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　 1 ． は じめ に

　 近 年 、 対 話 や コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン とい っ た 咬 わ り」 を扱 っ た 論考 が 、 哲 学 、

社会 学 、 倫理 学等 の 様 々 な領 域 で 数多 く見 られ る よ うに な っ た 。
こ の こ とは 人

間 存在 に 対 す る交 わ り の 重 要性 が 広 く認 識 され る よ うに な っ た 表れ で あ り、 多
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （D
くの 成 果 が 上 げ られ て い る 。 しか しな が ら 、 多 くの 論考 に お い て は世 俗 的領域

の 交 わ りが 扱 われ て お り、 交 わ りが 情報 伝達 や 意 志 疎 通 とい う側 面 か らの み 見

られ て い る感 が 否 め な い 。 本 来 的 な 自己 存在 と して の 実存や信 仰 ・宗教 とい っ

た領域 を視野 に 入 れ 、 自己存在の 根底に まで 立 ち返 っ て 交わ りを 論 じた 試み は

少 な い と思 わ れ る 。

　詳 し くは こ れ か ら考察す る が 、 カ ン トは 、 美 を判 定す る判 断 に お け る 「共 通

感 覚」 （Gemeinsinn）を重 視 し 、 人 間 と叡 智的 な も の の 関係 に お い て 人 間 同 士 の

共 同性 が 重 要で あ る こ とを示 唆 した 。 ヤ ス パ ー
ス は 、 実存 は 実存 同 卜：の 「実 存

的交 わ り」 に お い て の み あ る と考 え 、 実存的 交 わ り とい わ ゆ る 「超 越 者 」（Tran−

szcndenz ）の 関連 に つ い て も論 究 して い る 。
こ の 二 人 に は 単な る情報 伝達 に 止

ま らな い 交わ りへ の 洞察が あ る 。 本稿で は 、 カ ン トに お け る 共通感覚 と ヤ ス

パ ー
ス に お け る 実存的 交 わ りを 比 較す る こ とで 、 実存 とい う人 間存在 の 次 元 に

対 して 交わ りが 持 っ 意味 を考察 した い
。

　 2 ． カ ン トに おける共通感覚

　カ ン トに お け る 倫理 は 、
「自律」 （AutQnomie）の 倫理 で あ り 、 真 の 他者が 存 在

し な い
、 独 我 論 的 で あ る 、 な ど と批 判 され て き た 。 しか し、 カ ン トに お い て 人

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2）

間 の 共 同 性 は 、 表 面 に 現 れ ない 重 要 な 関心 事 で あ る と 指摘 す る 論調 も存在す る 。

カ ン トは 『判 断 力 批 判 』Kritik　der　llJrteilskrafirに お い て 共 通 感 覚 を論 ず る際 に 、
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最 も 明確 に 人 問 の 共同 性 を扱 っ て い る。

