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ヤ ス パ ー ス 藝術哲学に お ける

　　　　　　　　オ ル ガ ノ ン の 意義に っ い て

伊 　野　 　連

　は じめ に

　　 　 「藝 術 は 哲 学 の オ ル ガ ノ ン で あ る」 （シ ェ リン グ）　 一一
ヤ ス パ ー ス は 数 度

に わ た り 、 そ の 著書 の 中で こ の 言 葉 を 口 に し て い る 。
と く に 『哲学』（1932 年 ）

に お い て は 、 も と も と 他の 哲学者か らの 引用 が あ ま り多 くない こ の 書 に あ っ て
、

こ の 句は 慎重 な読者 に 種 独 特な印象を 与え る だ け の 十 分 な存在感 を有 して い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛l）

た 。 そ れ は こ の 言 い ま わ し が 、 ま ず 、 シ ェ リ ン グの 言葉を そ の ま ま シ ェ リン グ

の 言 葉 と して 引用 して い る こ と を特 に ヤ ス パ ー
ス が 強調 して い る よ うに 見 え る

とい う点 で 、
つ い で 、 同 時 に シ ェ リン グ哲 学の 批 判 的摂 取 に よ る ヤ ス パ ー

ス 独

自 の 見解 の 生 成 を如 実 に 示 して い る と い う点 で 、 非 常 に 興 味深 い
。 ま た ヤ ス

パ ー ス 哲 学 の 展 開 に 関す る 、す な わ ち 第
・
の 主 著 と 目され る 『哲 学』か ら 、 同

じ く第二 の 主 著 と も呼 び うる 『真理 に っ い て 』 へ の 移行 に 関す る 、 重 要 な示 唆

を与 え て くれ るもの で もあ ろ う。 なぜ な らこ の 言葉 は二 つ の 主著 の い ずれ に も

登 場 し
、 両 書 そ れ ぞれ の 体 系 的構 成 に お け る こ の 語 の 位 置づ け も し くは 意 義 を

検証 す る こ とが 、 あの 浩 瀚 な両 大著の
、 ＜オ ル ガ ノ ン Organon＞ か ら見 た い わ

ば 定点観 測 に も 等 しい 働 き を し て くれ る もの と も考 え られ る か らで あ る 。

　
一・

方ヤ ス パ ー
ス ほ ど、形 而 上 学 的 た る藝 術 （VdW ，

　S．917）を力説 し た 哲 学 者 は

無 か っ た し 、 そ の 「藝 術 に お い て 哲学 す る」 （Ph．　III
，
　S．192）こ と を哲 学 の ま ぎれ

も な い 本 質 の
一

つ と し て 掲 げ た ヤ ス パ ー ス に と っ て 、 そ れ で は 藝 術 と は 、 そ し

て 〈藝 術 の 哲 学 Philosophie　der　Kunst＞ とは 、
い っ た い 何 を意 味 す る の で あ ろ

うか 。

　 こ う して 本論文 は 、 ヤ ス パ ー ス の 哲 学 の
一

般 問題 を考察す る もの で あ るが 、

Organon か ら の 視 点 とい う新 た な 試 み で あ る こ と 、 そ し て 考 察 の 目標 が ヤ ス

パ ー
ス に お い て 藝術哲学 は い か に し て 可 能 で あ るか の 究 明 に あ る こ と 、 そ の 二
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っ を特色 と して い る 。

　 1　オ ル ガ ノ ン の 二 つ の 用 法

　ヤ ス パ ー
ス の Organon へ と問題 を特 化 す る 前 に 、 哲学 的 な伝 統 か らオ ル ガ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2）

