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JohnLippitt"HumourandIronyinKierkegaard'sThought"

に つ い て の ノ ー ト

山 内 清 郎

筆 者 は、 ア イ ロニ ー(irony)や ユ ー モ ア(humour)と い っ た概 念 を 伝 達 の術(art)と

して捉 え る こ とが で き るの で はな い か、 との視 点 か ら、 キ ル ケ ゴ ー ルの 著 作 の再 読 を 試 み て

い る。 そ の 際 、 念 頭 に は ク リマ ク ス と い う仮名(pseudonym)(Dに 託 され 著 され た キル ケ

ゴー ル の 『哲 学 的断 片 へ の結 び と して の非 学 問 的後 書 』(1846)の 一 節 が あ る。

ク リマ ク スは 自 らが ユ ー モ リス トで あ る と繰 り返 し述 べ 、 ユ ーモ リス トと は 「不 断 に 〔中

略〕 神 の観 念 を、 別 な何 か と組 み 合 わ せ て は矛 盾 を か も し出 し(bringoutthecontradic-

tion)は す るが 、 自 らは(厳 密 な意 味 で の)宗 教 的 情 熱 に浸 り神 に 関 わ ろ う と しな い。 彼 は

自己 を変 じて、 こ の全 て の転 換 の た あ の ふ ざ けて い な が らか っ 意 味 深 長 な通 過 地 点(jest-

ingandyetprofoundtransitionarea)に な ろ う とす る」(2)者 の こ と だ、 と言 う。

実存 哲 学 の コ ンテ キ ス トを い った ん離 れ素 朴 に この文 言 を読 む な ら、 そ こで い くっ か の 問

い が 思 い浮 か ぶ 。 な ぜ ク リマ ク ス ー キ ル ケ ゴー ル に よ って仮 構 さ れ た ひ とつ の ペ ル ソ ナ

は、 ふ ざ け るユ ー モ リス トに転 じな くて はな らな い の か。 彼 は真 実 な こ とを 真 実 に語 っ

て はい けな いの か。 また こ こで言 わ れ る 「ふ ざ け」 は単 な る気 晴 ら しの よ うな意 味 で の ふ ざ

けな の か 。 も しそ う な ら 「ふ ざ けて い な が らかっ意 味深 長 な」 の意 味 深 長 が ど こ に生 まれ る

のか。

こ う した こ と に頭 を悩 ま して い る と こ ろに登 場 した の が ジ ョ ン ・リ ピ ッッ の著 書 『キ ル ケ

ゴール の思 想 にお け るユ ーモ ア と アイ ロニ ー」 だ った。 そ の書 き出 しに は 自分 の仕 事 を人 前

で発 表 す る度 にく よ く聞 か れ る とあ る。 「キ ルケ ゴ ー ル とユ ーモ ア?そ う は言 って も、 あ の通

り彼 は陰 笹 じゃ な いか?」(1)

この問 い か け は ク リマ ク スの ユ ー モ アの ふ ざ け に着 目す る筆 者 に と って も無縁 で はな い。

とな る と この リ ピ ヅッ の著作 を消 化 せ ず に はおれ な い。 この ノ ー トの 狙 い は、筆 者 が と る立

場 との 関係 か ら、 す な わ ち先 に掲 げ た よ うな い くつ か の 問 いが 生 じて くる源 泉 とな って い る
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筆者の(ク リマクス経由の)キ ルケゴールへの関心から、 リピッツの著作を概観 し、その論

旨と筆者自身との間の距離を測ることにある。

***

リピッッの著書の目次は次の通り。ただここでその全てを概観することは到底できない。

差 し当たっての筆者の関心からすると、第2章 と第4章 がその主たる位置を占あることにな

ろう。

第1章 序

第2章 錯覚 と謁刺 調刺家としてのクリマクス

第3章 モラル ・パーフェクショニズムと範例

第4章 ユーモ リス トとしてのクリマクス

第5章 喜劇的なものと実存領域

第6章 想像、「変容するヴィジョン」、喜劇的なもの

第7章 喜劇的なものの正当性

第8章 アイロニーと主体的に思惟する者

第9章 ユーモリスト、宗教、徳

〈第1章 序〉

先の 「陰鯵ではないか」との疑念が リピッツに投げかけられるのは、彼が 「キルケゴール

の思想 において喜劇的なものが肝要なテーマである」(1)と の前提か らキルケゴールの読

解 を進めるからなのだ。 『後書』 はキルケゴールの著作の中で も特に哲学的に重要なテキス

トと見なされるのだが、そこでもやはり喜劇(comedy)が キーになるとリピッッは言う。

リピッツからすれば、それにもかかわらず 「喜劇的なものの一形式としてのアイロニーや

ユーモアや謁刺 は、倫理的また宗教的な伝達においてどのような役割を果たすのか?倫 理的

また宗教的な自己変容(評 判のかんばしくないキルケゴールの 「飛躍」概念)に おいてはど

うか?セ ンス ・オブ・ユーモア ほとんど世界中で望ましい性格特性、 贋 くひとには欠

けているものとして認知されている はまた真正な徳であり得 るのだろうか?」(1)と

いった問いはキルケゴール研究で、 これまで中心的に追求されたことはなかった。(中 心的
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に追 求 され な い こ との典 型 に は例 え ば 『後 書 」 で の 「ア イ ロニ ー」 や 「ユ ー モ ア」 が 「境 界

領 域 」 と して片 づ け られ て しま う とい った事 態 が あ る。)

リ ピ ッ ッ の論 じ よ う とす る の は、 『後 書 』 で 喜 劇 的 な もの が 果 た す 役 割 、 そ して そ れ が

「間 接 伝 達 」 概 念 に もた らす 新 た な道 筋 だ け に限 られ な い。 ユ ー モ リス トで あ る ク リマ クス

の手 で 著 され た とい う こ とに注 意 を向 けな い な らど う して も失 わ れ て しま う 『後 書 」 の メ ッ

セ ー ジが もって い る ニ ュ ア ンス もま た研 究 の対 象 な の だ(2)と い う。

こ う した こ とが まず 冒 頭 で述 べ られ 、 続 けて本書 全 体 の構 成 の概 観 そ の他 が示 され る。 こ

こで は リ ピ ッッ に よ る概 観 を た ど る こ とを せ ず、 さ っそ く第2章 以 降 の論 述 を 見 て ゆ く こ と

にす る。

〈第2章 錯覚 と誠 刺 誠 刺 家 と して の ク リマ クス〉

キ ル ケ ゴー ル(仮 名 ア ンチ ・ク リマ ク ス名義)の 『キ リス ト教 の修 練 』(1850)か らの 引

用 で この章 は幕 を開 け る(12)。 この章 の キ ー とな る間接 伝 達(indirectcommunication)