　（1）美 学 的判 断 （asthetisches 　 UrteiDに お け る 共 通感覚

　 k 学的判断 は 、 個別 的 な もの に お い て 法則 を 見 出す働 きで あ る 。 美学 的判 断

は 、 あ らか じ め 存在す る
一

定の 概念 に 従 っ て 対 象 を判 断す る 客観的 な判 断で は

な く 、 個 々 の 対 象 に 関 し て 主 観が 快 を感 じ る か 不 快 を感 じ る か とい う主 観 的 な

判 断 で あ る 。 よ り詳 し くは 、 美 は 、
「構想 力 と悟 性 とい う我 々 の 認 識 能 力 の 自

由 な 遊 び に お け る調 杣 に 、快 を感 じ る感 情 に よ っ て 判 定 され る。 構 想 力 が 多

様 な直観 を ま と め
一

つ の 表象 を形 成 した と き に 、 そ の 表 象 が 悟 性 に調 和 的 で あ

る と判定 され る な らば 、 我 々 は 美 しい と感 じ る 。 注 意す べ き は 、 美学的判 断 は

悟性 に 関わ る と して も 、 対象 を悟性 的概念 に よ っ て 判 定 して い る訳 で は な く 、

構想力 と悟性 の 関係 を感情 に よ っ て 判 定 し て い る こ とで あ る 。 我 々 は 調和 を概

念 的 に 明確 な 形 で 認 識 す る 訳 で は な く、 主 観的 に 感 じ る の で あ る 。

　 美 学 的判 断 は 主観 的 な判 断 で あ る に もか か わ らず 、 普遍 妥 当的 で あ るべ きで

あ る とカ ン トは 考 え る、，美学 的判 断 の 普 遍性 の 説 明 に 、 カ ン トは 共 通感 覚 を用

い る。 「と こ ろ で こ の ［快 を与 え る ］調 和 に は 、 全 て の 人 が 普 遍 的 に 与 り得 な

け れ ば な らな い か ら 、 従 っ て また か か る 調和 の 感情 （与 え られ た 表象 に 関す

る） に も 、 全 て の 人 が 普遍的 に与 り得な けれ ば な らない わ けで あ る 。
しか し あ

る感情に す べ て の 入 が普遍 的 に 与 り得 る ため に は 、

．．
種 の 共通 感覚が前提 され

ね ば な らな い 」（KU 　 239）。 表 象に 対す る 快 ・不快 の 感 情が 全 て の 人 問 に 共 通 で

あれ ば 、 外 的 な概 念 に よ らず と も美 に 対す る判 断 は 全 て の 人 間 で
一

致す る 。

　 感 性 的 感 覚 は 個 人 ご とに 相異 が あ り、感 覚的 対 象 に 関す る快 は 個 人 ご とに 異

な る 。 そ こ で 感 性 的 感 覚 と は異 な り、 共 通 感 覚 は 自分 自身 を他 者 の 立 場 に お い

て み る 、偶 然 的 制 限 を度 外 視 す る と い っ た 特徴 を持 っ て い る 。
「［美 を判 定 す る］

趣 味 （Geschmack ）の 事 柄 に 関 し て 裁 判 官 の 役 日 を果 た す た め に は 、 我 々 は 事

物 の 実在 に い さ さか た り と も心 を奪 わ れ て は な らな い 、 要 す る に こ の 点 に 関 し

て は 、 あ くま で 無 関心 （gleichgliltig＞で な けれ ば な らな い の で あ る 」（KU 　205）。

美学 的 判 断 を行 う際 に は 、 事物 の 存在が どの よ うな意 味 を も っ て い る の か 、 自

己 に対 し て どの よ うな 益 が あ る の か
、 とい っ た こ と は考 慮せ ず 、 た だ 事物 の 表

象 の 調 和 に 関 して 判定 を しな けれ ば な らない 。 そ れ 故 カ ン トは 、 美 に 関す る 快
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を 「無関 心的 適 意 」 （uninteressiertes 　Wohlgefallen）と呼ぶ
。