ノ ン を確認 し直す べ きで あ るが 、紙 幅 の 制約 上そ れ は 省略す る 。 こ こ で は 本論

文 の 問題 点を あ らか じめ 整 理 して お く 。 ヤ ス パ ー
ス に よれ ば 〈論理 学 は 哲学 の

　 　 　 　 　 　 　 （3）
Organon で あ る 〉。

一
方 、 先 の シ ェ リ ン グ の 言 葉 を踏 ま え て ヤ ス パ ー ス は 「藝

術 は 哲 学 の Organon で あ る」 と も述 ぺ て い る の で あ っ た の だ か ら、 〈藝 術〉 は

Organon と し て の 〈哲学的論 理 学 〉に 相 当す る もの で あ る こ とに な る、、ヤ ス パ ー

ス に お け る藝 術 哲 学 とは 、
こ の よ うに哲 学に お い て 藝術 が持 っ て い る重 要 な 意

義 を認 め 、 そ れ を 正 当に 評価 し解 明す る こ と を 目的 とす る もの で あ る 。

　 ま ず 、 ヤ ス パ ー ス が 自著 にお い て Organon に つ い て 言及 して い る 例 は 、 次

の よ うな 二 っ の 型 に 大別 す る こ とが で き る 。

　甲　くOrganon と し て の 藝術 〉 に つ い て 述 べ た も の
一

こ れ が シ ・匚 リン グ の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4）

あ の 言 葉 を 踏ま え た もの で あ り、 ヤ ス パ ー
ス の 藝術哲 学 とい う本論 文 の テ

ー
マ

と関 わ っ て くる 点 で 、 今 回 最 も注 目す べ き重 要 な も の で あ る 。

　乙 　「哲 学的 論理 学 」 構 想 に お け る Organon− 『真 理 に つ い て 』 の 「第
一

序 説 」 （「哲 学 的論 理 学 に つ い て 　全 著作へ の 序 説 」）で集 中的に 論ぜ られ て い

る 。 周 知 の よ うに 同 書 は ナ チ ス 政 権下 で 執筆が 続 け られ 、
1947年 を待 っ て 公 刊

され た 。 本 来 の 論理 学が 〈論理 計算 Logistik＞へ と は っ き り衰 退 し っ っ あ っ た

当時 、 ヤ ス パ ー ス が 時 流 に逆 ら う形 で 、 本 来 の 〈哲学的な 〉論理 学 を 表明 し た

の で あ る が 、 そ の 本 書 の ま さに 本 質 に 関わ る の が こ の 〈オ ル ガ ノ ン と して の 論

理 学〉 とい うテ
ー ゼ で あ る 。 前 ソ ク ラ テ ス 期 哲 学者 以 来 、 数 千 年 に 及 ぶ 〈ロ ゴ

ス 〉 の 歴 史的 意義 と 、 ヤ ス パ ー
ス 哲 学の 根本 で あ る 〈理 性〉 の 働 き との 結 び つ

ー

き を あ らた め て 喚起 す る た め に 、 ヤ ス パ ー ス は 「理 性 の オ ル ガ ノ ン と して の 哲

学的 論 理 学 」 とい う表 現 を繰 り返 し用 い て い る （先述 註 5 ）。

　 今 回 は 乙 に つ い て の 本 格 的 な論 究 は 見送 る こ と と して 、 も っ ぱ ら 甲に 重 点 を

置 き つ つ 、 ま ず ヤ ス パ ー
ス の 主 要 著 作 中か ら こ れ に 該 当す る 記 述 を 三 点 抜 き 出

して み る 。
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ヤ ス パ ース 藝術 哲学 にお け る オ ル ガ ノ ン の 意義に つ い て

　実例 ： 甲一
α

  「藝 術 は 暗号 を して 語 ら しめ る が 、 し か し そ の 事 柄 は 、 他 の い かな る仕方

　　で も述 べ 得 ない も の で 、 し か もそ の 述 べ られ た こ とが 、 す べ て の 哲学 す る

　　こ とが そ の 周 囲 を運 行 して い る あの 本 来 的 存在 に 的 中す る の で 、 した が っ

　　て 『藝術 は 哲学の オル ガ ノ ン で あ る』（シ ェ リン グ）と な る」 （Ph ．III
，

　s．192 ）。

  「 〔科 学 的 に 不 可知 な もの の 開明 へ と 、 し か もま さ し く哲学的方法 を意識

　　 しつ つ
、 思考 が解 き放 た れ る 。 〕そ うす る と万 物 の 言葉 が 聴 き取れ る hOrbar

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5）

　　 よ うに な り、神 話 は 意 味 あ る もの とな る。 文 藝 Dichtung と美術 Kunst と

　　が 『哲 学の オ ル ガ ノ ン 』（シ ェ リン グ）とな る。 とは い え 神 話 の 言 葉 が 知 識

　　内容 と混 同 され る わ けで は な い 」（VuW ，
　S．26．なお 、引用文 中の 〔〕内は 引用

　　者 に よ る補足 。 以 下 同 ）。

　  「少 な か らぬ 哲学者 に と っ て は 彼 らの 固有 の 理 性 の 真理 Vernunftwahrheit

　　を顕 現 させ る ．ヒで 文藝 と藝術 は 不可 欠 の もの で あ り、彼 らは 文藝 と藝術 を

　　哲 学 の オ ル ガ ノ ン と し て 語 っ て い る （シ ェ リン グ）」 （gP ，
　 S．37）。

　今回 最 も重 要視 して い る 引用 が上 記 の 三 つ で あ る 。 そ の 理 由 は 、 次の 点 に あ る 。

一
、 い ずれ も ヤ ス パ ー ス が わ ざわ ざ 〈シ ェ リン グ〉 と名 指 し して 彼 の 言葉 を 引

い て い る 点。

二 、 藝 術 と い う、 哲学 に と っ て き わ め て扱 い づ らい もの に つ い て あ えて 哲 学的

に 語 ろ う と して い る とい う点 。

　
一

に つ い て は い くつ か の 解釈が 可 能 で あ る 。 まず 、 こ の テ
ー ゼ を シ ェ リン グ

に負 うて い る とい うこ と を 明確 に して お きた い とい うヤ ス パ ー ス の 意 図 が あ る

だ ろ う。 そ れ は シ ェ リン グ に対 す る敬 意の 表れ と も取 れ る が 、

一
方 で は 自らの

考 え とシ ・匸 リン グ の 考え とを あ くま で 峻別 し て お きた い 旨 と も受 け取 れ る 。 と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （fi）