にっ い て述 べ られ た箇 所 であ るの で、 少 し長 くは な るが こ こに もそ の ま ま引 用 す る。

間 接 伝 達 は、伝 達 を二 重 化 す る際 の伝 達 の術(art)と な り得 る。 そ の術 は、伝 達 者(com-

municator)で あ る 自分 を誰 で もな い者(nobody)す なわ ち純 粋 に客 観 的 な もの と化 し、

そ して質 的 に対 立 す る二 つ の もの を絶 えず 統 一 して い こ う とす る こ と に存 す る。 これ が何 人

か の仮 名 著 者 か ら伝 達 の二 重 の反 省(double-reflection)と 呼 び な らわ され た もので あ る。

例 え ば 、 ふ ざ け(jest)と 真面 目(earnestness)と が弁 証 法 的 な結 び 目 を形 づ くる よ う に

結 び 合 わ さ れ て い る そ の うえ伝 達 者 自身、 誰 で もな い者 に な って い る 一の は間接 伝

達 で あ る。 この種 の伝 達 に関 わ りを も と うとす る者 が あ る な ら、 そ の人 は 自分 で この 結 び 目

を解 か ね ば な らぬ。(3)

キ ル ケ ゴ ー ルで よ く知 られて い るの は、 ヘ ー ゲ ル や ヘ ー ゲ ル 主 義 者 に 向 け られ た 冗 談 を

言 った こ とで あ る。 確 か に これ は、 キ ル ケ ゴール の時 代 に広 く行 き渡 って い た ヘ ーゲ ル 的諸

前提 が も って い る脆 さを 白 日に曝 す た め の もので もあ った が、 しか しそ れ以 上 に わ た した ち

自身 「反 省 とい う病diseasesofreflection」(13)倫 理 的 ま た宗 教 的 な 内面 性 へ 向 か

う力 に と って 脅 威 と な る よ う な仕 方 で 「客 観 的反 省 」 を 誤 っ た 形 で適 用 して しま う こ と
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に陥 り易 い とい うの が 『後 書 』 で の 中心 的 な テー マ な のだ と い う。

ク リマ クス の ヘ ー ゲ ル主 義 へ のか らか い に含 まれ て い る の は、 まず そ う した 反 省 の 「自 己

の忘 却self-forgetfullnes」(14)に 向 け られ た か らか い な の だ。 「後 書 』 で 最 初 に登 場 す る

具体 的 な調 刺(satire)は 次 の よ うな もの で あ る。

自分 が 本 当 の キ リス ト者 な の か どうか 思 い悩 む 男 。 そ の妻 は彼 を この よ う に た しな め るか

も しれ な い 。 「ど う して そん な 妙 な考 え をす るの?自 分 が キ リス ト者 で な い なん て。 だ い た

い あ な た はデ ンマ ー ク人 で す よ ね。 地 理 の本 に も書 い て あ るで し ょ、 デ ンマ ー クで はル ター

派 の キ リス ト教 が 主 た る宗 教 だ って」④。

こ こ に既 に 「わ た した ち はみ な キ リス ト者 で あ る」 とい う大 前 提 が組 み込 まれ て い る こ と

が 忘 却 され て い る。 この妻 が ヘ ー ゲ ルを耳 に した こ との有 無 にか か わ らず 、 彼 女 はヘ ー ゲ ル

的 に も のを 考 え て い る。 つ ま り、 こ こで の 内面 性 に関 わ る 「主 体 的」 問 い 自分 が キ リ

ス ト者 で あ るか 否 か 一 を、 全 体 性 あ る い は国 家 や社 会 とい った考 え に結 び っ け 「客 観 的」

な問 い に転 じて しま って い る。

こ の調 刺 の 要 点 は二 っ。 一 点 目 は、 「ヘ ー ゲ ル 的」 な もの の見 方 一 種 の 自己 の 忘 却

が 、 当 時 の デ ンマ ー ク社 会 の イデ オ ロギ ー的 な反 映 で あ る とい う こと。 ま た それ 以上 に

重 要 な の は、 二 点 目 に、 ク リマ クスが この言 葉 を特 定 の個 人(person)の 口 か ら言 わ せ て

い る と い う点 。(こ の男 や その 妻 の他 に は、 ク リマ クス が描 き出 した、 自 らを純 粋 に思 弁 的

思 考 と化 す た め に、 生 きて い る と い う事 実 を忘 れ て しま っ た者 や 、 「永 遠 の至 福 」 を 「客観

性 」 の土 台 に もと あ よ うとす る 「思 弁 的 に思 惟 す る者speculativethinker」(5)の 例 を リ

ピ ッツ は取 り上 げ る。)

特 定 の個 人 に お い て の、 この 「主 体 的」 問 い と 「客 観 的 」 問 いの 間 で の(ま た 「永 遠 の 至

福 」 を 「客 観 性 」 に求 め る ことの)不 調 和 や 姐 齢 が喜 劇 的 な もの を よぶ。 そ して ク リマ ク ス

は、 わ た した ち に は この不 条 理 を笑 う権 利 が あ る と主 張 す る。 しか し、 これ は何 も思 弁 が 人

間一 般(hunianingeneral)を 問 う こ とを忘 れ た た めで はな い。 わ た した ち、 あな た や わ

た しや 彼 と い っ た各 々 が 人 間 で あ る とい うの が ど う い う こ と な の か を 思 弁 が 問 うこ とが な

か った た め で あ り、 その こ とが 「誤 った前 提 で はな く、 喜 劇 的 な 前 提 に立 って い る」(6)こ と

と して ク リマ ク スに よ って言 い表 され る。

で は、 そ う した前 提 を な ぜ単 に誤 解 と言 わず 、 喜 劇 的 な もので あ る との言 い方 で非 難 す る

のか 。 誤 りを 誤 り と呼 ん で はい け な いの か。 ま た ク リマ クス は ヘ ー ゲ ル主義 的 な 見方 に そ な

わ る忘 却 を 、 そ の無 責 任 さゆ え非 難 され るべ き もので あ る と も言 うが 、 そ う した 場 合 に、 単
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純 に誤 りや混 同 を指 摘 す るだ けに はで きな い よ うな、 い っ た い何 を 喜 劇 的 な ものが や って の

け られ ると い うの か。(18-9)

ク リマ ク ス は そ こに間 接 伝 達 の一 形 式 と して の喜 劇 的 な もの の必 要 性 を示 す。 それ が 必 要

に な る理 由 は、 道 徳 的 な憤 激 や 「倫理 的 カ テ ゴ リー を も って客 観 性 へ の傾 向 に正 面 か ら突 入

す るな ら、 そ れ は間違 い で あ り、 的 を外 す こと にな る。 とい うの は、 そ こで攻 撃 され る もの

との 間 に何 も共 通 す る ものが な いか ら」(7)なの だ(19)。(こ の 的 を得 て い るか外 して い る か

と い う こ と、 これ は伝達 に関 す る事 柄 で あ る。)

しか し この 喜 劇 的 な もの の必 要 性 に関 して 取 り組 む に は、 まず そ れ に先 立 って 「間接 伝

達 」 の何 た るか が 明 確 に描 け な くて は な らな い。 キ ル ケ ゴー ル が 自身 の 著 作 活動 へ残 した コ

メ ン トに次 の よ うに あ る(20)。

伝 達 しよ うと す る事 柄 か ら直接 に始 め るの で はな く、 相 手 の人 の錯 覚(illusion)を 確 か

な元 手 と して受 け取 る こ とか ら始 め る。 〔中 略〕 わ た しは キ リス ト者 だ、 あな た は キ リス ト

者 で は な い、 と こ うい う風 に は始 あ な い。 また こ うで もない 、 わ た しの 言 い述 べ た い の はキ

リス ト教 だ、 だ が あ な た は美 的 な カテ ゴ リーの 中 で生 きて い るだ けだ 、 と。 そ うで は な い。

次 の よ うに始 め るの だ。 さ あ一緒 に美 的 な もの の話 を しよ うで はな いか 。 ただ 宗 教 的 な テ ー

マ に た ど り着 く こ とだ け考 えて 、 こ う話 をす る と ころ に欺 き(deception)が 存 す る。(8)