　（2）共通 感覚 の 根拠

　カ ン トは 、 共 通 感覚が 成立 す る 条件 を 人 間 の 「社 交性 」（Geselligkeit）に 見 て

い る 。 人 間 は 社会 を形 成 す る 存在 で あ り、 自己 を社 会化 し 、 社 会 生 活 を円滑 に

営 も うとす る 社 交性 を 持 っ て い る 。 人 間の 社 交性 に と っ て 自己 と他 者 の 「心 的

状 態」 が
一

致 す る こ と は 理想 で あ り、 社 交性 が 十 分 に発 達 し機 能 す れ ば 、 共 通

感 覚 は 実 現す る の で あ る 。

　 しか し社交性 に よ っ て 我 々 が 共 通 感覚 を志 向す る 理 由 は説 明 され て も 、 共 通

感 覚 が実 際に 存在す る の か ど うか は 別 問題 で あ る 。 社交性は 共 通感覚が 成立す

る条件 で あ るが 、 共 通感 覚 の 実在 に つ い て の 理 論的根拠 で は ない 。 共 通 感 覚 の

実在性 に つ い て カ ン トは 述 べ る 。
「と こ ろ で こ の よ うな 共 通 感 覚 は 、 決 し て 経

験 に 基 づ い て 設 定 され 得 る もの で は な い
。 こ の 共通 感 覚 の 旨 とす る と こ ろ は 、

一
種 の 『べ し』（Sollen）を含む よ うな 判 断 の 権利 の 確 立 に あ る か らで あ る 。 こ の

共 通 感 覚 は こ う言 明す る 、　 お よ そ す べ て の 人 の 判 断 は 、我 々 の 判 断 に
一

致す

るで あ ろ うとい うの で は な くて 、我 々 の 判 断 に 合 致す べ きで あ る 、と」（KU 　239）。

共 通 感 覚 は 経 験 的 な 実在 で は な く 、 経験 を越 えた 人 間の 叡智性 か ら、 「か くあ

るべ し 」 と要 求 され る もの で あ る 。

　 （3）美学的 判 断 と道徳的 判 断

　 「美 は 道徳 的 善 の 象 徴 （Symbo1）で あ る」（KU 　353）と 言わ れ る よ うに 、 カ ン ト

は 美 と道 徳 に 深 い っ な が りを 見 て い る 。 我 々 は 美 的対 象を 形 容す る の に 、 道

徳的 判 断 を 根 底 に 置 く と思 わ れ る表 現 を用 い る 。 カ ン トは 、
「堂 々 と して い る

majestatisch 」 「壮 麗 で あ る prachtig」 「無邪 で あ る unschuldig 」 「優雅 で あ る zart −

lich」 とい っ た 例 を 挙 げて い る 、、 美 は 、 道徳的判 断 に よ っ て 生 じる 心 的状 態 と

類 似す る も の を含 む よ うな 感 覚 を 呼 び 起 こ す 。
「趣 味 は 、

い わ ば感 覚 的 刺 激 か

ら習慣 的 な道徳 的 関 心 へ の 移 り行 き を可 能 な ら し め る 、 とは 言 え こ の 移行 は 、

決 して 無 理 な飛 躍 に よ る の で は な い
。 要す る に趣 味 は 自由 に は た ら く構 想力 を 、

悟性 に 対 して 合 目的 に規 定 され 得 る もの と見 なす ばか りで な く 、 感官 の 対 象 に

お い て す ら、 お よそ感 覚 的刺 激 に か か わ りな く 自由な適意 を見 出す こ とを我 々

に 教 え る の で あ る 」（KU 　354）。 美学 的 判 断 は 、 感性 的対 象の 中 に も人 間 の 自出

5

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

を 見 て 取 る 判 断で あ り、 趣 味 が 発 達す る こ とは 、 感 覚的 刺激 へ の 囚 わ れ か ら脱

却 し、 自 由 の 現 象 に つ い て
一

層 注 意 を払 うよ うに な る こ と で あ る 。

　美 を判 定 す る 原 理 は 主 観 的で 不 明確 な もの で あ る の に 対 し
、 道徳性 の 原 理 は

客観 的 で 普遍 的 な概 念 に よ っ て 表示 され る とい う相異 もあ る 。 しか し カ ン トは 、

根 底 で は 美 学 的判 断 と道 徳的 判断 は つ な が っ て い る と考え る 。
「趣 味 が感 性 的

な も の を越 え た 彼 方 に 望 み 見 る と こ ろ の もの は 叡 智 的 な もの （lntelligibeles）で

あ る 。 そ して 我 々 の ［感 性 を越 え た ］ 上 級 認識 能 力 は す べ て こ の 叡 智 的 な もの

と合致す る の で あ る 」（KU 　353）。 人 間 の 道徳 的能 力 も美 的判 断力 も共 に 、 叡 智 的

な も の とい う超 感 性 的 な 共 通 の 根 拠 に 由 来す る とカ ン トは 考え て い る の で あ る 。

　 （4）人 格 （Person）と人 格性 （Pers6nlichkeit）

　 杜 交性 に よ る没 関心 性 は 、 道徳 的判 断 に も共 通 す る特徴 で あ るが 、 現 実 に成

立す る か 否 か 疑 問 が あ る 。 現 実 に は 我 々 が 自己 の 関心 か ら完全 に 脱 却す る こ と

は不 可 能 で あろ う。 そ の 理 由は 、 我 々 が我執か ら脱却 す る こ とが 困難 な た め だ

け で な く 、 白己 と他者 の 相 異 が い っ で も明 確 に 臼覚 され て い る訳 で は ない た め

で あ る 。 共 通 感 覚 は 、
「我 々 が 自分 の 判 断 を他 者 の 判 断 　　と言 っ て も 、 実 際

の 判 断 とい うよ りは む し ろ可 能 的 な 判 断 に 引 き 当て 、 自分 自身 を 他 者 の 立 場 に

置い て み る こ と に よ っ て の み 可 能 で あ る 。 ま た そ の た め に は 、 我 々 自身 の 判 定

に偶 然的 に付 着 して い る と こ ろの 種 々 な制 限 を 、 考 え の 中で 度外 視す る必 要 が

あ る 1 （KU 　 157）。 従 っ て 共 通感 覚 は 、 他者 及 び 自己 に っ い て の 完 全 な理 解 を前

提 と し て は じ め て 可 能 で あ る 。 しか し
、 複 雑 な要 因 が 絡 む 問題 に お い て は 、 他

者 に つ い て の 理 解 が 、 さ らに は 自己 に つ い て の 理 解 も 、 交 わ りの 過 程 で 次 第 に

進 む こ との 方が 多い で あ ろ う。 あ らか じ め 共 通 感 覚が 成 立 して い る こ と は 少 な

く 、 共 通 感 覚 は 交 わ りの 結果 生 ず る と言 っ た 方 が 当た っ て い る で あ ろ うし 、 ま

た 完全 な共 通感 覚 の 達 成 は 多 くの 場合 困難 で あ ろ う、， 共 通感 覚 へ の 志 向 は 意 義

あ る 交 わ りの 前 提 と言 え よ うが 、 我 々 が 共 通 感 覚 か ら判 断 を行 う こ とは 少 な い

の で は な い か
。

　 カ ン トの 哲学 に お い て 現 実の 人 間 に 対す る洞 察 が 不十分 で あ る こ と は 、 従来
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （3）
か ら指 摘 され て い る 。 こ こ で は 「入格 」と i人 格 性 」な い し 「人 間性 」（Menschheit）

の 区 別 に 触 れ て お こ う。 カ ン トは 現実 の 個別 的人 間 を人 格 と呼 び 、 入格 に お け
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る人類 共通 の 理 念 的 な 人間 の あ り方 を人格 性 あ る い は 人間性 と呼 ん で い る 。 人

格 は 現 実 に お い て 生 け る人 間で あ り 、 個体的要 素 を持 ち 、 現象的 性格 を 有 して

い る 。
こ れ に 対 して

、 人格 性 は 超 越 論 的 な主 体性 で あ り、 理 論 的 に は 意 識 の 統

一
、 主観 の 形 式 的 統

一
で あ り 、 実践 的 に は 自由な道徳 の 主体 で あ る 。 人格性 に

は 個体的 要 素 が な く、 現象 的 に は把 握 され ない
。

　 こ の 区 別 は カ ン ト自身整 合 的 で は な い 場 合 が あ る 。 例 えば 人 格 が そ の ま ま 目

的そ の も の と され る場 合 も あ る が
、 人 格 と人 格性 の 区別 を厳 密 に解す れ ば 、 人

間 の 叡智性 の み が 目的で あ り 、 単な る 現実 の 人 間 は 超 克 され るべ き 存在 の はず

で あ る 。

　 人 間 が感性 的 で あ る と同 時 に 叡智的 性 格 を 持 っ こ とが 、

一
貫 して カ ン トの 主

張 で あ り 、
カ ン トは感性 的側 面 と叡 智 的側 面 の 両立 の 可 能性 を示す こ と を主 た

る課題 と した n 叡智 的 存在 が感 性 的領 域 で 働 くこ とが 要求 と して 是認 されれ ば 、

カ ン トの 目的 は 達 し た こ とに な る の で あ る 。 人 間 の 叡 智 的性格 と感性 的性格 の

矛 盾 を 十 分 に 究 明 した 上 で 総合 を模 索 し 、 要 求が 実現 す る条件 を詳 し く検討 す

る こ とは 、 カ ン トの 課 題 で は な か っ た 。 そ れ 故 、 現 実 に お け る個 別 性 を有す る

人 間 が 単 に 否 定 的 に 捉 え られ 、 そ の 意 義が 軽視 され て い る との 印 象 が あ る 。 人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛4）