い うの は 、 シ ェ リン グ の こ の 時 代 （自然哲 学 期 か ら同
一

哲 学期 ） に お け る 藝術

観 は 、 後 年 に な っ て ほ か な らぬ シ ェ リン グ 自身 に よ っ て 修 正 を余 儀 な く され た

も の で あ る し 、 ま た ヤ ス パ ー
ス 哲 学 に と っ て もそ の ま ま で は 受 け容 れ が た い も

の だ か らで あ る 。
こ れ らの 点 に つ い て は後 で 詳 論す る 。 ま た

一
に つ い て は さ ら

に 、 シ ェ リン グ の 意 味す るオ ル ガ ノ ン の 意味 に っ い て 読者 に 注意 を 喚起す る も

の と読 む こ とも 呵能 で あ る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （7）

　次 に 、 甲 の グル
ー プ に連 な る も の を第 二 の 主 著 『真理 に つ い て 』の 中か ら さ

らに 引用 し て お きた い 。 藝術 論 を展 開 して い る部 分 だ け に 、 引 用 元 も 自ず と限

られ て くる 。

　実例 ； 甲
一

β

　  「根源 的 で 精 神 的 な直観 ・行 為 ・形 成 物 や 、 神話 ・文 藝 ・美 術 ・宗教 的伝

　　統 （祭式 、祈 り、 儀 式 、 聖典 ） の うちで 哲学 に先 立 っ て 真 理 を現 前 へ とも

　　た らす もの 、 こ れ らす べ て は 哲学す る こ とに お い て い わ ばそ の 〔一 哲学 す

　　る こ との 〕 Organon と し て把 握 され 、 哲学 す る こ とは こ の よ うな助 け無 し

　　に は 近 寄 り難 い ま ま で あ る もの を了 解す る 。 哲学 す る こ と は そ の 理 解 の

　　中に 浮 か ん で 来 な い もの を指示 し 、 意識 的 に させ 、 変化 させ る が 、 しか し

　　損 な わ れ な い ま ま に して お く 。 そ れ 〔＝ 哲 学す る こ と〕 は 己れ に と っ て

　　Organon とな る も の を 退 化 させ る こ とな く 、
こ の よ うな直観 ・行 為 を遂 行

　　す る こ との うちで ます ます
一
層 深 い 関わ りを もた らすj （VdW ，

　S．871 ）。

　  「こ れ ら 〔根 源的 〕 直観 との 不 断 の 交渉は
一一

た と えい か な る意味 で 生ず

　　る と し て も　 　 こ れ ら直観 を哲学す る こ と の Organon へ と変化 させ る 」

　 　 （VdW ，　S．916 ）。

　  「こ の 〔＝ 一根源 的 直観 の 〕世 界 は 哲 学の Organon と して い わ ば 哲 学 に 組 み

　 　入 れ られ て い る 」 （VdW ，　S．918）。

　  「そ れ 〔＝ 悲劇 的 な 知 〕は 、詩 を己 れ の Organon と して 把 握 しそ の 内容 を反

　　省 しつ つ 我 が もの とす る 哲学 的 思考 を通 じ て
、 明 らか に な る」（VdW ，

　S．965）。

　  「〔神 話 と啓 示 が 語 っ た もの を 、 た と え哲 学 的 に 変形 させ て で も理 解 し知

　　 ろ うとす る 〕結 果 、 文藝 、 美術 、 宗教 で 客観的 と な っ た もの が 哲 学す る こ

　　 と の Organon とな る 」 （VdW ，
　S．1050）。

　 上 記 は い ずれ も 『真理 に っ い て 』最 終篇 の 第 三 章 で の く根 源 的直観 に よ る真

理 の 完 結〉 を め ぐ っ て の 記 述 で あ る 。
こ こ で の Organon は い ず れ も根 源 的 直

観 の 機 能 に つ い て 語 られ て い る 。 そ し て こ れ こ そ が ヤ ス パ ー ス 藝術 哲学 の 独 自

性 で あ り 、
シ ェ リ ン グ の テ ー ゼ 囈 術 は哲 学 の オル ガ ノ ン で あ る 」 に 対 し て 、

明 らか に 論 の 深 化 が 見 られ る点 で あ る 。

　 ヤ ス パ … ス は 精 神 （い わ ゆ る包 括 者 の 精神 で な く広 義 の 精神 ） 史 の 上 で 哲学
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ヤ ス パ ー
ス 藝術哲学 に お け る オ ル ガ ノ ン の 意義 に つ い て

に 先立 つ 神話 ・詩 ・藝術 ・宗教行為な ど に 、 真理 追究の 働 き とそ れ に よ っ て も

た らされ る 現実 性 Wirklichkeitを認 め て い る 。 ヤ ス パ ー
ス 哲学 とは最 終的 に は 、

神 話や 宗 教 、 そ して 藝術 な どの 「根源 的直観 」 に 基づ く真理 を超 え 、理 性 に 基

づ く哲 学的 真 理 の 完結 を 図 る もの で あ る 。 哲学登 場 以 前 の 真 理 意 識 に 欠 如 し て

い る の は 哲 学的反 省 に ほ か な らな い が
、

だ か ら とい っ て こ れ ら の 真理 意識 が 虚

偽 な る もの と し て 完 全 に 退 け られ る わ けで は ない
。 む し ろそ の 逆 に 、 そ うい っ

た 根源 的 直 観 、 あ る い は 暗 号論 に お け る藝 術 とい う第 r 言 語 が 、 第 二 言 語 と

し て の 哲学 に 欠 か す こ との で き な い 要 素 で あ り 、

一 部 で す ら あ る とい う こ と

（『形 而上 学』参照 ）、 そ の こ と を こ こ で の Organonは 意 味 し て い る の で は な か ろ

うか
。

こ の よ うな悲劇 的 直観 か ら哲学的理 性 へ の 時 代的 転換 は 、 世 間の 定説 に

見 られ る 〈神 話 〔さ ら に叙事詩 〕 の 時代〉 か ら く悲劇 の 時代 〉 へ の 転 換 （ソ フ

ォ ク レ ス は ま さに そ の 象徴 で あ る） と も異 な る視 点 か ら認 め られ た も の で あ り 、

後 に 彼 が提唱 した い わ ゆ る 「枢軸時代 Achsenzeit」（『歴史の 根源 と 目標』参照）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔8）
に お い て 生 じた 転換 で あ る 。

つ ま り 〈反 省 Refiexion＞ 的思 惟 の 発 生 に よ り 、

す な わ ち 「方法 的哲 学 に よ っ て mit 　dem 　methodischen 　Philosophieren」、 人 間

精神 に か つ て 無か っ た ほ どの 「飛 躍 Sprung」 が 生 じた わ けで あ る が 、 だ か ら

と い っ て そ れ 以 前 に 「人 類 を充 た して い た 真 理 意 識 が 虚 偽 とな る わ けで は な

い 」 の で あ っ て （Vgl．　VdW ，　S．915幻 、 今 や哲学 は そ れ ら根源 的 直観 を 自身 に 摂

取 し て ゆ か ね ば な らな く な っ た の で あ る 。 も っ と も そ れ は 単 な る 無 自覚 ・無

批判 な摂 取 で は な く 、 ヤ ス パ ー ス 哲学 の 大 原 則 で あ る 〈我 が もの とす る こ と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （9）
Aneignung （Aneignen）と論争す る こ と Polemik ＞ を伴 っ た く批 判的摂 取 〉 で な

けれ ば な らない
。

「哲学す る こ とは こ れ ら 〔根源的 〕直観 をそ ち ら側 で は 活 発
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1  ）

に させ 高 め つ つ 、 自 らは 再 び 自身 の 奥深 い とこ ろで そ れ ら 〔直観 〕 に 心 打 た れ 、

そ れ ら と闘 っ て 克服 した り、 あ るい は 我 が も の と して 役立 て た り 、 そ れ ら とは

切 っ て も切 り離せ な い 状 態 に あ る 。 〔ま た 〕哲 学す る こ とは そ れ らを他 な る も

の と して 了解 した り抵 抗 した り、 あ る い は 自 らの うち に受 け容 れ 立 証 し た りす

るが
、

つ い に は そ れ らの うち若 干 の も の を 自 らに と っ て は 了解 し得 ない もの と

して 対 立 、 他 な る もの と して 承認す る に 到 る 」 （VdW ，　S．916）。

　 こ の よ うな く我 が も の とす る こ と と論 争す る こ と〉 こ そ 引 用   の 「不 断 の 交
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ヤ ス パ ース 藝術哲学に お け る オ ル ガ ノ ン の 意義に つ い て