こ う した欺 きが 、 どの よ うに先 のヘ ー ゲ ル主 義 的 な もの に 向 け られ る の か。 この 間 接 伝 達

は一 見 す る と例 の ア ン チ ・ヘ ー ゲ ル 的 な 調 刺 一 先 の 調 刺 は全 く直 接 的 で は な か っ た か

に当 て は ま らな い よ うに見 え る。 しか し、 この ク リマ ク ス の著 作 の聴 衆(audience)

は誰 か 、 と い う問 いが こ こで は肝 要 に な る。 哲 学 へ の好 み を も った読 者 が これ を読 ん で い る

ので は な い のか 。(集 中力 を要 求 す る 『哲 学 的 断片 』(1844)と い った著 作 の後 書 と い う形 態

を と り、 ま た そ こで も同 種 の哲 学 的 な議論 の や り口が続 け られ て い る 『後 書 』。)

思 弁 的 哲 学 を攻 撃 しよ う とす る著 作 が 外 見上 、 思 弁 的哲 学 の著 作 に見 え る。 これ は(ク リ

マ ク ス経 由 の)キ ル ケ ゴール の 「欺 き」 の 技術 に な って い る と言 え るだ ろ う。 思 弁 的 哲 学 と

ユ ー モ ァ、 集 中 を要 す る議 論 と喜 劇 的一 場 の奇 妙 な混 交 。 これ が読 者 に 自分 自身 を、 そ して

自 らの錯 覚 を考 え るよ うに強 い るの だ(20-1)と い う。

この 間接 伝 達 の説 明 を もと に して、 序 に も掲 げ られて いた 問 い、喜 劇 的 な もの が そ の場 面

で の 一形 式 と して どの よ うに機 能 す るの か、 との 問 い に 向か うこ と にな る。
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笑 い に そ な わ って い る、(そ の場 で の)支 配 的 な考 え ・世 界 観 に あ る隠 さ れ た 弱 み を明 か

す働 き、 っ ま り 「非 論 述 的 な解 放non-discursivedismissal」 が 、 ク リマ クス の もた らそ

う とす る効 果 で あ る(21)と い う。 ク リマ クス の場合 の支 配 的 な世 界 観 は デ ンマ ー ク のヘ ー

ゲ ル主 義 で あ った 。

ク リマ ク ス は ま た ヘ ー ゲ ル主 義 につ い て、 そ の 用 語 で語 って しま う こ と、 あ ま りに そ ば

に に じ り寄 る こ との 危 険 もわ きま えて いた。(「体 系 」 は誰 もか も吸 い込 む手 立 て を も って い

る。)そ こ で は喜 劇 的 な もの こそ が有 効 な武 器 にな る(22)と い う。

ただ 、 そ う した笑 いを 用 い る ク リマ ク スの調 刺 は倫 理 的 に疑 わ しい もの で はな いか、 とい

う反 論 が あ が るか も しれ な い。 しか し、 ク リマ クス の へ 一 ゲル 主義 者 へ の 態度 は 「尊 敬 に満

ち た侮 りrespectfulcontempt」(23)な のだ 。 彼 はヘ ー ゲ ル の知 力 を尊 敬 し賞 讃 し もす る。

ただ し、 そ の 「体 系 」 の 内 面 性 へ の誤 っ た適 用 を心 配 す る。 ヘ ーゲ ル主 義 的 な 自己 の忘 却 が 、

倫 理 的 一宗 教 的 な ものか らの 「回 避evasion」(23)の 一 形 態 、 「自己 に な る」 と い う難 しい

課 題 へ の直 面 を忌 避 す る こと に も な って い る とい う点 で、 それ に向 け られ た 謁 刺 が正 当化 さ

れ ると い う。

ま た この とき 同 じ く重 要 な の は、 現 代 の読 者 で あ るわ た した ち に と って、 「我 らus」 に敵

対 す る 「彼 らthem」 と して ヘ ー ゲル主 義 者 の こ とを考 え るの は い と も容 易 い と い う こ と。

わ た した ち の この容 易 さ か ら逆 に照 ら し出 さ れ るの は、 まず 当 時 の学 界 や 教 会 、 学識 あ る者

の社 交 で の ヘ ー ゲ ル主 義 の影 響 の大 き さ、 そ して 『後 書 』 の読 者 は 「ヘ ーゲ ル 主 義者 」 や そ

の 類 だ った と い う こ と。 だ が そ れ に も増 して 重 要 な の は(現 代 の 、 こ う した議 論 を して い

る)わ た した ち 自身 も また一 一 直接 ヘ ー ゲル主 義 者 で な い に して も 「反 省 とい う病 」

に傾 きが ち だ と い う こ と。 わ た したち は読 者 と して 「彼 ら」 を ばか にす る よ うな 「我 ら」 の

側 に導 き入 れ られ て い るの で は な い。 ヘ ー ゲ ル主 義者 の示 す よ うな混 同 や回 避 に影 響 を受 け

やす い もの と して 自 らの 姿 を 見 るよ うせ ま られ て い るの だ(24)と い う。

ク リマ ク ス の著 作 の知 的 な読 者 に対 す る メ ッセ ー ジの 中心 は、 そ う した ひ とた ち 自身 が、

過 剰 に知 的 に な る こ とへ の(over-intellectualising)誘 い に 直面 して い る の ぢ、 と い う こ

と、 そ して 、 そ う した誘 いが 、倫 理 的 一宗教 的 な もの か らの 回避 の一 形 態 で あ る の に注意 せ

よ、 と い う こと な の だ。(他 に 「いっ か わ た しは死 ぬ」 とい う事 実 が も って い る意 義 と 「死 」

一 般 を考 え る こ とと の違 い な どの 例が 考 え られ て い る
。)

心 理 学 的 に巧 妙 な 自 己欺 隔(psychological正ysubtleself-deception)に 陥 る こ とな く素

直 に こ れ を眺 め る こ とが で きれ ば 、 わ た した ち 自身 もそ う した 錯覚 に影 響 を受 け やす い と認
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め る こ とに な る の で は な いか 。 直接 に は ヘ ー ゲル主 義 的 な 「思 弁 的 に思 惟 す る者 」 に 向 け ら