間 の 交 わ りに 関 して も 、 カ ン ト自身理 想 に過 ぎな い と述 べ て い る人 格性 の 結合 、

い わ ゆ る 「R 的の 国 」 （Reich　der　Zwecke ）が 念頭 に置 かれ て い る と言 え よ う。

　 3 ． ヤ ス パ ー ス に お ける実存的交わ り

　 ご承 知 の よ うに 、 ヤ ス パ ー ス の 思想 に お い て 「交わ り」 は 重要 な役割 を果 た

し て い る 。 初期 の 著 書 『哲 学 』Philosophie以来 、 実存 は他 の 実存 との 交 わ りに

お い て の み あ る こ とが 強調 され て い る 。 ま た超 越 者 も実 存同 士 の 交 わ りに お い

て 顕 現 す る と され る 。
「一 切 の 日的 の 意 味 に 最 終 的 な 根 拠 を 与 え る と こ ろ の 哲

学 の 目的 、
つ ま り、 存在 を 内的 に 覚 知 し愛 を 開明 し安 らぎ を完 成 す る とい う目

的 は 、 交 わ り に お い て こ そ は じ め て 達成 され る の で あ る 」（EiPh　23）と言 わ れ 、

哲 学す る 営 み も交 わ りに お い て 為 され る と主 張 され て い る 。

　 実存 同 ー の 実 存的 交 わ りの 他 に 、 生物 的 な原 初 的 共 同 性 に よ る 交 わ り、 悟 性

に よ る即物的 な 目的性 と合 理 性 に よ る交 わ り 、 理 念 に よ っ て 規 定 され る精神 性
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の 交 わ り とい う三 つ の 交 わ り をヤ ス パ ー ス は 論 究 し て い る。 こ の 三 つ は 心 理 学

的 ・社 会 学 的 に 考 察 可能 な 自他 の 関係 で あ る。 こ こ で は 実 存 同 ヒの 交 わ りに 絞

っ て 考察す る こ とに し た い 。

　（D 自由 な 自己 存 在の 相互 承認

　 実存 的 交わ り は
、 自 由な 自己 存在 同 士 の 相互 承 認 とい う性 格 を持 っ

。
「他者

が 彼 自身 で あ ろ うと しな い な らば 、 私 は 私 自身 とな る こ とがで きない
。 他者 が

自由で な けれ ば 、 私 は 自由 で あ る こ とが で き ない
。 私 が 他者 を も確認 す る の で

な け れ ば 、 自分 を 確認 で き な い
。 （中略 ） 他 者 が 彼 の 行 為 に お い て 、 独 立 の 彼

自身 とな らな い な ら 、 私 も独 立 の 私 自身 とな らな ら な い
。 他 者 が 従順 に 私 に 服

従 す る場 合 に は 私 は 、 私 自身 とな らな い
。 他 者 が 私 を 支配 す る 揚 合 も 、 同 じで

あ る 、， 相 互 の 承認 に お い て は じ め て 、 我 々 は 、 双 方 と もに 、 我 々 自身 とな る 」

（Ph ・II　 57）。 他 者 が 自 らに と っ て の 単な る対 象 、 自らの 働 きか けの 受 け手 で あ る

だ け な ら 、 自己 は 専 ら
一

方的 な作 用 を及 ぼす もの とな る 。 相 互 の や りと りが そ

こ に は 存在 しな い
。 そ れ は 死 せ る 物 に 向か う関係 で あ る 。 実存的 交 わ りにお い

て は 、 自他 が 共 に 独 立 の 自由な存在 で あ る 。

　 実 存的 交 わ りに お け る 相互 承認 は 、 認 識 主 観 同 士 の 相互 承 認 と異 な る 。
こ の

こ と は 交 わ りに お け る 自己 と他 者 が そ れ ぞ れ 交換 不 可能 な 唯一 性 を持 つ とい う

徴 表 に 見 て 取れ る 。
「実 存 的交 わ りは 、 前 以て 作 り上 げて 見 せ る こ と も模倣 す

る こ と も で き ず 、 絶対 的 に そ の つ どの 唯 一
回 性 を も っ て な され る 。

こ の 交 わ り

は 、 多数 の 代理 者 で な く 、 ま さに こ の 自己 で あ り 、 従 っ て 代置 され えない と こ

ろ の 二 箇の 自己 の 間 に 存す る 」（Ph・II　 58）。 認 識 主観 同 士 は相 互 に 同
一

で あ り 、

置 き換 え可能 で あ る 。 実 存的 交 わ りは 、 それ ぞれ独 特 の 規 定 を伴 う自己 同士 の
、

そ の つ ど の 状況 に お け る
一一

同的 な 関 わ りで あ る 。

　 確 か に 現 象的に は 内在 的 な要 因 に よ っ て 交 わ りは 生ず る が 、 そ の 交 わ りが 実

存 的 交 わ り とな っ た 場合 、 そ の つ どの 交 わ りが そ れ 自身 一
つ の 全 体 で あ り 目的

で あ る 。
「交 わ りの 歴 史 的 に

一
回 限 り の もの は 、

一
つ の 全体で あ る 。 し か し こ

の 全 体 は 私 自身が す で に 存在 し て い て 、 さ て そ の うえ に 何 か 或 る もの を獲得す

る こ とに よ っ て 生 ず る 全 体 で は な く 、 そ の うち で 私 自身 が は じ め て 本 来 的 な も

の とな る
一 全 体 で あ る」 （Ph・II　60）。 実存 の 自由 は 、 そ の つ ど の 交 わ りに お い て 、
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カ ン トにお け る共通 感覚 とヤ ス パ ー
ス に お ける実存的交 わ り