渉」 に ほ か な らず 、 哲 学 に よ る こ の よ うな 直観 と の ま さ し く斬 り合 い と もい

うべ き過 程 を 経 る こ と に よ っ て 初 め て
、 藝術 〔根 源 的直観〕が 哲学 の Organon

に な る とい うの で あれ ば、 そ こ で は 当然 Organon と 〈Organismus 有機 体 〉 と

の 語 と し て の つ な が りが 闡 明 に な る 。 哲 学は 藝術 を 白己 の 血 肉 と化 し、 そ の 意

味 で 両者 は 有機 体 と して
一体 化 し 、 そ の 働 き は 〈道 具 ・器 官 Organ＞と し て 機 能

す る 。
こ の よ うに藝術 は 哲 学に と っ て 他 な る もの で あ るが 、 しか も哲学 に とっ

て 原 動力 と な る もの で もあ る 。

一 一 こ れ は そ の ま ま理 性 の 本 質 に も関わ る 。 ヤ ス

パ ー
ス に よれ ば 「哲学的論理 学 の 最 終 目標 は 、 最 も疎遠 な もの が なお 自分 に 最

も疎遠 な も の と 、 は る か な もの で は あ れ 唯
一一

的 な 超越 者 に お い て相 互 に 見 出 す

こ と で あ る 」 （VdW ，　S．7）。 理 性 の 倦 む こ との 無 い 衝 動 に よ り、 論理 学は 断 絶 の

危機 を乗 り越 え る 。 換 言す れ ば 「論 理 学的 な熟慮 の 意義 は 、 思 惟 し な が らの 交

わ りの Organon とな る こ とに あ る」 （VdW ，
　S．7）。 哲 学す る こ とは そ の 内 な る他

な る もの を 己 れ の 原 動 力 とす る 。 ヤ ス パ ー ス の Aneignung と Polemikは こ の よ

うな 意 味 を有す る の で あ る。 こ こ で ま た 我 々 は 、
か つ て ヤ ス パ ー

ス が 『哲 学的

世界 定位』に お い て 以 下 の よ うに述 べ て い た こ とを想起す るで あろ う。 す なわ

ち 「哲学 は 、 哲学 で な い も の と 区別 す る と 同時 に採 り入 れ よ う と もす る もの

との 自己 識 別 に お い て 、 自 ら を示 す の で あ る 。 他 者 が 自分 を否 定 した り去 勢 し

た り し よ う とす る の が わ か っ て い る以 上 、 哲 学 は 他 者 を 自己 の 外 に 抱 え る存 在
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 “1）

の 、そ の 明 る さ Helligkeitと して 、 闘争の 中で 己 れ 自身 へ と達 せ ね ば な らな い 」

（Ph亘，　 S．292＞。

　 H 　 オ ル ガ ノ ン と オ ル ガ ン

　
ー 方 オ ル ガ ノ ン とオ ル ガ ン Organ との 関係 は ど うで あ ろ うか 。 以 下 に 示 す 引

用 は 、 そ の 点 で 非常 に興 味深 い もの で あ る 。

　 実 例 ： 甲一
γ

　  「文 藝 は 我 々 が 世界 空間 や 己 れ の 本 質 の あ らゆ る 内実 を最 も 自然 で 自明 に

　　把握す るた め の Organで あ る」（VdW ，
　 S．917 ）。

　ヤ ス パ ー ス は なぜ こ こ で Organ と言 っ て Organon と言 わ な か っ た の で あ ろ

うか 。 例 え ば 三 とお りの 考 え方 が で き る 。
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一

、 本 来 Organon とす べ きで あ っ た の に Organ と して しま っ た 、 つ ま りヤ

　　ス パ ー ス の 誤 りで あ る とい うこ と 。

　二
、 両語 を明確 に 区別 し て 、こ こ で は あ えて Organを用 い て い る とい うこ と。

　三 、 両 語 を 特 別 に 区別せ ず 、 単 に こ こ で は Organ を用 い て い るが さ した る理

　　由 は 無い とい うこ と 。

　 それ ぞれ の 考 え方 を さ らに検 証 し て み る と、 まず
一

に つ い て は 、 ヤ ス パ ー ス

に よ る （そ れ も と りわ け 『真 理 に つ い て 』 に お け る ）Organon と Organ の 違 い

に 関 して 確 認 し な けれ ば、 仮 に彼 が誤 っ て い た とし て も そ れ を指 摘す る根拠 が

得 られ な い 。 そ し て こ の 確認 が な され れ ば 、 そ れ は そ の まま 二 に つ い て
、 す な

わ ち ヤ ス パ ー
ス が い か に 両語 を使 い 分 け て い た か を 理 解す る 上 で の 重要な手懸

り とな るだ ろ う（二 に っ い て は 、 な らば 同 じ よ うに さ した る理 由 も無 く Organon

を 用 い て も い い わ け で あ り 、 明 らか に説 得力 を欠 く）。 し か しな が ら引用 す る

とは い え 、 Organonと違 っ て Organ の 用 例 は 格段 に 多 くな り 、 そ の 意味 も 多岐
　 　 　 　 　 　 　 （12）