れ て い るよ うに見 え る調 刺 は、 実 はわ た した ち 自身 の現 行 の 自 己(currentself)に も向 け

られ て い るの で あ り、 そ の調 刺 は 「よ り高 き自己higherself」 ク リマ ク スの言 葉 で は

「主 体 的 に な る こ と」 と い う企 図 に よ って 目指 され る もの を創 り出 す こ とへ の支 柱 に も

な るの だ(25)と い う。

〈第3章 モ ラ ル ・パ ー フ ェク シ ョニ ズム と範 例 〉

そ うす る と ク リマ クス の提 示 した ヘ ー ゲ ル主 義者 の形 象 は 「否 定 的 な範 例negativeex-

emplar」 と して だ け機 能 して い る こ とに な らな い か。 本 章 で リ ピ ッツ は、 キ ル ケ ゴー ル が

読 者 に提 示 す る さま ざ ま な他 の形 象 ・具 体 的 な人生 の範 例 とい う考 え方 、 そ して そ の範 例 が

「よ り高 き 自 己」 に対 して も って い る関 係 につ いて 追 求 す る こ とを 目的 とす る と い う。

こ こで 筆 者 の コ メ ン トを 挟 む と、次 章 との 関 連 か ら、 第3章 は も っ ぱ ら範 例 の 否 定 的

(negative消 極 的)な もの と肯 定 的(positive積 極 的)な もの との 間 の 区別 が要 と な る。 他

に も多 くの テ ー マが提 示 さ れ て い る章 な の だ が、 この点 に つ い て決 定 的 に 関 わ る こ と以 外 は、

か な り省 略 した形 で の要 約 を提 示 す るに とど め る。

さて 、範 例 と い う もの はそ もそ もどの よ うに機能 す るの か。 範 例 が開 示 す るの は い った い

何 な の か。 範例 に対 す る、 そ れ にふ さわ しい関 係 とは ど うい った もの な の か。(27)

こ う した 問 い に答 え るた あ に、 リピ ッツ は、 まず モ ラ ル ・パ ー フ ェ ク シ ョニ ズ ム(moraI

perfectionism)の 見 解 を 素 描 す る。 ソ ロ ー や エ マ ー ソ ンへ の 考 察 か ら生 ま れ た モ ラル ・

パ ー フ ェ ク シ ョニ ズ ム とい う考 え方 が 強調 す るの は、 道 徳 的生 活 の理 論 で はな く、 道 徳 的生

活 の次 元 ま たそ の伝 統 で あ る とい う。 それ は 「魂 の状 態thestateofone'ssoul」 と呼 び な

らわ され て きた よ うな もの に 関 わ る次元 で あ り、 この次 元 は 「さ らに先 な る 自己 あ る い は よ

り高 き 自己furtherorhigherself」 「自己変 容self-transformation」 とい った もの を呼 び

求 め る(28)。(エ マー ソ ン とキ ル ケ ゴー ル に は、 こ う した 「魂 の 状 態 」、 あ るい は周 囲 の精

神 状 況 へ の批 判 の仕 方 が互 い に こだ ま しあ ってお り、 同 じ この伝 統 に属 す る と言 え る の だ と

い う。)

モ ラ ル ・パ ー フェ ク シ ョニ ズ ム の キ ー とな る二 つ の特 性 。 ひ とっ は 自己 を 「二 重 化 さ れ た

ものdoubled」 と して眺 め る と い う こ と(29)。 言 い 換 え る と、 わ た し 自身 とま た別 の わ た
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し自身 と か ら等 し く距 離 を とれ る とい う こ と。 この距 離 化 は 自分 自身 を 愛 した り憎 ん だ り、

よ く知 り、 受 け容 れ、 ま た恥 ず か し く思 った りす る能 力 の前 提 で あ り、 変 化 や成 長 や 自己変

容 に決 定 的 な役 割 を もつ とい う。(ア ンチ ・ク リマ ク スの 『死 に い た る病 』(1849)の 冒頭 で

の 自己 の定 義 「自己 と は、 ひ とつ の関 係 、 そ の 関係 そ れ 自身 に関 係 す る関 係 で あ る」 と も類

比 され得 る とい う。)

も う ひ とっ は、 自分 自身 を 何 よ り も 自 己 に と って 判 明 に(intelligible)す るの に焦 点 を

合 わ せ る(29)こ と。 これ は前章 で の(「 過 剰 に知 的 に な る こ と」 に結 び っ くの で は な く、

む しろ)「 自 己 の 忘 却 」 で の議 論 に関 連 づ け られ るので あ り、 そ う した忘 却 は こ こで は 「意

識 の堕 落corruptionofconsciousness」 と言 い表 さ れ る。 堕 落 した 意 識 は、 自身 の経 験 を

自身 の もの と して認 め る こと がで きず、 経 験 に対 して 「そ れ は… … わ た しの もの で は な い」

と言 う。

経 験 を 自分 の もの と して経 験 す るよ うに な る こ とへ の注 目か ら、 次 の対 照 が な され る(31

-2)
。 記 述(description)と 表 現(expression)。 あ る タイ プ(acertaintype)と あ る も

の(acertainthing)。 技(craft)と 厳密 な意 味 で の術(artproper)。 例 え ば、 腕 の あ る

指 物 師 が机 を っ く る と い った 場 面 で は、手 始 め に見 積 も る こ とが で き るか ど う か は、 職 人

(craftsman)と して の能 力 に 関 わ る こ とで あ る。 そ こ に は計 画 と実 行 と の 間 に 明確 な 区 別

が あ る。 厳 密 な 意 味 で の 術 に は、 そ う した前 も って の見 積 も りをな す こ とが で きな い。 そ の

意 味 で術 は表 現 と して 、 あ る もの を生 み出 す の で あ って、 タ イ プを 生 み 出す ので はな い。 わ

た しが 自分 を 表 現 す る の もこれ と同 じで 、何 か前 も って予 見 した り予 想 で き る も のを表 現 す

る ので はな い。 これ は実 行 す る現 実 の行 為 にお いて実 現 さ れ る もの な の だ とい う。(こ の こ

とは、 何 を 記 述 す る か と ど の よ う に記 述 す るか は分 け る ことが で き るが 、 何 を表 現 す るか と

ど の よ うに表 現 す るか は分 か れな い、 とい った言 い方 で も対 照 さ れ る。)

中心 的 な テ ー マ で あ る喜 劇 的 な もの との関 連 で言 うな ら、 次 の ア ナ ロ ジー 的 な指 摘 も注 記

す るに値 す るだ ろ う(32)。 コ メデ ィア ンの なす 喜 劇 的 な パ フ ォ ーマ ン ス は、 や は りそ う し

た あ る もの で あ って 、 タイ プ で は ない。 そ れ は友 だ ち に詳 し く述 べ よ う と して喜 劇 的 な瞬 間

を再 度 生 み 出 そ う と して もで きな い と きに感 じる フ ラス トレー シ ョンか ら示 さ れ る ので はな

い か。(「 そ の場 に居 合 わせ て さえ いれ ば」 「そ う した や り方 で そ の人 は話 したん だ」 と い う

決 ま り文 句 。)

自分 の経 験 を 、 こ の、 自身 の、 自己の経 験 と して で はな く、 自己 の あ る タイ プ と して認 識

して しま う こ と。 これが 、 ク リマ クスや、 そ の他 の キル ケ ゴ ール の 声 に共通 して み られ る、
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当 時 の(そ して 現 在 に も続 く)「 情 熱passion」 の欠 落 へ の批 判 の核 心 に あ る(34)と い う。

