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限界状況 に つ い て

橋　本　富　清

　ヤ ス パ ー ス は 、 対 象 的 な もの と な る現象 と して の 自己 存在 を 「現存在 」、 自

己 の 根源 に つ い て は 「実 存」 と して 区別 し
、 〈現存在 と し て の 私〉が

、 あ る状

況 の なか で 、 状況内存在 と して 「実存」 へ と飛躍す る とき 、
「可能的 実 存」 と

して の 佇 まい をみ せ る とい う。 こ の とき 、 現存在 と して の 私 を 、 実存 へ と飛 躍

させ る契機 とな る もの が 、 ヤ ス パ ー
ス が 示 す 「限界状 況 （Grenzsituation）」で あ

っ て 、 限 界 状 況 にお け る経験 は 、 貴重 な示 唆を 私 た ち に 与 え て い る 。

　私 が 限 界状況 を知 っ た の は 、
2000 年 の 父 の 死 に直 面 して 、 死 を 受容 す る経験

を得 た こ とに よ る 。 人 間 は 万 能 で は な く 、
い つ か は 寿命 を終 え る存在 で あ っ て 、

病気 に な る こ とや 死 を迎 える こ とは 、 人 に とっ て避 け る こ とは で きな い もの で

あ る 。
しか し

、 病 気 に な っ た 時点で
、 生 きなが らに して 存在 は 沈黙 させ られ て

しま う。 死 を受容す る過程で 、 病気が本人 の 過失で は な か っ た と して も 、 社会

的 に は死 とみ な され る現 実 に 、
い か に健 康で あ る こ とや 、 命 が 続 くこ とが行為

の 前提 と され て い る の か を知 る こ と とな っ た 。

　生 と死 の 淵 に 立 た され た 父 の 慟哭 の 叫び は 、 魂 に残 響す る 。 そ して 、 死 を迎

え た の ち 、 深 夜 に訪 れ る静寂か ら我 に 返 っ た とき 、 ふ と 、 死 の 事実 を思 い 知 ら

され 、 言 い よ うの な い 虚 脱 感 に襲わ れ て 、 そ の 虚 し さ を振 り払 うた め に 、 生 前

の 礼状 と称 し て 、原 稿 用紙 で 何 十枚 も父 へ の 手 紙 を書 い て み た り した が 、 心 を

落 ち 着 かせ る こ とは で きなか っ た 。 こ の 時期 、 い ろい ろな書物 を手 に して み た

が 、 そ の な か で 、 ヤ ス パ ー ス の 『哲 学入 門』 との 出会 い は 、 慰 め とな っ て 、 私

の 魂に 舞い 降 りて きた の で あ っ た 。
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　『哲学 入 門』 を機 縁 と した 私 の ヤ ス パ ー ス 思想 へ の 旅 路 は 、 ま だ 、 始 ま っ た