に 亘 る もの と な る 。 こ こ で は やむ な く、 い くつ か の 代表 的な 用 例 に 限 っ て 言 及

す る に と ど め た い 。

　『真 理 に つ い て 』の 中で Organ は 計 十五 ヶ 所登場 す る 。 そ の うちの い くつ か

は く感 覚器 官 〉〈生 理 学的 器 官〉 〈動物器 官 〉 等 、 単 な る く生 物 的 な器 官〉 と捉

えて 問題 は 無 い と思わ れ る （Vgl．　VdW ，
　S．30，

57
，
237

，
　329f．）。

　 さ らに く哲 学 的 な機 能 〉 を司 る もの を意 味す る例 が 数 点 あ る 。

　   「存在 確 認 の Organ」 （S．201）

　   「伝 統 的 な哲 学す る こ と 、 そ の こ との 実体 を捉 え る Organ」（S．　 169）

　   「永 遠 な る 認識 作用 が、 時 間的形 態 をま と っ た Organ」（S．202）

　   「〔心 理 的能 力 や 観 察 され る経過 な どで は な く、遂 行 の 中で 明 る み に 出 さ

　　 れ 、 認 識 理 論 的 に 『解 釈 され る 』 よ うな オ ル ガ ン
、

つ ま り〕 存在 に つ い て

　　 確 信 す る Organ」（S．606）

こ うい っ た 例 が 見 られ るが 、 以 下 の 記 述 も注 目に 値 し よ う。

　   「〔心 理 学 や社 会 学 に 有効 な 道 具 で は な く 、 深遠 ・無秩 序 ・絶望 的 混乱 か

　　 ら脱 出す る た め の 〕 単 な る観 察 が 与 え る 以 L に 深 い 把 握 お よ び 確 信 化 の

　　 Organ を 要求 す る真理 根拠 、 そ れ が 開示 され る こ とを我 々 は 求 め る 」（S．708）。
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ヤ ス パ ー
ス 藝術哲学にお け るオ ル ガ ノ ン の 意義 に つ い て

こ れ は Organ そ の も の と して は   と ほ ぼ同 じ意 味で あ るが 、 そ の く器 官〉 が

「真 理 根 拠 t に よ っ て 「要 求 され る j と述 べ られ て い る点 に 興 味 を 惹 か れ る。

なぜ な ら  の 引用 直前部 分 で は 「心 理 学や 社 会学 で 有効 な道 具 」 で は役 に 立 た

な い 「限界 」 に 佇む 我 々 に と っ て 必 要 な の が こ の くOrgan＞ に ほ か な らぬ と 、

ヤ ス パ ー
ス は は っ き り く道具 Werkzeug ＞ と 〈Organ＞ とを区別 し て い る （ibid．）

か らで あ る 。 こ の よ うに ヤ ス パ ー
ス は 、 Organ に は や くも能作的 ・主体的な働

き を 与 え て い る 。 こ の こ とか ら 、 こ れ ら 〈Organ＞に 、 哲学す る働 き と有機 的 に

…
体 化 し た 、 作 用 そ の もの が 主 体性 を備 え た 〈方 法〉 〈于段 〉 とい っ た ニ ュ ア

ン ス を 認 め る こ とが で き る だ ろ う。 『真 理 につ い て 』末 尾 近 くの 以 下 の 例 は そ

れ を 裏 づ け る もの で もあ る 。

　  「存在 は 〔… … 〕 存在 認 識 の Organ と し て の 私 の 全 存 在 を 通 して の み 、

　　 私 に 感 知 され うる もの と して 把握 され る 」（VdW ，
　S」 029）。

　 こ うして Organの 意 味づ けが 判 明 した こ とに よ っ て 、 先 の 課 題 だ っ た Organon

と Organ と の 違 い も 、 よ り明 瞭 に現 れ て きた の で は な か ろ うか
。 ヤ ス パ ー ス

に と っ て Organonとは 、

　
一一

、 ア リス トテ レ ス 以 来 の 論 理 学 の く代 名 詞 〉、 す な わ ち論 理 学 の く権化 〉

　　 （も ち ろ ん こ れ は 後 に カ ン トに よ っ て な され る論 理 学 の 区別 を 度 外 視 した

　 　 も σ）で あ る）

　 二 、 シ ェ リン グ に 代表 され る 〈自然 一精神 〉 の 繋 が り ・統
一

（ヤ ス パ ー ス の

　　 包括存在論で 言い 換 えれ ば 「理 性 に よ る紐 帯 と して の 働 き」）

　 三
、 さ らに は 〈ロ ゴ ス 〉一〈理 性〉 と等 しい 働 き をす る もの

以 ヒの よ うな意 味 を持 つ もの で あ っ た 。

　 そ れ に 対 して Organ は 、 そ の よ うな 働 き を行 な う作 用 的 主 体で あ り 、 ま た

そ の よ うな働 き ・作用 そ の もの で も あ り 、 機能 自体で あ る 。 表 現 を変 えれ ば 、

方 法 と し て の Organ を論ず る こ と、 そ れ が 方 法論 と し て の Organon で あ る 、

と言 うこ と もで き る の で は な か ろ うか 。 先述 した 引用   の 場合 「〜 把 握す る た

め の Organ」 と言 っ て い た の と 、 以 下 の 引用 とを対 比 して み る とい い だ ろ う。

　   「哲 学 は 悲劇 的 な知 の 思 想 的側 面 と して で は 自 らを善 し と し ない 。 悲 劇 的

　　 な知 は 神 話 と歴 史の 媒 介 の うち に 存在 を見 る 。 そ れ は 叙事 詩 と悲劇 の 内
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　　な る 詩 を 通 じて 表 明す る 。 そ れ は 文藝 を己 れ の Organon とし て 把 握 し、