そ の っ ど
一

回 的 な仕方 で 生成 す る 。 そ れ 故 、 そ の つ どの 交 わ りに お い て の み 実

存 は 実 存 た り うる 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 実存 が 自 らの 自由の 意味 を問 い 実 現 し よ

うと模 索す る こ とは
、 それ ぞ れ の 実存が 自己 が 成立 した 場 で あ る交 わ りを維 持

し発 展 させ よ うとす る こ とで もあ る 。 そ れ 故 、 実存 に とっ て そ の つ どの 交 わ り

そ の もの が 目的 と言 え る 。 交 わ り以 外 の 何 らか の 物 を 目的 とす る 場合 、 自己 と

他 者は そ の 何 らか の もの に規 定 され る こ と に な り、 自立 的 で な くな る 。

　 （2）実 存的 交 わ りの 狭 さ

　 実 存 的交 わ りは 、

一
対

一
の 個 人 と個人 の 間 に成 り立 つ の で あ るか ら、 あ る意

味 で 範 囲 が 狭 い 交 わ り で あ り 、 多数 の 成 員 か ら成 る 共 同体 に 直 ち に っ な が る も

の で は な い
。 多数の 実存 の 共 同体の 可 能性 に つ い て

、
ヤ ス パ ー ス は 、 「私 が そ

の 成 員 で あ る よ うな
一

っ の 全 体 （Totalitat）と して の
、 実 存 の

一
っ の 国 とい う思

想 は 、 明 確 に 規 定 され た 思想 と して は 根拠 の ない も の で あ る」 （Ph　II　 420） と言

う。 実存 に は 自由以 外 に は 徴表 は な く 、 実存 の 自由 は そ の つ どの 交 わ りで の み

生 成 し充実 され る の で あ るか ら 、 実 存は そ の つ どの 交 わ りを離れ て は あ りえ な

い
。 ヤ ス パ ー

ス は 、 実存 は 数え る こ とが で き な い
、 と奇 妙 な こ と を言 う（Vg1．　Ph　lI

419f ．）。 実 存 は そ の つ ど の 交 わ り に お け る 「二 」 と しか 、 しか も そ れ ぞ れ が 独

特 な 「二 」 と しか 言 え な い も の で あ り 、 客観 的 に 数 量化 す る こ とは で き ない 。

　 ヤ ス パ ー
ス は 、

「交わ りの 存在意識の 根源 に は 、 そ の 現象 の 客観的隘路 が
、

避 け られ な い 負 い 目 と し て 、結び つ い て い る 。 だ が そ の 隘 路に お い て は じめ て

真 の 広 さもひ らけ る」 （Ph 　ll　60）と言 う。
「真の 広 さ」 とは 、 浅薄 で は ない 深 く

充実 し た 交 わ り と差 し 当た り考 え られ る が 、 さ らに は 超 越 者が 開示 され る こ と

と考 え られ よ う。

　 （3）実存 的交 わ り と超 越者

　 「た だ 自 由に 対 し て の み そ の も の と し て 開 か れ る と こ ろ の 超 越 者 に お い て 、

自由 は そ れ の 充 実 を 求 め る の で あ る」（Ph　lII　5）と 言わ れ 、 実 存 の 自由 の 目標 と

され て い る。 実 存 の 自由 は 交 わ り にお い て 生 成 し 実現 され る の で あ るか ら、 超

越 者 は 自他 の 相 異 を越 え て 結 び つ け 、 交 わ りを 成就 す る 「一一な る も の で あ る 」。

そ し て 「人 間が 人 間同 士 の 間 で 交 わ りを獲 得 す る程 度 に 応 じ て 、
一

者 は 現成 す

る （verwirklichen ）」（Ch　53）こ とに な る 。
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　 し か し超 越 者 は 、 そ こ に到 達 す れ ば 自他 が 単純 に
一 致す る よ うな客観 的 な 全