ば か りで あ る 。 だ が 、 限界 状況 とい う状 況 に 己 を埋 没 させ た 時間 は 、 ヤ ス パ ー

ス の 唱 え る 限界状 況 を 、 問題 意識 と して 私 の な か に 芽生 え させ る こ と とな っ た 。

な ぜ 、 ヤ ス パ ー ス は 、 限界状 況 を 自身の 哲学上 の 課 題 と し て 取 りあ げた の だ ろ

うか 。 例 えば 、 日常 的な言 明 に戻 っ た とき、 私た ち に と っ て 、 限界状 況 とい う

状況 が い つ か訪 れ る もの と想 像す る とした ら、 限界状況 とい う概念 は、 色褪 せ

て い く よ うに思 え るか らで あ る 。 ヤ ス パ ー ス が 、 限 界 状況 に つ い て 考察 を試 み

た 理 由 とは 何 で あ っ た の だ ろ うか 。 以 下 に 、 ヤ ス パ ー
ス の 著書 を紐解 い て み た

い と思 う。

　1919年 に発 表 され た 『世 界観 の 心理学』 に お い て 、 限界状 況が登 場す る が 、

そ こ に は 、 ヤ ス パ ー ス 思想 を 知 る うえ で の 興味深 い 記述 が み られ る 。 『世界観

の 心 理 学 』下 巻 の 「第三 章 精神 の 生 」 にお い て
、

「二 諸々 の 限 界状況 」 の 叙

述 に 取 りか か る前 に 、
「一 諸々 の 評価 と価値表」 で 、 価値に つ い て 触 れ なが ら 、

最 高善 の 問題 を取 りあ げて い る。 価値破 壊 と価値の 生成 の 抑制は 、 あ らゆ る個

別 的状 況 に よ っ て 経験 され る もの で ある が 、 ヤ ス パ ー
ス は 、 こ の 現象 を超 えて 、

「決 定的 、 本 質 的 な状況 」 を指 し示 す 。
こ の 「決 定的 、 本質的 な状 況 」 は 、

「人

間そ れ 自体 と結 び つ き、有 限 な現存在 と共 に必 然的 に 存在 」 し、 「主観
一
客観

一

分 裂 」 に お い て 、 「どこ で も感 じ られ 、 経験 され 、 思惟 され る 状況 」 の こ とで

あ っ て 、 ヤ ス パ ー
ス に よ っ て

、 限界状況 と名付 け られ る こ とに な っ た 。

　 ま た 、 限界 状況 が 生 じ る要件 と し て
、 『現 代の 精神 的状況 』に お い て は 、

「国

家や精 神 お よび 人 間存在そ の もの 」 が描 き出 され 、 大衆社 会 の 成 立 や技 術 的 な

集団秩序 の な か で 、 諸々 の 現存在が 限界 を感 じて 抱 く不 安 に よ っ て 、 〈人 間 で

あ る こ と〉、 〈人 間は 何 に な り うる の か 〉 とい っ た 問い か け が は じま る と述べ ら

れ て い る 。 こ こ に い た っ て 、 ヤ ス パ ー ス の 限界状況 は 、
「主観

一
客観

一
分裂」 と

い っ た 静的 な分析 か ら 、
「無 の 空 虚 の うちで 自由で あ る」 とい う動 的 な分析 へ

と置 き換 え られ る こ とに な り 、
「人 間 は 自分自身 を通 じ て し か 超越 者に 達 し え

ない 」 とい う真 理 に到 達す る の で あ る 。
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　 さて 、 『世界観 の 心 理 学』に お い て 見 い 出 され た 限界状況 で あ っ た が 、 ヤ ス

