgreifende）」 と して の 人 間理 解 へ と通ず る もの で あ ろ う。

実際に 『精神病理 学総論』第四版 で は 、 最後の 第六 部 と して 「人 間 存在 の 全 体」

と い う哲 学 的 な 考察 の 章 が加 え られ 、 そ の 中で 、 非対 象的 な 人 間存 在の 全 体 が

現 存 在 ・意 識
一

般 ・精 神 ・実 存 とい っ た 「包 括者 」 の 諸様 態 と し て 多 次元 的 に

開明 され て い る （AP 　 634ff．）。
こ れ は もはや脳 の 機能 に還 元 す る こ との で き ない

「無 限 に包 括す る もの 」 と して の われ われ の 〈心 〉 に つ い て の 哲学 的 な 開明 で

あ る と言 え よ う。 こ の よ うに 人 間存在 の 開放性 ・全 体性 ・根源性 ・自由 を非 対

象的に 開明 す る 視点 に 立 っ て こ そ 、 は じ め て 「汲 み 尽 く し え な い 個人 の 無 限性 」

（AP   2）を 唯
一

無 二 の 「実 存 」 と して 照 ら し出す こ とも 可能 に な る と言 い うる

の で は な か ろ うか 。

　 以 上 の よ うに 、 本稿で は 、 ヤ ス パ ー
ス の 『精神 病理 学総 論 』 に お ける 「心 的

局 在 論」 批 判 を手 がか りに 、 脳 科 学 の 前提 を批判 的 に 問い 直 し つ つ 、 そ こ に 働

くヤ ス パ ー ス 哲 学 の 「理 性 」 と し て の 根本 的 志 向 と、 そ の 包 括 的 な 人 間理 解 と

を浮 き彫 りに す る こ と を試 み た 。
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　注

ヤ ス パ ー
ス の テ キ ス トか らの 引用 略号

AP 　　：　AUgemeine 」Psツcho ∫〕athologie ，
9．　Aufl．1973．

AP   ： Atlgemeine　PsychoPathologie， 1．A 嗣．1913 ，

Ph 　I ： PhilosoPhie∬．PhilosoPhische　Weltorientierung，1932．

W ： Von　 der　urahrheit
，
1947，

PA 　 ： PhilosoPhische　AutobiograPhie，1977．

なお 、本稿 で 使用 す る 『精神 病 理 学総 論 』第 九版 （略 号 AP ） は、全 面 的 な改訂 が な

され た第 四 版 （1946） と同
一

の 内容 で あ る。 た だ し、必 要 に応 じて 、1913年 の 第
一一

版

（略号 AP   ） か らの 引用 も行 な っ た
。

（1 ）　 1997 年 9 月 に開催 され た 玉 川 大 学学術研 究所 脳 科学研 究施 設 ・第二 回 公 開講 演

　　　会 で 、渡邊 二 郎 氏 は 「科学技術 と人 間」 と題 して 、 哲学の 立場 か ら科学技術や

　 　 　脳 科 学 に 対す る 批 判 的 な 問い 直 し を行 な っ て い る （小 原 芳 明 監修 『全 人 教育 』

　　　第 593号 、1997 年 11A
、
2 − 11頁 ）が 、 本稿 の 着想は 氏 の 講演 に よ る とこ ろ が 大 き い

。

（2 ）　 精神 病 理 学 ・精神 医学 プ ロ パ ー に お け るヤ ス パ ー
ス の 『精神病 理 学総 論』に 関

　　　す る研 究 は 、 新井恵雄 「哲学 と精神 医学
一

ヤ ス パ ー ス と ビ ン ス ヴァ ン ガ ー
の

　　　場合
一 1 （『現代 思想 』臨 時増刊 号 vo1 ．3−9 「総特集 ・精神分裂病」、 青土社 、

　　　1975 年 、 46− 54頁 ）、 前田利男 「ヤ ス パ ー ス の 精神病理 学 と精神 分 裂病」 （同 、

　　　 133− 139頁 ） を は じ め 、 い くっ か の もの が挙 げ られ る が 、 ヤ ス パ ー ス 研 究者 に

　　　 よ る 『精神 病 理学 総 論』 に つ い て の 論 考 は、佐 藤 真理 人 「ヤス パ ー
ス に お ける

　　　現 象学
一

精神 病 理 学 と哲学
一

」 （日本現象学会編 『現象学年報 14』、 1998年 、

　　　89− 101頁 ）等 を除 い て は極 め て 少 ない 。

（3 ）　 こ う した 「唯脳 論 」の 系 譜 をた どれ ば 、 古 く は 18世紀 の フ ラ ン ス の 唯物 論者 ラ ・

　　　 メ ト リー
の 『人 間機 械 論』（1748）な どに 遡 る で あろ うが 、 エ ッ ク ル ズ や 晩年 の

　　　 ペ ン フ ィ
ー

ル ドらを除 い て 、現 代 の 脳 科学 者 は お お む ね こ う した 「唯脳 論 」 の

　　　前 提 に 立 っ て い る と言 っ て よい だ ろ う。

（4 ）　 養 老 孟 司 『唯脳 論 』、青土 社 、 1989年 、 30−34頁。 た だ し 、養 老 氏 が 展 開す る文

　　　化 論 な ど を鑑 み る と、氏 の 「唯脳 論 j が 単 な る 「唯物 論」 に 依拠 して い る の で

　　　 は ない こ とは 注意 しな けれ ば な らな い
。

（5 ） 大 森荘蔵が こ れ に 対 し て 、
“
脳 は 無 くと も心 は あ る

”