体 で は な く、 明 確 な認 識 の 対 象 とな る こ とは な い が 、 交 わ りの た だ 中 に お い て

交わ りを純正 な ら しめ 、 充実す る根 拠 で あ る 。 実存 に と っ て 経験可能 な内在者

は 最 終的 な 統
・
に もた ら され る こ と は な く、 自己 と他者 は 内 在 的 に は 完 全 な

一

致 に 到 達 す る こ とな く 、
あ くま で 交 わ りの うち に あ り続 け る 。 超 越 者 は 、 内 在

者 の 分 裂 の 中で 、 交 わ り を導 く 目標 で あ る e
「私 と汝 と は 、 現存 在 に お い て 分

か たれ て い る が 、 超越 者に お い て は
一

つ で あ る 。 私 と汝 とは 、 か の 超 越 者 に お

い て は 出 会 うとい うこ と も行 き ちが うとい うこ と もな い が 、 しか し こ の 現 存在

に お い て は 戦 い な が らの 交 わ りの 生成 の うち に あ っ て 、 こ の 交 わ りは 危 険 を と

もな い な が ら ［永遠 的 な もの を］明 らか に し 、 確 か め る の で あ る 。
こ の よ うな

私 と汝 との 統一
の 存す る と こ ろ 、 元 来 概念 的 に 不 可 解で あ る も の か ら絶 対 的 に

思惟 不 可 能 な も の へ の
、 飛 躍 が あ る 」（Ph・II　 71f．）。

　 内在的に 交わ りが 完結 しない こ とが 、 か え っ て 超越 者 を真 に 開示 す る こ と に

な る 。
「交 わ りの 非完 結 は そ れ ゆ え に 、 超 越者 以外 の 何 もの も 充 実 す る （erfUllen ）

こ との で きない 深 み の 開示 P∫能性 とな る 。 す なわ ち 、 神 が 永遠 で あ る な らば 、

人 間 に と っ て 真 理 は 生 成 す る真理 と して 、 し か も交 わ り と し て 生 成 す る 真 理 と

し て 存在 す る 。 こ の 交 わ りか ら分離 す る な らば、 真 理 は存 続 し て い る 真理 と し

て 、 自分 で 存在 す る代 わ りに 或 る もの の 知 へ とた だ ち に 退 化 し 、 時間 的現 存在

の うちで 消 え て ゆ く （verzehrend ）要 求 の 代 わ り に 完 成 して い る 満足 へ と退 化 す

るで あ ろ う」（W980 ）。 交 わ りが 内在 的 な時間 の うちで 完成 可能 な もの で あ る な

ら 、 完成 し た 時 点 で 交 わ りは 不要 に な り、 時 間の うち で 存続 す る 真理 が存 在す

る こ と に な る 。 実存 に と っ て 交 わ りが 完成 しな い こ とが 承 認 され た とき に 、 内

在 者 を 越 え た 超 越者 が 真 の 意 味で 感 得 され るの で あ る 。

　 4 ． カ ン トとヤ ス パ ー
ス の 比 較

　以 上 を踏 ま え 、 カ ン トとヤ ス パ ー ス を比 較 し よ う。 交 わ りに お け る人 間の 個

別 性 の 意義 と、 交 わ り と超 越 的 な もの の 関係 が 、 両者 で 大 き く異 な っ て い る と

言え よ う。

　 まず 個 別 性 の 意義 に つ い て 、 カ ン トは 自己 存在 の 本来 の あ り方 を超 個 人 的 な
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ ン トにお け る共通感 覚 とヤ ス パ ー
ス に お け る 実存的交わ り