こ う した対 照 か ら、 範 例 が どの よ うに機 能 す るのか 、 と い う肝 心 の問 い に もど る。 範 例 は

何 を開 示 す るの か。 この問 い に対 す る基 本 的 な答 え に は まず 、 範 例 は よ り高 き タ イ プで は な

く、 よ り高 き自 己 を開 示 す る とい う こ とが挙 げ られ る(34)。

範 例 に対 す るわ た しの関 係 は ど のよ うな もので あ る のか 。 これ に対 す る簡 潔 な答 え と して

は、 範 例 が あ る特 殊 な恥 ず か しさ(shame)を もた らす と い う こ と(34-5)。 これ は 「英

雄 崇 拝 」 と比 較 す れ ば 明確 に な る ので はな い だ ろ うか。 例 え ば、(絵 画 の英 雄 と して の)ピ

カ ソの よ う に絵 を描 けな くて も恥 ず か しさを覚 え な い と い っ た よ うに、 彼 と競 うこ と は端 か

ら考 え な い の だ 。(こ う した過 度 の賞讃 を道 徳 的 な回 避 の一 形 態 と して 捉 え る捉 え 方 が 、19

世 紀 のパ ー フ ェ ク シ ョニ ズ ム的 な伝 統 にあ る書 物 に は広 く行 き渡 って い た と もい う。 も ち ろ

ん キ ル ケ ゴ ー ル もそ の一 人 と い う こと にな る。)

実 は本 章 の 冒頭(27)に 「だ ら しな い魂 だ け が、 か つ て絶 対 的 な 印象 を刻 ま れ た もの を放

棄 す る」(9)と い う ク リマ ク スか らの引 用 が あ ったの だ が、 この 引用 は この文 脈 で理 解 さ れ る

べ き ものだ っ た の だ。

で は、 ど の よ うな意 味 で、 ヨハ ンネ ス ・ク リマ ク ス はそ う した範 例 で あ る と言 え る のか 。

ま た、 ど う い っ た意 味 で は彼 はそ う した 課 題 に十 分 に 応 え られ て い な い の か も しれ な い

の か。(46)

リピ ッ ツ は、 こ う した 問 い に、 ヨハ ンネ ス ・ク リマ ク ス とい う形 象 に 深 く分 け入 る こ と で

答 え た い の だ とい う。 ク リマ ク ス のよ うな ユ ーモ リス トに よ って、 ど うい った た ぐい の生 が

範 例 と して 示 され て い るの か。 も し倣 う こ とが で き る とす れ ば 、 どの よ うな や り方 で彼 を倣

うに値 す る範 例 と して受 け取 る こ とが で き るの か。

〈第4章 ユ ー モ リス トと して の ク リマ ク ス〉

こ の ヨハ ンネ ス ・ク リマ クス とは い った い誰 な の か(47)と い った 問 いか らこの章 は始 ま

る。 彼 は まず 、 どの よ うに キ リス ト者 に な るか 、 に関 心 を も って い て 、 また 同 時 に、 哲 学 的

な ことへ の関 心 が あ り、 そ れ を考 え る能力 の あ る者 で もあ る とい う。 だ が 彼 は何 に もま して

「ユ ーモ リス ト」 で あ る こ とが リ ピッ ツに よ って再 度 確 認 され る。

喜 劇 的 な もの が果 たす 役 割 を 『後 書 』 に限 って詳 し く見 て い く ことが この章 の 目 的 とな る
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の だ が、 そ の際 、 テ キ ス トの方 法 論(text'smethodology)に 、 そ して 「後 書 」 の も って

い る戦 略(strategy)に 対 して も気 を遣 わ な くて は な らな い。

とい うの も、 ク リマ ク ス に よ って な され る 「撤 回revocation」(47)の 問 題 が あ り、 そ れ

が ま た この 『後 書 』 とい うテ キ ス トの要 で もあ るか らな の だ。 撤 回 と は、 ク リマ クス に よ っ

て 『後 書 』 の 最 後 の 「付 記Appendix」 で な され た読 者 へ の お願 い の こ とで あ り、 そ の 内

容 を 示 して い る の は端 的 に は次 の 箇所 に な ろ う(49-50)。

カ トリ ック の書 物 、 特 に比 較 的 古 い時 代 の もの に は、 そ の書 の奥 付 に、 あ らゆ る こ とが聖

な る公 同 の 母 な る教 会 の教 え と の一致 に お いて理 解 され るべ き こ とを 読 者 に告 知 す る注 意 書

きが あ る。 これ と同 様 に、 わ た しの書 い た こと もま た、 そ れが 撤 回 され る よ うな 仕方 で あ ら

ゆ る こ とが 理 解 さ れ るべ きだ との告示 が つ いて い る。 つ ま り この書 は、 ひ とっ の 結論 だ け で

な く、 ひ とっ の撤 回 もっ きつ け る。(10)

(他 に も、 この 書 は 「自身 自身、 ただ全 く 自分 自身 に つ い て」 書 い た もの で あ る とか 「余

計 な ものsuperfluous」 で あ る、 また 自分 は 「意見 とい った もの を もって い な い」 とい った

表現 が散 見 さ れ る。)

こ う した 撤 回 これ は注 目 され ず無 視 され る こ と も多 か っ たが に っ い て、 キ ル ケ

ゴール へ の 注 釈 者 の中 に は(『 哲 学 的論 考 』 の最後 で、 読 者 は梯 子 を登 りき った あ とで、 梯

子 を投 げ捨 て な くて はな らな い、 と記 した)ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン との比 較 が、 この撤 回 に

実 りあ る示 唆 を 与 え て くれ る はず だ、 と考 え る者 もい る こ とを、 リピ ッツが 教 え て くれ る。

そ の コ ンテ キ ス トの 中で は、 これが(深 淵 な るナ ンセ ン スで はな く)「 単 な るナ ンセ ンス」

か ら成 った テ キ ス トだ、 と.論じる注釈 者 もい るのだ が、 リピ ッ ツか らす れ ば、 そ こま で言 っ

て しま うの は認 あ られ な い立 場 で ある とい う。 まず 『後書 』 が単 な るナ ンセ ンス であ る とい

う主 張 は、 概 略 次 の よ うに な る。

標 準 的 な キ ル ケ ゴー ル とウ ィ トゲ ンシ ュ タイ ンの比 較 の仕 方 を す る者 は 「意 味 を欠 い て い

るが、 そ れ で も何 か を語 る こ とので きる」 語 り、 「本 質 的で 予 備 的 な ノ イ ズ」 を言 う。(倫 理

的 な 問題 や宗 教 的 な 問題 に沈 黙 の領域 に あ る こ とを気 づ か せ る アイ ロニ ー 的 な メ ッセ ー ジ。

例 え ば 、神 が イ エ スに受 肉 した とい う絶 対 的 な パ ラ ドッ ク ス は言 語 で語 れ な い領 域 に あ る、

とい った こ とな ど に気 づ か せ る。)そ れ に対 し、 単 な るナ ンセ ンス を言 う論 者 は、 そ う した

意 味 を 欠 きな が ら何 か を語 る こ とので きる語 り とい っ た こ と 自体不 可 能 で あ り、 キル ケ ゴー
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ル と ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ンの二 人 は それ ぞ れ の著書 の終 わ りで 自著 が ナ ンセ ンス で あ る こ と