と い う 「無脳 論」 を主張

　　　 し て 「唯脳 論」 と真 っ 向か ら対 立 し た の は 、
一

種 の 哲学 的イ ロ ニ ー と言 い うる

　　　だ ろ う。 （大森荘 蔵 「無 脳 論 の 可 能性 」、 『現 代 思 想 』 1988 年 4 月 号 、青 土 社、

　 　 　 69− 70頁 ）

（6 ）　 澤 口 俊 之 『「私 」は 脳 の ど こ に い る の か 』、 筑摩 書房 、 1997年 。 澤 口 氏 は さ らに

　　　 「意 識 の 『多重 構造 理 論 』」 と い う論文 の 中で 、『驚 異 の 仮 説 』の 著 者 ク リ ッ ク
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『精神病理学総論』にお けるヤ ス パ ー
ス の 「心的局在論 」批判に つ い て

（7 ）

（8 ）

（9 ）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

　 〔付記 〕 本稿 は 、

る研 究発表 の 原 稿 を も とに 、そ れ に加 筆 ・修正 を施 し た もの で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （玉 川 大学 専任 講 師）

の 「こ れ ま で 哲 学者や心 理 学者 は 意識 の 問題 に 関 して 誤 っ た 言葉 を使 っ て きた 、

ニ ュ
ー n ン が これ か らの 言葉 な の だ」 と い う言 葉 を 引用 しつ つ

、
「コ ラ ム やモ

ジ ュ
ー

ル
、 さ らに フ レ

ー
ム も 、

こ れ か らの 言葉 と して 重視 され るべ きだ 」 とつ

け加 えて い る （『最新脳科学　　心 と意識の ハ ー ド ・プ ロ ブ レ ム 　　』、 学研 、

1997年 、
123頁 ）。

Wilder　Penfield，　Tlte　Mystery　of　Mind
，　Princeton　University　Press，　New 　Jersey，

1975 （『脳 と心 の 正 体』塚 田裕三 ・
山河宏 訳 、 法政大 学出版局），xiii．

Ibid．
，
　p．88．

Ibid．，　p．109．

ヤ ス パ ー
ス は 『哲 学 的 世 界 定位 』 の 中で 、科 学 的認 識 の 「そ の っ ど （jeweilig）

の 限 界 」 と 「原 理 的 （prinzipiell）な限 界 」 とを 区別 して い る （Ph　I　45）が 、 こ こ

で は 科学的認識 の 拡 大 に よ っ て も決 し て 克 服 し え ない 「原 理 的 な限界」 が 問題

となっ て い る とい え よ う。

Karl，　R．　PoPPer　and 　John，　C．　Eccles，　The　seif　and 　its　brain，　Springer　International，

New 　York
，
1977． 利 島保 『心 か ら脳 をみ る』福 村 出版 、 1987年 、 26− 27頁参照 。

『精 神 病理 学総 論』第
一

版 （1913）の 中に は これ と全 く同
一

の 文 は 見 当た らな い

が 、 冒頭 の 「導入 （EinfUhrung）」 の 中で ほ ぼ 同 じ内 容 の こ とが 述 べ られ て い る

（vgl ．　AP   8ff．）。

第四版以 降で は 、 さ らに 「了解」 の 種類 が 「感 情移入 的了解」、「合理 的了解 亅、

「精神 的了解」、「実存的了解 1、「形而 上学的了解」 な どに 細か く分け られ て い る

（AP 　255ff．）が 、 この こ とは 現存在 ・意識
一

般 ・精神 ・実存 とい う後期 ヤ ス パ ー

ス に お け る 「包 括者 」 の 諸 様態 との 対応 を考 え る と注 目に値す る 。

vgl ．　 Wolfgang　Blankenburg
，
　 Unausgesch6pftes　in　der　Psychopathologie　 von 　Karl

Jaspers．− in　KZxrl　fasPers．　Philosoph，　Ant ，　politischer　I）enleer ，　R ．　Piper　GmbH ＆

Co．　KG ．，　Mttnchen，1986，　 S．132ff．

「…… た と え ば 、 ゴ ッ ホ の 絵 に 臆測 的に知 り覚え た
‘‘
分 裂病 的

”

とい う レ ッ テ

ル を 貼 る こ とに よ っ て 、 そ れ を よ りよ く理解 した こ とな どとい うこ とは 問題 と

な りえ ない 。 し か し 、お そ ら くゴ ッ ホ の 絵は 、分 裂病 的世界 の 実存が 、 われ わ

れ の 心 を揺 さぶ る よ うな現 存在の 本質的 な事実 に属す る もの で ある と考 え る人

に と っ て は 、
一

つ の 展 望
…… を 開 くこ とが で き る 。 も ちろ ん

、 そ の た め に まず

第
一

に必 要 な こ と は 、 ゴ ッ ホ の 絵 の 中に 何 か
“
唯

一無比 の もの
”

を 見 る と感ず

る こ と で あ る 」 （Karl　Jaspers，
　Strindberg　und 　van 　Gogh，

　 Merve 　 Verlag　Berlin
，

1998
，
S．218）o
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