叡智性 に 見 て お り 、 個別 性 を 専 ら否定的に 捉 えて い る と言 え よ う。 カ ン トの 主

張す る共 通 感 覚 に お い て は 、 自己 と他者 は 同 等性 を有 し
、 自他 は 互 い に 置 き換

え可 能で な け れ ばな らない
。

こ れ に 対 して 、 ヤ ス パ ー ス は 本 来的な 自己存在で

あ る 実存 を 主題 と し た 。 実存 は 代替 し えない
一

回性 を持 っ た 自己 存在で あ り 、

実 存的交 わ りは 相違が あ る者 同士 の 交 わ りで あ る 。 確 か に あ る 実存 と他 の 実 存

の 間 に は
一

種 の 同等性 が 存在 す るが 、 そ の 同等 性 と は それ ぞれ の 立 場 で 主体 的

に 行 為す る とい うあ り方 の 同 等性 で あ る。 そ の 主 体的行 為 と は そ れ ぞれ の 異 な

る 内在 的 あ り方 を離 れ た もの で は な く、 む しろ そ れ ぞ れ の 内在 的 あ り方 を超 越

者 へ と連 関 させ る こ とで あ る 。

　 次に 、
カ ン トもヤ ス パ ー

ス も単な る 現存在 を克服 され る べ き もの と考え て お

り 、 交 わ りを可能 に す る 根拠 と し て 超 越的な もの を想定 し て い る 。 し か し 、 交

わ り に お け る超 越 的 な もの の 位 置 づ けは 異 な っ て い る 。 カ ン トで は 共 通 感 覚 を

可 能 に す る 、 理 論 化 で きな い 根拠 と し て 超越 的な もの が 暗 示 され る 。 個別性 を

越 え た普 遍 的 な 判 断 の た め に 超 越 的 な もの は 要 請 され る 。 こ れ に 対 し て 、 ヤ ス

パ ー ス に お い て は 、個 別 性 こ そ が 超 越 的 な もの へ つ な が る 通 路 とな っ て い る 。

交 わ りの 非 完結 性 が か え っ て 超 越者 を証示 す る もの で あ っ た
。 個 別 性 が 徹 底 的

に 明 らか に な る こ とに よ っ て 、 自己 の 有 限性 が 顕 わ とな り、 交 わ りの 非 完結 性
　 　 　 　 　 〔5）

が承 認 され る 。

　 我 々 に と っ て 内在 者が 種 々 の 意 味 に 分裂 して お り 、 自他 が どこ ま で も相 異が

あ る とい う実存 に と っ て の 根本状況 を 踏ま え 、 交 わ りを究 明 した 点 がヤ ス パ ー

ス の 功績 と言 え よ う。 カ ン トは 自己 存在 の 叡智的 な同 等 性 を見 て と っ た が 、 自

己 存在の 叡智 的 な あ り方 は 、 内在 的 な 相 異 を 捨象 した 理 想 的 な認 識 主観 と して

の 自己 存在 の あ り方で あ ろ う。
こ の 自己 存在 の 叡智的 なあ り方 は 、 実存 とい う

内実 を 欠 く理 性 と捉 え られ よ う。 ヤ ス パ ー
ス が 「実 存 は 理 性 に よ っ て の み 明 白

に な り、理 性 は 実 存 に よ っ て の み 内実 を得 る 1（VE 　49）と述 べ る よ うに 、 明 白な

認 識 の た め に 理 性 は 欠 か せ な い が 、 理 性 が 内 実 を伴 っ て 働 くた め に は 実 存 の 契

機 が 欠 か せ な い
。 ヤ ス パ ー

ス は理 性 の 根 本 的 な特 徴 を 「統
一

へ の 意 志 」 （Wll8

USW ．）と し て い る 、，統
一

へ の 意 志 と して の 理 性 の 機 能 が 十全 に 発 揮 され る の は 、

現 実 の 自己 存在 同士 が 相違 を越 え て 交わ りを 志 向 す る際 に理 性 が 推 進 力 とな る
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場 合 で あ ろ う。 理 想 的 な 認識 主観 に 担 わ れ た 理 性 は 、 単 な る認識 の 精 密 化 の 働

き とな る だ ろ う、、 ま た 、 カ ン トは 「社 交 性 」 とい う現 実 の 契機 を導入 して い る

が
、 社交性 は 実 際に は 妥協 とい う安易な

一
致 を もた ら し か ね ず 、 超越 的 な もの

へ の 媒介 とな り うる か 疑問が あ る 。 自他 の 相異 とい う実存 の 根本的 状況 を踏 ま

えた 場 合 、 実存 の 異質性 に 基づ く交 わ りの 非完結 性 に よ っ て 超 越 的 な も の が 開

示 され る とい うヤ ス パ ー ス の 主 張 は 、 意 義深 い もの と言 え るだ ろ う。

　 さて 、 交 わ りの 非 完結 性 に よ る 超越 者 の 開示 と は い か な る もの か 。 こ の こ と

を さ らに 明 らか にす る た め に は 、 ヤ ス パ ー ス が超 越 者 の 現 象 と して 主 に論 究 し

た 「暗号 」 （Chiffre）と交 わ りの 関係 つ い て 考 察 す る必 要 が あ る 。 ま た
、 実存 的

交 わ り は 、 単な る個人 同士 の 心 理 的 な交わ りに す ぎない の で は ない か との 懸 念

が あ る 。 従 っ て 、 客観 的 な共 同 体や 社会制度 と実 存的交わ りの 関係 に っ い て 考

察す る必 要 が あ る 。 こ れ らの 考察は 今後の 課題 と した い
。

　引用 文 献 の 略号 は 次の 通 りで あ る 。 引用 文 中の ［］内は 筆者の 補足 で あ る 。 訳 出 は

原 則 と し て 掲 げて あ る邦訳書 に 従 っ た が 、 筆 者の 考 え で 萩た に 訳 出 した 箇所 もあ る 、、

Ch　 ： Jaspers。　K ．，　hrsg．　 von 　Saner，　H ．，　Cん漉 伽 der　Transzendenz，　Piper．（草薙 正 夫

　　　 訳 『神 の 暗 号』、理 想社 、 1982年）

EiPh ： Jaspers，
　K ，　E2癖 伽 襯 g　in　die　Philosophie，

　Piper．（林 田 新 二 訳 『哲 学 入 門 』、

　　　 『哲学 とは 何 か 』、 白水社 、 1986年 、 所 収）

KU 　 ： Kant
，
　L

，
　Kritik　der σ漉 ∫Js融 観 ，

　Akademicausgabc 　V ．（篠 田英 雄 訳 『判 断 力 批

　　　 判 』、 岩波 文 庫 、
1964 年 ）

Ph　II ： Jaspers，
　K ．

，
　Philosohie　Bd ，　II：Existenzethellung

，
　Springer、（草薙正 夫 ・信 太 正 三

　　　 訳 『実 存 開明 〔哲学 H 〕』、 創 文祉 、 1964 年 ）

Ph　Ill： Jaspers，
　 K ．，コPhilθsophie 　 Bd．　Ii工：Metaphysik，　 Springcr．（鈴 木 三 郎 訳 『形 而 上 学

　　　 〔哲学 III〕』、 創文 社 、
1969 年）

VE 　 ：Jaspers，　K ，
　 Vernunft　und 　Existen2，　 Piper．（草薙正 夫訳 『理 性 と実存』、 理 想 社 、

　　　 1972 年 ）

W 　 ： Jaspers，
　K ．

，
　 Von　der　 PVahrheit

，
　 Pipcr．（林 田新 二 ・小 林 靖 昌 ・浜 田 恂子 ・E妻 精 ・

　　　 盛永 審
一

郎 ・小 倉 志 祥 ・松 田幸子 訳 『真理 に つ い て 1−5 』、理 想 杜 、
1976 −97年）

　 註

（1 ）　 入 江 幸 男 ・霜 田求 編 『コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 理 論 の 射程』（ナ カ ニ シ ヤ 出版 、2000