を主 張 して い る のだ と解 す る(49)。

リ ピ ッツ の立 場 か らす れ ば、 これ は ク リマ クスが ユ ー モ リス トで あ る こ とを十 分 に踏 ま え

て いな い見 解 で あ る。 先 の 『後 書 』 「付記 」 か らの引 用 箇 所 の そ ば で 、 ク リマ クス は、 ユ ー

モ リス トが(「 思 弁 的 に思 惟 す る者 や比 類 な き発 見 を した偉 大 な人 」 と は違 って)何 も教 え

る もの を も って い な い(49)と 言 う。 問題 は、 そ う した ユ ー モ リス トが 口 にす る撤 回 の読 み

方 な の だ(50)。 確 か に単 な るナ ンセ ンスを言 う論 者 も、 そ こで撤 回 が 意 図 す る何 らか の精

神(spirit)が 伝 わ る とい う こ とを言 うの だ が、 そ の 内容 に つ い て は リピ ッ ッ と見 解 を異 に

す る。

リピ ッ ツ自身 と対 照 さ れ る、 この 「後 書 』 ナ ンセ ン ス論 の立 場 を と る者 が 言 うよ うな、 哲

学 的 な混 同 を霧 散 させ る と い う点 、 つ ま り、 ク リマ ク スの 課題 が、 哲学 者 に 「キ リス ト者 に

な る」 と い うのが 認 識論 的(epistemological)な 問題 で は な く、 ま た知 識(knowledge)

の 問題 で もな い の を知 ら しめ る こ とで あ り、 あ る種 ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ンの 原型 とな るよ う

な 「文 法 的 な考 察grammaticalinvestigation」(52)を 行 って い る と い う主 張 に は リピ ッ

ツ も納 得 が い く。(キ リス ト教 の真 理 は客観 的 な拠 り所 か ら確 立 し得 な い。 「後 書 』 第 一 部 の

聖書 、 教 会 、 キ リス ト教 界 の持 続 とキ リス ト教 の真理 性 につ い て論 じた箇 所 。)

しか し、 そ こに続 け て、(信 仰 な ど の)キ リス ト教 の真 理 と 「客 観 的 な」 推論 が通 約 不 可

能(incommensurable)で あ る、 と い う対 抗 テ ー ゼ(counter-thesis)を 出 す の は、 ナ ン

セ ンスを 否 定 す るた め に新 た な ナ ンセ ン スを生 ん で しま って い る 哲 学 的 テ ー ゼ の 否 定

を テ ー ゼ に よ って 行 って い る の で はな いか、 と い う ク リマ ク ス に対 す る反 論 に は リ

ピ ッッ は与 で きな い。(53)

も しそ う考 え るな ら、 単 な るナ ンセ ンスの論 者が 言 う、 ク リマ ク ス に よ って 撤 回 され て い

る範 囲 が ど こ まで の こ とな の か が明 瞭 で な くな って しま う。 こ う した撤 回 を示 して い るテ キ

ス トの 「フ レー ム」(直 接 に は この 「付 記 」 の箇所)以 外 の全 て の 部 分(50)を 撤 回 して い

る と い うの か 。 っ ま り、 この テ キ ス トを どの よ うに読 む か の 「指 示directions」(50)、 「心

底 か らの 警 告vehementwarnings」(55)に っ い て は撤 回 さ れず に残 され て い る のか 。(こ

れ は まず 、先 の ク リマ ク ス 自身 の言 葉 に あ った 「撤 回 され るよ うな仕 方 で あ らゆ る こ と(ev-

erything)が 理 解 さ れ る べ き だ」 に あ わ な い。)そ して こ こに 至 っ て、 わ た した ち 読 者 は

「後 書 』 とい う似 非教 義(pseudo-doctrine)に 転 じて しま った テ キ ス トとい う梯 子 を登 り

き った あ とで 、 梯 子 を投 げ捨 て られ る よ う にな って い るの か。 こ うな る と、 今 度 は撤 回 され
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るの は テ キ ス ト全 体 とい う こ とに な るの で はな いか。

そ う した論 者 が 見落 と して い るの は、 ユ ー モ リス トの あ り方 に つ い て な の だ 。 「ユ ーモ リ

ス ト」 との 名 称 を 与 え られ た 形 象 が も って い る慎 み深 さ(modesty)と い う そ れ に相 応 し

い性 格(59)の 観 点 か ら、 撤 回 が どの よ うに読 まれ るの か を 考 え な くて はな らな い と い う。

ク リマ クス が 口 に して い るの は 「自分 に は この よ うに思 え るの だ けれ ど、 み な さん は ただ の

ユ ーモ リス トで あ るわ た しの 言 う こと に耳 を傾 け な けれ ば な らな い わ け で はな い」(59)と

い った こ とな の だ 。 この 慎 み 深 さが ク リマ クス で は撤 回 と結 び つ け て考 え られ て い る。 慎 み

深 くユ ー モ ア に満 ち た権 威 の否 定(modesthumoristicdenialofauthority)が 産 婆 術 的

な術(maieuticart)の 要 な の だ とい う。(著 者 の助 けで も って読 者 が独 りで立 っ こと。)