　　そ の 〔＝ 文藝 の 〕 内実 を 反 省 し つ つ 我 が もの とす る よ うな哲 学的 思 惟 を 通

　　 じて 明 らか に な る ，， しか し哲 学 は 、 に も か か わ らず 悲 劇 的 な もの を越 え る

　　こ とで 初め て 本来的 存在 に な る」 （VdW ，

　S．965 ）。

こ の 「文藝 を己 れ の Oganon と して 把握す る」 主 体 は 、 もはや く悲劇 的 な知 〉

の 主 体で は な く く哲学的思 惟〉 の 働 きで あ る 。 〈文 藝に お い て 哲学す る こ と〉、

す な わ ち 〈哲学 に と っ て の 文 藝〉は 、
「哲学 の 論 理 （学 ）」 と化 し て い る の で あ

る 。 そ して そ れ こ そ が ヤ ス パ ー ス の 言 う Organon に ほ か な らな い （しか し そ

の Organon と し て の 文 藝 も、哲 学 す る こ との 全 過 程 に お い て は 、 理 性 そ の も

の に 到 る ま で の い まだ過 渡 的 な段階 に 過 ぎない の は 言 うま で もな い ）。

　結び

　以 上 見て き た よ うに 、 ヤ ス パ ー ス 哲学 に お い て Organonは 、

　
一

、 超 越 者 の 第 二 言語 、 さ らに 根源 的直観 と し て の 藝術 とい う 、 哲 学 に と っ

　　て の 他 な る もの を 、 哲 学が く反 省 的思惟 に よ っ て 〉〈我 が もの とす る〉 と

　　い う意 味 に お い て 、

　二
、 ま た 〈哲 学 の 器 官 〉 とい う本 来 の 意 味で の Organ が 、 正 し く く哲 学 の

　　 ロ ゴ ス 〉 と して 機 能す る よ うな 、 ま さ に 〈哲 学 的 な 論理 学〉 とい う意 味 に

　 　 お い て 、

や は り重 要 な意 義 を持 つ もの で あ っ た 。

　 ヤ ス パ ー ス 哲 学 は 藝 術 に よ る 暗号 解 読 を乗 り越 え 、 最終 的 に は 理 性 の 段 階 へ

と到 る こ と を 日指 す もの で あ る 。 同 じ 〈藝術哲 学 〉 と称 し て もヤ ス パ ー ス は 初

期 シ ェ リン グ の よ うに 藝術 （詩 ）を最 高位 に 据 え る 段 階 に と どま る こ とを し な

か っ た し 、

一
方 で ま た 後期 シ ェ リ ン グ の よ うに 啓 示 や 神 話 の 方 向 に 進 む こ と も

　 　 　 　 （13＞

しな か っ た 。 ヤ ス パ ー
ス が 「藝術 は哲 学 の オ ル ガ ノ ン で あ る」 とい う言 葉 を シ

ェ リン グ の 言 葉 で あ る こ と を 明 記 して 引用 し た 意 図 は 、 自分 が こ の 見解 を彼 に

負 うて い る こ と の 申告 で あ る と同時 に 、 自分 と彼 の 見解 が は っ き り異 な っ て い

る こ とを も明確 に 示 す こ とで あ っ た 。 ま た 、 自己 の 哲学 に お い て く藝 術 の 哲 学 〉

の 段 階は 〈哲学 の 哲学〉 とい う最 終段 階 の
…

つ 前 の もの で あ る の だ とい うこ と
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ヤ ス パ ー
ス 藝術哲学に お け るオ ル ガ ノ ン の 意義 に つ い て

を よ り鮮 明 に 示す もの で は なか っ た か 、 とい うこ と。 あ る い は ヤ ス パ ー ス は シ

ェ リン グの Organon を踏 ま えつ っ も、 そ れ とは 区別 され た 自身の Organon を

表 明 して い る の で は な か ろ うか 、 とい うこ とで あ っ た 。

　 こ こ で さ ら に 『真理 に つ い て 』 に 見 られ る Organon の 意 義 に つ い て 補 足 的

に整 理 す る と、

　
一

、 哲学 的論 理 学 に お け る Organon は 、 理 性 が 論理 的 明晰 さに よ っ て 実 存

　　相 互 に保 証 す る普遍 性 を象徴す る も の で あ る 。

一 一参 考 ： 「理 性 の Organon

　 　 と し て の こ の 〔哲 学 的〕論理 学 は 、 そ れ ぞ れ 個 々 人 の 形 成過 程 と な る」（VdW ，

　 　 S．10）。

　 二
、 藝術哲 学 に お け る Organon とは シ ェ リン グ哲 学 の 意味で の く自然

一
精

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （14）

　　 神 〉 （包 括 存在論 で の 図式 で は く世 界
一
識 存〉 さ らに は 〈超 越者

一
実 存〉 と

　　 な る ） を 媒 介す る もの で あ る
。　　 参 考 ； 「哲学 的論 理 学 は 、 思 惟 の 真理

　　 で ない もの を、 思 惟 に よ っ て 真理 と し て 現前化 し よ うと し 、 ま た哲学 的生

　　 の Organonに し よ うとす る」（VdW ，
　S226 ）。

　 お お む ね 以 上 の こ とが 言 え る で あ ろ う。 そ れ で は シ ェ リン グの よ うな く藝術
　 　 　 　 　 （15）

と し て の 哲 学 〉 で は な く 、も ち ろ ん 「藝術 に つ い て 哲学 す る 」 （Ph ．　III
，
　S．192）の

で もな い 、 そ の よ うな （本 論 文 の 冒頭 で 示 し た ご とき）、 ヤ ス パ ー一ス が 標 榜 し

て い る 「藝 術 に お い て 哲 学 す る 」 （ibid．）藝 術 哲 学 とは 、 は た して い か に して 可

能 で あ るか 。 そ れ は お そ ら くカ ン トの オ ル ガ ノ ン 論 を踏 ま え 、 さ らに 『判 断 力

批判』 の よ うな徹底 した感性論 、 藝術 を我 々 が 認 識す るそ の 作用 に つ い て の 考

察 が
、 さらな る 手 が か りと な る の で は ない か と 、 本論 者 に は 思 わ れ る 。 し か し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （16）

残 念 な が ら 、 あ くま で そ れ は次 な る課題 と し て 提示 され るの み で あ る 。
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　略 号 表

