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　　　論理 と体験 と
ヤ ス パ ー

ス の 包 括者論 を め ぐ っ て 一

福 　井 　
一

　光

　
一

般 に 「包括 者 」 （das　Umgreifende）とい う哲学用 語 は 、ヤ ス パ ー
ス の 『理 性

と実 存』 よ り本 格 的 に 使 用 され る よ うに な る概 念 とい わ れ 、 特 に こ の 包 括者 論

の 展 開 、 及 び こ れ と深 い 関係 に 立 つ 理 性 論 の 展 開 を も っ て 、 彼 の 哲学 を前期 哲

学 か ら後期 哲学 に 分け る とい う整 理 の っ け 方 が 用 い られ て い る 。
し か し

、
こ う

した
一

般 的理 解 に異議 を称 える 見解 も 、 む し ろ ヤ ス パ ー
ス を 専門 とす る研究者

の 問か ら 、 却 っ て ヤ ス パ ー
ス の 文 献 に 詳 しい が故 に披瀝 され る こ と も 、 少 なか

らず あ る 。 こ う し た人 士 は 、 例 え ば 『哲 学』（3 巻本 ）に 現 れ た
“

umgreifenden
”

や
“

Ubergreifenden
”

や
“

umfassenden
”

とい う言 葉 の 使 用例 や 、 『運 命 と意 志 』

の 中で 「包 括 的 な る もの 」 を暗示 す る 海 の 事 例等 を も っ て 、 ヤ ス パ ー ス が 前 期

か ら包 括 者論 を発 想 し て い た とい っ た 議論 を展 開す る 。 ま た 、 該 博な 知 識 を有

す る 人 士 ほ ど、果 て は 『華厳 経』 の 海 の 記述 等 を引 き合 い に 出 して 、 あ た か も

仏 教 と彼 の 包 括者 論 が 同
一

で あ る か の 如 き主 張 を 口 に す る 。

　 し か し 、 包 括 者論 を議 論 す る場合 、 少 な く とも 、
a ．論 理 との 関係 、

　 b ．理

性 との 関係 、 そ して c ．超越 者 との 関係 を議論 す る こ とは 、 欠 くべ か ら ざる要

点 で あ る と同 時 に 、 彼 の 包 括者 論は 、 や は りキ リス ト教 と近代 哲 学 の 伝統 の 中

で 考 え られ た も の で あ り、 そ の 諸 点 を考 察 の 埒外 に お い て 、 若 干 の 言 葉 の 使 用

例 や個 人 的 な体験 の 例 を引 き合 い に 出 して こ の 問題 を論 じ切 る の は 、 あ る種 の

危 うさが つ き ま と う よ うに 思 う。 因み に 、 ヤ ス パ ー ス と似 た よ うな海 へ の 直観

で あ れ ば 、 華厳 経 を始 め とす る 、 比 較 的容 易 く散 見 出来 る 仏 教 の み な らず ウ ォ

ル タ
ー ・ペ イ タ

ー
の 文 学や イ ス ラ

ー ム 神 秘主 義 の 文 献 の 中 に も捜 す こ とが 出 来

る 。

　 さて 、 全 て に わ た っ て 取 り扱 う講演 時 間上 の 余裕 が なか っ た の で 、論 理 の 問
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題 と超 越者 の 問題 に し ぼ っ て 、 ヤ ス パ ー ス の 包括 者論 の 独 自性 に っ い て 際立 た

せ て み る こ と が 、 今回 の 講 演 の 主題 で あ っ た 。

　 ヤ ス パ ー ス が 包括 者 論 を説 くに 至 る 理 由 に は 、
一

つ 論理 の 問題 が ある 。
し か

し 、 こ れ に つ い て の 彼 の 記 述 は 、終 始、現 存在 ・意識
一
般 ・精神 ・実存 e世界 ・

超 越 者 とい っ た 概 念 を用 い て 、 そ の 関係構 造 をか な り対比 的 乃 至 図式 的 に 説 明

す る傾 向 が 強 い と こ ろ か ら、 こ う した 概念 を用 い て 説 明 し よ うとす る ヤ ス パ ー

ス の 意図 は 、 承 服 出来る もの の
、 そ の 論証 の 仕方 に つ い て は 、 以 前 か ら私 は

、

相当不満 が あ り 、 も う少 し こ れ らの 諸相 の 内面 的連関 とい うか 、
こ れ を私 た ち

「人 間 （実 存） の 経験 の 諸 相」 と し て 詳 らか に す る 必 要 が あ る と考 えて きた 。

ま た 、 彼 が 『理 性 と実存 』 以 降 、包 括者 とい う絶対者 に対 す る概 念 を新 た に 獲

得 し た に も拘 わ らず 、 何 故 最後 ま で 超 越者 とい う絶 対者 に対 す る 概念 を廃棄 し

よ うと し な か っ た の か 、 そ の 独 自性 こ そ 、 体 験 に 根 差 し た彼 の 哲 学の 現 実観 と

真 骨 頂 が あ り、 こ う した 考察 か ら、彼 の 包 括 者論 が 哲 学 史上 単 な る
一

元 論 で も 、

ま た 多元 論 で も ない 、 現象 に 対 し て 常 に 開 きっ つ 、 そ の 諸 現象 を 統合 す る原 理

を何 とか 見 出そ うとす る可 能 性 を も っ た 思索 で あ る こ とを指 摘 し よ うと し た 。

最後 に 、
こ う した 議 論か ら、das　Umgreifende の 訳 語 とし て は 、 「包越 者 」 で は

な く ［包 括者 」 が 適 当で あ る こ と を論証 し よ うと した 。

　 な お 、 本 講 演 の 中心 的 部分 は 、 『理 想 』 （671 号 ／ 2003 年 8 月 25 口発 行 ） に 誌

上 発 表 され て い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（鎌 倉女 子 大 学教 授 ）
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