この 「相 応 しい慎 み深 さ」 とい うの は、r主 体 性 」 が 中 心 的 な問 題 と な る よ うな事 柄 にっ

い て、あ る人 が他 の人 にで き る こ とに は制 限 が あ る とい う事 柄 に、不 遜 に な らず(non-hub-

ristic)気 づ い て い る こ と な の だ。 そ こ に は 「慎 み 深 さ」 「権 威 で あ る と い う の は、

ユ ー モ リス トに と っ て あ ま り に煩 わ しい 生 き方 で あ る」(11)と い う ク リマ ク スの 言 葉 に も表

れ て い る と、(「心 底 か らの警 告」 と い った もの と は無 縁 の)「 急 を うなが す 感覚 の欠 落

lackofasenseofurgencyj-.ユ ー モ リス トは 「瞬 間 の状 況 に満 足 して、 た とえ 最 悪 の

事 態 に な って も、 この思 弁 的 で あ りな が ら神 中心 で もあ る世 紀 に生 まれ た と して も、 そ れ を

幸 福 だ と思 って い る」(12)と の表 明 とが結 びつ い て い る。

ク リマ ク ス は、 先 の単 な るナ ンセ ン スの論 者 が見 落 と して い る 「ユ ー モ リス ト」 の人 生 観

(1ife-view生 の 見 方)(62)を 提 示 して い る。 ひ とつ は、 ユ ー モ リス トは、 ア イ ロ ニ ス トと

は異 な り、 全 て の人 間 に 分 か ち合 わ れ て い る実 存 的 な状 況 に 関心 を 抱 い て い る と い う こ と

(62)。 も うひ とっ は、 キ リス ト者 とは異 な り、 人 間 の状 況 に っ い て、 急 を うな がす 感 覚 を も

た な い。 とい うの も、 「ゴー ル」 は 「わ た した ちの背 後 に」 あ るか ら(63)な の だ。

第 一 の点 につ いて は、 ク リマ ク スが現 代 の ユ ー モア理 論 と異 な り、 「ユ ー モ ア」 の概 念 を、

ア イ ロ ニ ーが下 位 カ テ ゴ リー に入 るよ うに取 り囲 む包 括 的 な 用 語 と して 用 い て い な い ことが

銘 記 され な けれ ば な らな い(63)と い う。 彼 に と って の そ う した包 括 的用 語 は、 あ くまで

「喜劇 的 な もの」 で あ り、 ア イ ロニ ー もユ ー モ ア もそ の二 っ の下 位 区 分 に な る。

例 え ば、 ク リマ ク ス が 自 らの 『断片 』 が どの よ うな書 物 で あ った か 紹 介 して い る箇 所 で、

そ の書 が 「ア イ ロニ ー の疲 れ を知 らぬ活 動 、 全体 の構 想 に含 まれ た 思 弁 の パ ロ デ ィ、 一 方 で

「な にか全 く常 軌 を こえ た 、 しか も新 しい こ と』 が来 るべ き時 で あ るか の よ う に努力 を傾 け

な が ら、 他 方 で は昔 風 の正 当信 仰 が そ れ にふ さわ しい厳 格 さを も って 絶 え ず 現 わ れ て くる と
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い った 状 況 に見 られ る謁 刺 、 こ うい った 一切 の もの」(13)で あ った と言 わ れ て い るが、 こ う

した ア イ ロ ニー や パ ロデ ィや 颯刺 は全 て 「喜 劇 的 な もの」 か ら派 生 して い るの で あ る。(た

だ、 ユ ー モ ァ もそ の一 派 生 物 で あ るが 、 それ は この 箇 所 に は述 べ られ て い な い。)だ か ら、

こ う した言 明 を ク リマ ク ス の言 う 「ユ ー モ ア」 の説 明 に用 い る こ と はで きな い(66)。(先 の

ナ ンセ ンス論 者 は、 こ う した ア イ ロニ ーへ の言 明 を用 い て、 「ユ ー モ ア」 に も っ と も残 忍 な

「反感 的unsympathetic」 ア イ ロニ ー ま で含 あ て しま って い る よ う に思 え る。)

ク リマ ク スが こ の両 者 を区 分 す る と き、 そ の大 きな違 い は、 ユ ー モ アが ア イ ロ ニー と比 べ

て よ り穏 や か(gentle)な こ とで あ る。 これ は、 アイ ロ ニ ーが 肯 定 的 な も のを何 も提 示 しな

い の で、 ニ ヒ リズ ム にお い て もっ と も高 ま る こ とと対 比 され る(63)。(ク リマ ク スは ア イ ロ

ニ ー を あ る点 で あ る人 を 別 の人 か ら切 り離 す もの で あ る の に 対 して、 ユ ー モ ア を 「共 感 的

sympathetlc」 で 「意 味 深 長 な もの」 で あ る と言 う。)

ま た第 二 の点 につ いて 、 ク リマ ク ス は、 本 質 的 に 「永 遠 の 至 福 」 や 「苦 悩 」 に は全 て の人

間 が あ ずか って い る と考 え る(64)。 加 え て ク リマ ク ス に よれ ば、 キ リス ト教 の パ トス は切

り離 すパ トス(patosofseparation)で あ り、 キ リス ト教 界 の内 部 に い るか 外 部 に い る か

で決 定 的 な違 いが 生 まれ る。 その た め苦 悩 す るキ リス ト者 とユ ーモ リス トの 間 に は違 いが 生

じる。 キ リス ト者 は宗 教 的実 存 の苦悩 を生 き るの に対 して 、 ユ ー モ リス トは苦悩 が人 間 の状

況 に本 質 的 で あ る こ とに気 づ いて いな が ら、 そ れ につ いて は何 もで き る こ とが な い と考 え 、

悲 しい に も関 わ らず 、 この状 況 を笑 う こ とを選 ぶの だ(65)と い う。

宗 教 的 な人 間 の 「反 省 は苦 悩 に上 に注 が れて い る」 の で あ り、 ユ ー モ リス トの そ れ は 「苦

悩 か ら離 れ る方 向 に あ る」(14)と ク リマ ク ス が言 うの は、 この 違 い を さ す の で あ り(64)、

「目的 が 背 後 に横 た わ って い る」 と い うの は救 い は全 て の 者 に や って くる と い う見 解 を示 し

て い る(65)と い うの だ。

こ う した議 論 が前 章 ま で の こと と どの よ うに関連 す るの か 。 単 な る ナ ンセ ン ス論 者 は、 思

弁 的 に 思惟 す る者 の形 象 と同様 に ク リマ クス も否 定 的 な範 例 と して 働 くと見 て い る。 彼 に よ

れ ば、 キル ケ ゴー ル は、 全 体 の背 後 に い る人 形使 いの よ う に、 ク リマ ク スを 、思 弁 的 に思 惟

す る者 、 客観 的 に思 惟 す る者 で あ る と見 せ か けよ う と して い る、 と(69)。 リピ ッッ の立 場

か らは ク リマ ク スを よ り肯定 的 に照 ら し出 す こ とが で き る。 実 は ク リマ ク ス 自身 、 何 とか し

て 自 らの 「客観 性 へ の傾 向 」 を取 り除 き、 「主体 的 に 思惟 す る者」 へ な ろ う と努 め て い る姿

を見 せ る、 とい う点 で肯 定 的 な範 例 と して見 る ことが 可 能 だ(69)と い う。
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ク リマ ク ス は、 倫 理 的 な課 題 や宗教 的 な課 題 と関連 して は、 知 恵 あ る(wise)者 が素 朴

な(simple)者 に対 して何 も優 位 に立 っ て い な い こ とを 繰 り返 し主 張 して い る。 しか し、

これ は何 も こ う した課 題 に は 「思惟 す る」 余 地 が な い とい うよ うに はな らな い し、 また そ う

した素 朴 さ を手 に入 れ れ ば済 む とい う こ とに もな らな い。 同 じ素 朴 さ は す で に哲 学 的 に考 え

る こ とを身 に つ け た者 に と って は も う手 に入 らない もの な の だ。 で は、 ク リマ クス の よ うに、

知 的 な能 力 を も って い る者 は ど うす れば いい のか 。(70)

キ ル ケ ゴー ル が そ の 際、考 え て いた要 点 は 「情 熱 にあ ふ れ(passionate)、 関心 を もち(in-

terested)、 主 体 的 な 理 性 」(70)の 存 在 す る可 能性 で あ り、 ユ ー モ リス トで あ る ヨハ ンネ

ス ・ク リマ クス が 体 現(embody)し て い るの は、 この情 熱 に あ ふ れ る理 性 な の だ と い う。

っ ま り、 彼 が範 例 と して 示 して い るの は、 キ ルケ ゴー ル の中 心 的 な洞 察 、 つ ま り、 論 証 は

「純粋 な思 惟 」 の 形 態 で は な く、 有 限 で身 体 を も った被 造 物 、 しか もキ ャ ラ ク ターや パ ー ソ

ナ リテ ィ、 また 欠 点 を も った もの によ って 遂行 され る とい う洞 察 な の だ(70)と い う。(な

ぜ他 の仮 名 で は こ の点 が 示 さ れ な いの か、 と い う問 い に答 え るな ら、他 の仮 名 や他 の著 作 に

で て くる キ ャラ ク タ ー に は、 た とえ思 惟 す る者 が い た と して も、 ク リマ クス と比 べ る と哲学

者 と ま で は言 え な い と い う。例 、『あ れ か一 これ か』 の 美 的 生 活 者Aや 『人 生 行 路 の諸 段

階』 の ク ィダ ム。)