Ph ．1． ＝ 『哲学的世 界 定位 』

Ph．III．＝ 『形 而上 学』

VdW ． ＝ 『真 理 に つ い て 』

UZG ． ＝ 『歴 史 の 根源 と 目標』

VuW ． ＝ 『現 代に お け る理 性 と反理 性』

gP ，　 ＝ 『大 哲 学者 たち』

　 上 記 他 の ヤ ス パ ー ス 主 要 テ ク ス トか らの 引用 に 際 して 、 早 稲 田大 学佐藤 眞理 人 教 授

作 成 の テ キ ス トデー タ を使用 させ て い た だ い た 。 こ こ に 謝意 を表 す る 。

註

（1 ）　 も っ と も シ ェ リン グは 、
こ れ に 続 け て 「〔藝術は 哲学 の 〕唯

一
の ドキ ュ メ ン トで

　　　あ る」 と も言 っ て い る （Vg1．　 Schelling，
　 System　 des　 transcendentalen　Idealismus

，

　　　Samtliche　Werke
，

1856 −61，1．　Abtheilung　Bd ．　III，　S．　349 ，
　 u ，　a ） の で あ る けれ ど

　　　も、 こ ち らは ヤ ス パ ー
ス に よ っ て 引用 され る こ とは 無 か っ た よ うで あ る 。

（2 ） ヤ ス パ ー
ス と Organonに つ い て 考 え る ．ヒで 、論者 は 以 下の 哲学者 な らび に そ の

　　　著作に と りわ け 重要 な意義 を 見出 して い る 。 だ が こ れ らに つ い て の 詳論 は 次 の

　　　機 会 に 譲 りた い
。

　　　 ・プ ラ トン （『国家』『テ ィ マ イ オ ス 』）とア リス トテ レ ス （「オ ル ガ ノ ン 」 『問

　　　題集』）

　　　 ・カ ン ト （『純粋 理性 批判 』『論 理 学講 義』） とヘ
ー

ゲル （『小論 理 学』）

　　　 ・W ．v ．フ ン ボル ト （『カ ヴ ィ語 研 究序説 』）

　　　 ・F ．v ．シ ュ レ ーゲ ル （『文 藝対話 』）と シ ェ リン グ （『超 越論 的観念 論 の 体 系 』）

　 　 　 ・彼 らに 次 い で 重 要 な の は 、F ．ベ ー
コ ン （ヤ ス パ ー

ス も彼 の 名 を挙 げて い る 。

　　　Vg1．　 VdW
，
　S．18）、 ヴィ

ー コ 、 カ ン トに 関 連 して ラ ン ベ ル トとハ
ー

マ ン お よび

　　　 ヘ ル ダー
、 そ の 他 。

（3 ）　 「哲 学 的論 理 学 の 概念性 は 理 性 の OrganQn で あ る 」（VdW ，
　S．9）。 また 、

「理 性 の

　　　Organen と して の 論理 学」 「理 性 の Organ  n と して の 哲学 的論 理 学」（ibid．　S．10）

　 　 　 とい う表 現 も 同様 で あ る 。

（4 ）　ち な み に ヤ ス パ ー ス に よ る唯
一 の シ ェ リ ン グ論 の 単著 ，，

　Schelling．　 Seine　 G7朔 6

　　　und 　Verhdltnisse‘‘

（1955年） に は Organon とい う語 は 登 場 し ない （同 著 で は ヤ

　　　 ス パ ー
ス は シ ェ リン グ の 例 の 言 葉 を採 り上 げ て い な い ）。

（5 ）　 ヤ ス パ ー
ス が 単 に Kunst とい う語 で く造形 藝術〉、 と く に絵 画 を 中心 とす る 、

　 　 　 い わ ゆ る 日本語 で く美術 〉 呼 ば れ る もの を指 して い た こ とは い くつ か の 文 脈 か

　　　 らも 明 らか で あ る （z．　B ．VdW ，　S．915ft）。

（6 ）　 シ ェ リン グ哲学 の 時 代 区分 に は N ．ハ ル トマ ン や ン ユ レ ー タ ー
等諸 説 あ る が 、
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ヤ ス パ ー
ス 藝術哲学に お けるオル ガ ノ ン の 意義 につ い て