パ ー ス 思 想 を考察す る場合 に忘れ て な らない の が 、 ヤ ス パ ー ス 思想 の 特徴で あ

ろ う。 言 うま で もない こ とだ が 、 ヤ ス パ ー
ス は 、 精 神病 理 学 とい う医 学の 立 場

か ら思惟 の 歩 み を始 め たた め 、 ヤ ス パ ー
ス 思想 は 、 極 め て 、 科 学的 な手 法 を取

っ て い る 。 そ の た め、 現象 を客観 的 に記 述す る とい う叙 述 の 形 式 が 随所 にみ ら

れ 、 前 掲 し た 『世 界観 の 心 理 学 』に お い て も 、 「二 諸 々 の 限 界状況 」 の 叙述 を

す る前 に 、 「一 諸 々 の 評 価 と価値 表」 を用 意 して 、思惟 に 客観性 を持 たせ よ う

と して い る よ うに 、 ヤ ス パ ー
ス の 限界状況 に は 、 ヤ ス パ ー

ス な らで は の 意図 を

うか が うこ とが で き る 。

　 こ の こ とか ら 、 ヤ ス パ ー ス 批判 と して よ く聞か れ る 、 全体性 に 欠け 、 抽象的

で あ る とい う指摘は 、 ヤ ス パ ー ス 思想の あ る側 面 に つ い て の 解釈の 仕 方 で あ る

と思 え る が 、 ヤ ス パ ー
ス 思想 を1Eし く理 解 して い な い

。 ヤ ス パ ー
ス が 、 精 神病

理 学 と い う医学の 立 場 か ら思惟 の 歩み を始 め た こ とに よ っ て 、 主 訴 を聞 い て 、

現 象 を 正 確 に 記 述 す る とい う医療現 場 の 手 法 を 取 り入 れ て い る こ と を 、 ヤ ス

パ ー
ス 思想 の ひ とつ の 要素 と して 顧 み る べ きで あ ろ う。 状 況 を重 ん じ るヤ ス

パ ー ス 思想 に は 、 人 間 の 観 察 に優れ 、 状況 を客観的 に分析 しよ うとす る叙述 が

み られ るが 、 こ の こ とか ら 、
「状 況 内存在」 と して 、 現 象は 主観的で もあ り客

観的で もあ る た め に 、 全 体性 とい う括 りを拒否 せ ざる を 得 な い ヤ ス パ ー ス の 主

張が 明 らか に な っ て くる と考え られ るの で あ る 。

　 これ まで 、 ヤ ス パ ー ス の 限界 状況 に つ い て 述べ て きた が 、 私 が 、 ヤ ス パ ー ス

の 『哲学 入 門』を読 む こ とに よ っ て 死 を受容 した よ うに 、 ヤ ス パ ー ス 思 想 に は 、

実存 へ の 歩 み を伴 っ た 、 不 思議 な沈 静 さが 隠 され て い る こ と を否 定す る こ とは

で きない で あろ う。

　なぜ な ら 、 先 に 挙げた よ うに 、 ヤ ス パ ー
ス の 状況 へ の 視点 の 取 りか た に よ っ

て
、 次 の こ とが 立 ち現 れ て く るか らで ある 。 す な わ ち 、 現 存在 秩 序 の 破 綻 に よ

っ て 、 〈現存在 と して の 私 〉 は 、
「主観 一客観

一
分裂」 の 状 態 と な っ て しま い

、

「無 の 空 虚 の うち で 自由」 と な るの で 、
「人 間 は 自分 自身 を通 じて し か 超 越者 に
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達 し え ない 」 とい う真 理 の 存在 で あ る 。 こ こ で 、 状 況 に つ い て 、 ヤ ス パ ー
ス の

次の よ うな
一
節が あ る の で 、 引用 し て み た い 。

「あ る状 況 を 目に とめ る こ と は 、

そ の 状況 の 主人 とな る初 め で あ り、 状 況 を眼 中に とらえ る こ とは 、 も うす で に

ひ とつ の 存在 を闘 い 取 ろ うとす る意志 で あ る 。 私 が 現 代 の 精神的状況 を探求す

る とき 、 私 は
一 個 の 人 間 で あ ろ うと し て い る」 とは 、 『現 代 の 精神的状況』に

お ける 叙述 で あ る 。

　 そ して 、
こ の よ うな 状況 へ の 視 点 を基 に して 、 ヤ ス パ ー

ス の 限界 状況 は 、

「私 の 現 存在 が実存 で あ る の で は な く 、 人 問は 現 存在 に お い て 可 能 的 実存 で あ

る」 とす る 、 実 存 へ の 考 察 へ と繋 が れ て い く 。 ヤ ス パ ー
ス に よれ ば 、

「可 能 的

実存」 は 、
「世 界 と実存 は 緊張の うち に あ る」 こ と を前提 と して い る の で あ る

が
、 〈現存在 と して の 私 〉は 、 限界状況 を抜 け出る と きに 、

「一 気 に 、 ひ と跳び

に 、 急 激 に 」 飛躍 を行 ない
、 こ の とき 、 実存は 、 歴 史的な代理 不 可能な仕方で 、

充実 され る とい うの で あ る 。
こ こ で 、 注 目す べ き こ と と して は 、 死 の 受容 につ

い て 、
「実存は 、 他人 の 死 を介 して 、 超越者 の 中に住 ま うよ うに な っ た 」 と述

べ られ て い る よ うに 、 ヤ ス パ ー ス の 限界 状 況 が 、
「限界 」 とい う状 況 を通 じて 、

内在的 で あ りなが ら も 、 超越 者の 存在 を意識 して い る点 で あ ろ う。

　『哲学入 門』で み られ る よ うに 、 限界状 況 を 中心 と した ヤ ス パ ー ス の 語 りは 、

私 た ち に 、 あ る 沈静 さを与 えて い る 。 父 の 死 は 、
「死 に よ っ て 破壊 され る もの

は 、 現 象で は あ っ て も 、 存在そ の もの で は ない 」 とい うヤ ス パ ー ス の 語 りに よ

っ て 、 私の 中に実存 と し て 屹 立す る こ とに な っ た の で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ヤ ス パ ー ス 協会会員 ）
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