***

この よ うに して見 て き た と き、 リピ ッツ の個 々 の見 解 に は驚 か され、 うな ず か され る こ と

が 多 か った。 ク リマ クス は 自 らを範 例 と して い るが、 その 時 に聴 衆 と して の読 者 が誰 で あ る

のか を 考 え て い た と い う指 摘一 す な わ ち、 思 弁 的 哲 学 を攻 撃 しよ う とす る著 作 が 思 弁 的

哲 学 の著 作 に見 え る とい う指 摘 。 また 、 わ た したち が そ の読 者 とな る と き に も、 決 して 容 易

に 「彼 ら」 に対 す る 「我 ら」 の側 に は立 て な い とい うこ と 一 反 省 と い う病 、 自 己の忘 却 、

道 徳 的 な 回 避 な ど にっ い て。 そ れ に、 ク リマ クス の テ キ ス トの綿 密 な読 み か らの、 ア イ ロ

ニ ーが ユ ー モ アの下 位概 念 に な るので はな く、 現 代 の ユ ー モ ア論 の論 調 と は こ とな り、 両 者

と もが 喜劇 的 な もの の下 位 区 分 とな る とい う指 摘 。

こ う した 指摘 ・考 察 は、筆 者 自身 の冒 頭 の問 いを追 求 す る際 に念 頭 に置 か ね ば な る ま い。

た だ、 ア イ ロ ニ ーや ユ ー モ アが 術 と捉 え る こ とがで き るの で は な い か と の筆 者 自身 の関 心 か

らい う と、 こ こ まで の と こ ろで は、 ユ ーモ ア や ア イ ロニ ーが 何 で あ るか が論 じ られ て も、 ど
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の よ うに働 いて い るか が 十 分 にっ か め なか った。

それ と関 連 して 言 う と、 第2章 で言 われ て い るよ うな喜 劇 的 な もの と、 間接 伝 達 とが ど う

結 びつ くの か とい う こ と も未 だ判 然 と しな いま まだ。 「ユ ー モ ア が どの よ うに働 くのかHow

doeshumourfunction?」 とい う問 い が、 肝心 な と こ ろで は、 む しろ 「ユ ー モ リス トで あ

ると い うの が何 を意 味 す るの かWhatdoesitmeantobeahumorist?」 とい った問 い に

取 って 代 わ られ て い る よ う に思 わ れ る。 リ ピッッ流 に言 う とユ ー モア や ア イ ロニ ー は 「実 行

す る現 実 の 行為 にお いて 実 現 され る もの」 で あ るよ うに思 わ れ るの だ が。 だ か ら こそ、 これ

を 出発 点 に して 、 筆 者 自身 が この点 を追 求 して いか な くて は な らな い のだ ろ う。(ま た この

点 につ いて は、 第6章 で 二 っ の視 野 を 同時 に、 しか も緊 張 関 係 を 保 って もっ こ とが ゲ シ ュ タ

ル ト転 換 や メ タ フ ァー と関 連 させ て論 じ られ て い る こ とを付 記 した い。 本 稿 で はそ こに踏 み

込 む ことが で き なか っ た。)

ま た別 に第2章 で の 「笑 い」 と第4章 で の 「笑 い」 とが 倫 理 性 や 攻 撃 性 の 側面 でず いぶ ん

と トー ンの違 う もの で あ る よ う に思 わ れ る のだ が、 これ を ど う考 え るの が い い の だ ろ うか 。

(こ の 点 につ い て は、 第7章 で 古代 の キ ニ ク派 や キ ル ケ ゴ ー ル が調 刺 新 聞 に 攻 撃 され た コ ル

サ ル事 件 と関 連 づ けて 、 第2章 で の 問 い 「そ う した 笑 い を 用 い る ク リマ クス の謁 刺 は倫 理 的

に疑 わ しい もの で は な い か」 が 別 の 角度 か ら検 証 され て い る。)

車文献

Lippitt,J.,伽 〃zoπ7αη4〃oηy勿K勿 陀θgαα7跳 丁んoπg舵,MacmillanPress,UK,2000

このノー トは基本的 に リピッツのこの著書 を概観す るのを 目的 と してい るため、煩環 を避 け ここか らの

引用 の箇所 は本文中 に括弧内 の数字のみで示す ことに した。

また リピッッの キル ケゴールか らの引用にっいて は、 リピッツが主 と して用いてい るの と同 じ版で ある

現在刊行 中のPrincetonUniversityPressの 英語版全集を用い、 その箇 所は註 にて示 す。 併記 した括

弧 内にあるの は白水社版 『キルケゴール著作集』(全21巻 、1963-68年)の 巻数 ・頁数。

CUPCoηcZπd勿g〔1加c¢ θη'漉cPos'sc吻'〔 『哲学 的断片へ の結 び としての非学問的 あとが き』、第7-9

巻〕

PCP名 αc鋤2勿C編s`¢ αη¢砂 〔『キ リス ト教 の修練」、第17巻 〕

PVT加Po勿'qプyセ ω 〔『わカゴ著作活動 の視点』、第18巻 〕

(これ は旧版 のLowrie訳)



112臨 床教 育人 間学 第3号(2001)

車 註

(1)キ ル ケ ゴ ール は特 定 の要 件 を満 た して な い限 り、 著 作 を 仮 名 に よ って 著 した こ とが 知 られ て い る。

ク リマ ク ス と い う の は、 こ こで リピ ッッの取 り上 げ る主 た る文 献 とな るキ ル ケ ゴー ル の著 作 『哲学 的 断

片 へ の結 び と して の非 学 問 的後 書 』 の仮 名 著 者 、 ヨハ ンネ ス ・ク リマ ク スの こ とで あ る。 以 後 しる され

た 内容 が仮 名 に よ る も の で あ る こ とを 明示 す る意味 か らも ク リマ クス 名義 の もの は仮名 に した が って 引

用 す る。 これ はキ ル ケ ゴ ール の 書 い た もの で あ るの だ が、 ク リマ ク ス と い うペ ル ソナ を経 由 して い る こ

とを常 に心 に おか れ る よ う望 む。

(2)CUP505.〔 第9巻 、211頁 。〕

(3)PC133.〔 第7巻 、197頁 。〕

(4)CUP504.〔 第7巻 、95頁 。〕

(5)CUP56-7.〔 第7巻 、106頁 。〕

(6)CUP120.〔 第7巻 、221頁 。〕

(7)CUP124.〔 第7巻 、229頁 。〕

(8)PV40-1.〔 第18巻 、53-4頁 。〕

(9)CUP590.〔 第9巻 、347頁 。〕

(10)CUP619.〔 第9巻 、391頁 。〕

(1DCUP618.〔 第9巻 、390頁 。〕

(12)CUP617.〔 第9巻 、388頁 。〕

(13)CUP275n.〔 第9巻 、170頁 。〕

(14)CUP443.〔 第9巻 、1G6頁 。〕

(や ま うち せ い ろ う 京都 大 学 大 学 院教 育 学研 究 科 博 士 課 程)