（7 ）

（8 ）

（9 ）

（10）

（11）

（12）

こ こ で は詳 論 しな い ．
J

なお こ こ で 資料 を 『真 理 に っ い て 』に 限 っ た理 由の
一

つ は 同書 で は シ ェ リン グ

を名指 し して の 例 の 言 葉が 登 揚 しない こ とで あ る が 、 本論者 は 可 能 なか ぎ り多

くの ヤ ス パ ー ス 著 作 か ら OrganQn 使用例 を抽 出す る作 業 を続 けて い て 、そ れ ら

に つ い て は 別 の 論 考 を用 意 して い る、，ちなみ に 第
一

の t一著 『哲学 』に Organon

とい う語 が 出て く るの は h記 引 用   の ほ か 三 ヶ 所 あ り、い ず れ も 『哲 学的 世 界

定位』 に お い て で あ る ：

・「自然科 学の Organon と して の 数学」 （S．198）　 機 関 ・論理 （方 法）とい う

意味 で の Organon
・i体 系 的哲 学 は 、偉 大 な 体 系的 諸 哲 学 に 対 し通 路 を空 けて お く、独創 的 で は

な い が始 原 的 な哲学す る働 き の た め の Organon で あ る に す ぎな い 」 （S．287）。
一 一一

機 関 ・論理 （学）とい う意 味 で の Organon

・「哲学 は 手 段 で は ない
。 なぜ な ら哲 学 は Organon と し て そ の 機能 か らは 切 り

離せ な い か らで あ る 」（S．　336 ）。

一 機 関 ・（有機 的）機 能 と い う意 味 で の Organon

ち な み に ヤ ス パ ー
ス で は 「哲 学 的反 省」 と藝 術 の 結 び っ き も Organon と理 解 さ

れ て い る 。 例 えば 『哲学者 とし て の リオ ナ ル ド』の 次 の 記 述 を参照 。

F彼 〔ニ リ

オ ナ ル ド ・ダ ・ヴィ ン チ 〕に お い て 美術 は哲学の Organonと化 して い る 。 なぜ

な らこ こ で は 認 識 す る 者 と して の 藝 術 家の 行 為 が そ の ま ま 現 実的 とな り、 そ

して 反 省に お い て 受 け容 れ られ て い る か らで あ る 」 （Lionardo　als　l？hilosoPh．　In：

．Philosophie　e｛nd 　Welt
，
1958

，
　 S．258

，
0der ： A ・’neignu ・

ng 　ttnd 　Polemik
，
　hrsg．　 v．　 H ．

Saner，1968，　S．　110 ）c だ か ら こ そ ヤ ス パ ー
ス は 、 リオ ナ ル ドを 「偉大 な様式 の

唯
一
の 美 術家 一

哲 学 者」 （ibid．）と讃 え るの で あ る 。

当然 彼 の 哲 学 史論 集 。Aneignung　 und 　Pelemik“ （先述註 ） の タイ トル は 、 そ の

姿勢の 表 明 で あ る 。

例 え ば 『哲 学』 で は そ こ は 、彼 の 言 う絶 対意識 absolutes 　BewuBtscin と して 論

ぜ られ て い る （『実存 開 明』参照）。

こ の い か に もヤ ス パ ー
ス ら しい 表 現 は 、 も ち ろ ん彼 の 実存 く開明 Erhellung＞の

思 想 に 通 じて い る 。

。
6PY α vov

“

を 語源 とす る各 ドイ ツ 語 に つ い て 簡 単 に 整 理 して お く 。 Organonは

元 来 ギ リシ ャ 語 で 「道 具 Werkzeug 」 を意 味 す る 語 に 由 来 し 、そ の 形 態 の ま ま

受 け継 が れ た もの で 特 別 な 術語 と して の み 用 い られ る 。 そ の た め一 般 的 な ドイ

ツ 語 とは 言 え な い が 、他 方同 じ語源 で も Organ は ドイ ツ 語 と化 して お り、標 準

的 な辞 書 に も載 っ て い る 。 F器 官 」 「道 具 」 そ の 他 を意 味 す る 多義 語 。 さ ら に

Orgel とな る とこ れ は もは や純 然 た る ドイ ツ 語 と言 っ て もよ く、 い わ ゆ る 教 会

に あ る楽器 「（パ イ ブ 〉オ ル ガ ン 」 で あ る 。 も う
一・

つ の 般 的 な語 で あ る Orga−

nismus は 「有機 体」 「生物組 織 」 等様 々 な意味 を有 す る きわ め て 般 的 な も の
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　　　で あ り、 ヤ ス パ ー
ス が 用 い る場 合 もそ の 文 脈が 圧 倒的 に 多い

。
Organisationも

　　　同様 に 「機 構」 「体制」 「組織 ・協会」 等 ご く
一

般的な語 。 しか し Organum と

　　　な る と こ れ は ま た 特殊 な言 葉 （中世音楽 、 中世 か ら近 代初頭 の 思想用 語 。 例 ：

　　　Novum 　Organum ノ ウム ・オ ル ガ ヌ ム な ど） で あ り 、 Organon の ラ テ ン 化 し た

　　　もの と して 、や は り
一

般 的 な ドイ ツ 語 と して は 用 い られ ない
。 以 上 。DUDEN ．

　　　Das　 groBc　W6rterbuch 　der　 deutschen　Sprache　in　 zehn 　B註nden ．
“ 3．

，
　 v611ig 　 neu

　　　bearb，　 und 　 erw 。　Aufl，− 1999他 を参照 した 。

（13）　 こ の あ た りの （も っ ぱ らシ ェ リン グ の グ ノ
ー

シ ス 性 に起因す る） ヤ ス パ ー ス の

　 　　彼 に 対 す る批 判 は 、註 （4）に 既 出の 「シ ェ リン グ論」 を参 照。

（14）　 包 括 存在 （包 括 者） の 「主 観 的 」 「内在 的 」 側 面 に あ る 意識
一

般 BewuBtsein

　　　Uberhaupt と精 神 Geist の 捉 え 直 し と して 、伴博 は （「生 存 」 と して の 現 存在 、

　　　お よ び 「超越 的 」 側 面 に あ る実 存に 対 し て ） 「識存」（広義の BewuBt −sein ）を提

　　　案 して い る （同著 『カ ン トとヤ ス パ ー ス 　 　勝 義 の 哲 学的 人間 学 へ の 道　 　』

　　　北樹 出版 、 1999年 、 451頁 以 下 ）。 こ こ で は 哲学 的 意識 の 主観 面 を緩 や か に 定 義

　　　す る もの と して 「識 存 」 と言 う。

（15） 海 老 坂 高 「シ ェ リン グ とヘ ル ダ
ー一

リン 　 　ーふ た りの 「対話 」」 （『シ ェ リン グ論

　　　．集 2 シ ェ リ ン グ と ドイ ツ ロ マ ン 主義』伊坂 ・i森編著 、 晃 洋 書房 、 1997年 に 所

　 　　 収） で の 「シ ェ リン グ に と っ て 藝 術哲 学 は 藝術 の た め の 哲 学 で は な く、藝 術 と

　　　 し て の 哲学 で あ る」 （38頁）とい う海 老坂 氏 の 見解 は 、本論 文 に お け る シ ェ リン

　　　 グ と ヤ ス パ ー
ス の 差異 （1参 照）を 理 解す る 上 で 非常 に 有効 で あ る と思 われ る。

　　　疾風怒 濤 時代 か ら ロ マ ン 派 全盛 期 とい う 「西 暦 1500 年 か ら 止800 年 に か けて の

　　　 ヨ
ー

ロ ッ パ 」 （Vg1．　UZG ，
　S．103）の

、 そ れ も く黄昏〉に 、 親友 ヘ ル ダ リ
ー

ン や シ

　　　 ュ レ ー
ゲル 弟 を論 争相 ？ とし て 生 きた、 ま さに 〈藝術に 酔 え る 〉若 きシ ェ リン

　　　 グ と 、 そ の よ うな 日々 は 夢想す る こ と しか で きな い ヤ ス パ ー ス （そ して 我 々 ）

　　　 との 、決 定的 な 隔た りが 存 在 して い る 、 とい うこ とな の で あ ろ うか 。

（16）　 カ ン トは ヤ ス パ ー
ス に と っ て 、 オ ル ガ ノ ン とい う個別論 にお い て も、哲 学す る

　　　 こ と全体 に お い て も、非常 に強 い 影 響 を及 ぼ した 哲 学者で あ る とい うの が 本 論

　 　　 者 の 見 解 で あ る。 こ こ で
一

点 だ け示 唆 し て お く。 「オ ル ガ ノ ン は 、認識 を拡 張

　　　 す る た め で な く評 価 し是 正 す るた め しか 役 立 た ない 」 （カ ン ト 『論 理 学 講 義 』

　 　　 序 論 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東 洋 大 学大 学 院 ）
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