　 　 　 年 ） に よれ ば、近 年 の 交 わ りを め ぐる 論考 は 概 ね 三 つ に 分類 で き る。第
一

は 交

　　　 わ りの 媒体 と して の 言 語 に 関す る考 察で 、 言語 行 為論 、 記 号 論 、認 知科 学 な ど
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カ ン トに お け る共 通感覚 と ヤ ス パ
ー

ス に お け る実存 的交 わ り

　　　が該 当す る。 第二 は 社会学的 な観 点か ら現代 的 な 悶題 、 例 えば家族 、 メ デ ィ ア 、

　　 教 育 、 文化 を論 じ る もの で あ る 。 第 三 は 実践 哲 学や 社会 理論 にお い て 交 わ りを

　　 軸 に 論究 を 行 うもの で あ り、道徳の 基礎づ け 、 自由 ・権利 と義務、共 同体、権

　 　 　力 、国 家 、法 と道 徳 とい っ た 問題 を主題 とす る。

（2 ） ア レ ン トに よれ ば 、 判 断 力が そ こ か ら発す る 「観想的快 と非 活 動的満 足 感」 が

　 　 　い か に し て 実践 と結 び つ くか を 、最 晩年 の カ ン トは 問題 と し、 人 間 の 実 践 的

　　　活 動 で あ る 政 治 へ の 関 心 が 高 ま っ た （Arendt，　H ．
，
　 ed ．　Beiner

，
　R．

，
　Lectures　 oi2

　　 1動 班 冶 、Political　Ph　ilos　oP 　hy
，
　Paperback　cdition

，
　 The 　 Univcrsity　of 　Chicago　I）rcss

，

　　　1989 ，pp．15
− 16．）。 ま た ハ ー バ ー

マ ス に よれ ば 、
カ ン トは 、 超越 論 的意 識 の

　　　叡 智 的 統
一

に 、 経 験 的意 識 の 公 共 性 に お け る 合 意 が 対 応 す る と考 え て い る

　　　（Habermas，　J．，　Strukturwandei　der　Ofentlichkeit，　 Neuausgabe ，　Suhrkarnp， 1990，

　　　S．184．）。 近年 カ ン トの 道徳 論 の 中 に 、相 互 人 格 的 関係 を読 み と る 試 み も為 さ

　　　れ て い る 。 高 田純氏 に よれ ば 、 人 格 が 自他 を手 段 と して の み で な く同 時 に 目 的

　　　と して 扱 う 「H 的 の 国」 は 、 自他 が 共 通 の 法則 に 従 う場 で あ り、 そ の 場 が 成 立

　 　 　す る 条件 で あ る 自己 立 法 とい う人格 の 性 格 をカ ン トは 浮 き彫 りに した （高 田純

　　　『実 践 と相互 人 格性
一

ドイ ツ 観念 論 に お け る承 認 論 の 展 開
一

』、北海道 大 学 図

　　　書刊 行 会、 1997年 、 5962 頁 ）。 ま た 、加 藤泰史氏 に よれ ば、 カ ン トが あ らゆ る

　　　義務の 根本 に置 い た 自己 自身に 対す る義務 とは 、 自他 に共 通す る 人 間性 を裏切

　　　 らない とい う 、 道徳 法則 が 成 立す る前提 で あ る 。 従 っ て カ ン トの 道徳論は 始 め

　　　か ら相 彑 人格 的関係 を 念頭 に 置き 、 そ の 成 立 の 根 底 を探 究 した もの で あ る （加

　　　藤泰 史 「人格 と承認
一　 相 互 承 認論 の 構 造 と限 界 ・序説 　　」、 南山大学編 『ア

　　　カ デ ミア 』第69号 、
1999 年）。

（3 ）　 例 え ば 、 和 辻哲郎 『人格 と人類 性 』 （和辻哲郎全集第九 巻、岩波書店）、 小 倉貞

　　　秀 『カ ン ト倫 理 学研 究
一

人格性概 念 を 中心 と し て
一

』（理想 社 、1965年）参 照。

（4 ）　 Kant，　L，　Grundlegung　zur 　Metaphysife　der　SUten，　 Akademieausgabc 　IV，　S，433．

（5 ）　 カ ン トも、感 官 の 対 象が 理 性理 念 に 適合 し な い とい う否 定感 情に よ る 「崇 高」

　　　 （das　Erhabene ）に つ い て 語 り 、 有 限性 が 否 定 を介 し て 超越 的な もの へ つ な が る

　　　 と い う主 張 が あ る （Vgl．　 KU 　 244− 278 ）。 カ ン トの 崇高 に つ い て の 論 究 は 、 無 限

　　　 な も の に 関 わ る理性 の 働 きを究 明 した 点 で 示 唆 に 富む が 、人 問 の 認 識 能力 の み

　　　 が 念 頭 に 置 か れ て い る。 崇 高 と い う感情 が 自己 存 在 に 真 に 生 じ る の は 、実 存 的

　 　 　 交 わ りに お い て 自 己 の 責務 に 直 面 し、 白己 の 有 限性 に 照 ら し て 責 務 の 無 限性 が

　　　 感得 され る 場 合 と言 え るの で は ない か
。

付 記 　本稿 は 、
2002 年 12 月 の 日本ヤ ス パ ー ス 協会第 19 回 大会 にお け る研 究 発表 「共 通

感 と実 存的交 わ り
一一一カ ン トとヤ ス パ ー ス 　 」を も とに加 筆 ・修 正 を施 し た もの で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米 子 工 業高等 専門学校助教 授 ）
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