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ニ ー チ ェ の究 極 の立 場 は、 そ の 立 場 に ニ ー チ ェ が 現 実 に 立 っ た の か 、 あ る い は そ の 立 場 へ の

憧 憬(Sehn-sucht)に 於 い て 単 に意 欲 さ れ た に 過 ぎ な い か と い う問 題 は議 論 の あ る と ころ で あ り、

こ の 問 題 につ い て の 私 の見 解 は こ の試 論 の最 後 に於 い て 明 ら か に した い が一 「ア モ ー ル ・フ ァー

テ ィ(1)Jる い は ・生 の無 条 件 的 肯 定 、 あ る い は ・世 界 一遊 戯 に混 ぜ 込 ま れ 峨 々(2)Jとい う が如 き 、

生 の状 態 で あ る と 言 え よ う。 「生 の無 条件 的 肯 定 」 と い う究 極 的立 場 につ い て 、 生 の本 質 と し て の

「カ へ の 意 志 」 に連 関 して 、差 し当 り次 の 三 点 に 注 目 して お く 。

(1)「 生 の 無 条 件 的 肯 定 」 と は、 文 字 通 り 、条 件 附 き の肯 定 と い う こ と で は な い。

人 間 的 生 は生 で あ る限 り、何 らか の仕 方 で 自 己肯 定 的 で あ る。 絶 対 的 に 自 己否 定 的 な生 は 、 も は

や 生 で あ る に と ど ま'りえ な い 。 そ れ ま で の キ リ ス ト教 的 ・二 世 界 論 的 世 界 解 釈 の も と で の生 も、.や

は りそ れ な り に 自 己肯 定 的 で あ っ た。 しか し そ の肯 定 は生 の 或 る性 格 を肯 定 す る一 方 で他 の性 格 を

否 定 す る もの で あ っ た 。 肉 体 を あ る い は感 性 を否 認 す る一 方 で 、 「霊 」 や 「精 神 」 や 「理 性 」 そ の

もの の世 界 が 彼 岸 に立 て ら れ 、 そ こか ら生 き る 目標 が こ の世 に与 え られ た の で あ っ た。 こ の 世 の 生

は 、 彼 岸 の 生 に仕 え る 限 り に於 い て 肯 定 され た の で あ っ た 。 そ れ は い わ ば 半 ば 自 己否 定 的 に して 半

ば 自己 肯 定 的 な生 で あ っ た。

これ に対 して 、 ニ ー チ ェ は 「生 の 、 否 認 され て半 可 な 生 で は な く、全 き生 の 宗 教 的 肯 定 」(『カ へ

の 意 志 』Nr.1052)を 立 て るの で あ る 。 そ れ は 「生 の総 体 的 性 格 に対 す る'胱惚 た る肯 定 」(同 上 書Nr .

1050)で あ り、 生 固 有 の最 も恐 る べ き最 も疑 わ し き諸 々 の 性 格 を も包 括 して 肯 定 す る の で あ る 。 か

か る 肯 定 は ま た 、「何 か を取 り去 っ た り除 外 した り選 択 し た りす る こ と な しの あ るが ま ま の 世 界 へ の

デ ィオ ニ ソ ス 的 肯 定 」(同上 書Nr・1041)と も言 い 表 わ さ れ て い る。二 世 界 論 的 世 界 解 釈 の も とで は 、

彼 岸 の世 界 が 定 立 され る こ と に よ っ て 、 此 の 生 成 の 世 界 は 、何 か 生 成 で も っ て達 成 され る べ き 目標

の あ るか の よ う な 、 あ る い は 、生 成 の この 世 界 を統 一 す る もの が あ る か の よ う な、暗 示 が 与 え れ る。

この 世 の あ らゆ る 出 来 事 は 「神 の摂 理 」 で あ る か の よ う にみ な され 、そ れ ぞ れ の 意 義 が 与 え られ る 。

「禍 い」 ・ 「苦 しみ 」 もそ の 解 釈 の う ち で位 置 評 価 が与 え られ て い た
。二 世 界 論 的 世 界 解釈 の崩 壊

と と も に今 や 世 界 の 事 物 の結 び合 い はす べ て 「途 方 も な く偶 然 的 な性 格 」(『 生 成 の無 垢 』IINr.

261)を 帯 び て現 わ れ て くる 。 か か る 「神 な き世 界 の無 秩 序 、 す な わ ち偶 然 の 世 界 」が 、そ う で あ る に

も か か わ らず 、 そ の ま ま是 認 さ れ肯 定 され る の で あ る(『カ へ の意 志 』Nr.1019参 照)。

(2)上 述 の如 き「生 の 無 条 件 的 肯 定 」は、 生 の本 質 た る 「カ へ の 意 志 」 が 「カ へ の 意 志 」 と して 現

わ れ た 処 で 成 立 す る。

彼 岸 の 「真 な る 世 界 」 に対 す る幻 滅 の 後 に残 る の は 、「虚 偽 で 、残 酷 で 、矛 盾 に満 ち 、毒 惑 的 で 、

一63一



意 味 の な い」((同 上 書Nr.853)こ の世 界 だ け で あ る。 我 ・々 は この 世 界 で 生 き る た め に は、 虚 言 を

必 要 と す る の で あ る が 、 こ の こ と 自体 が ま た同 時 に 、 こ の 世 界 の恐 るべ く して疑 わ しい性 格 に

属 して い る 。 人 間 は虚 言 に よ っ て 、 自分 自 身 を偽 る が 、 そ れ は 「自分 自 身 を力 と して 享 受 」 せ ん が

た め で あ る(同 上 書Nr.853)。 こ の よ う な我 々 の 「カ へ の 意 志 」 は同 時 に本 来 こ の世 界 に そ の根 本

性 格 と して属 して い る は ず で あ る 。 「カ へ の 意 志 」 と し て の 生 の 本 質 に は 、 「創 造 」 へ の 意 志 が 属 し

て い るが 、何 か を 「創 造 」 す る た め に は 、 ど う して もそ の一 方 で 「す で に あ る もの 」 を破 壊 せ ざ る

を え な い 。「創 造 」 と 「破 壊 」 と は要 す る に同 時 に等 根 源 的 に 「カ へ の 意 志 」 と し て の 「生 」 の 本

質 に 属 す る 。「カ へ の意 志 」 と して の 生 の 本 質 か ら意 志 さ れ るの で あれ ば 、「破 壊 、 転 変 、生 成 へ の

憧 憬 は 、未 来 を孕 ん だ満 ち温 れ る 力 の 表 現 で あ り う る」(同 上 書Nr.846)と み られ る。

要 す る に 、 一 見 生 に と っ て否 定 的 と も 見 え る そ の 諸 々 の性 格 も 、 生 の 本 質 た る 「カ へ の 意 志 」 か

らみ れ ば 、 力 の 上 昇 の た め に不 可 欠 な もの と して肯 定 さ れ るの で あ る。

(3)生 の 無 条 件 的肯 定 と い う こ と が 直 ち に 「ア モ ー ル ・フ ァ ー テ ィ」 に つ な が る。な ん と な れ ば 、

現 に あ る が ま ま の世 界 を 、超 越 的 世 界 を 定 立 す る こ と な し に そ の ま ま肯 定 す る な ら、 そ の 時 同 時 に

そ の こ と に よ っ て一 切 の 過 去 を、 こ の 世 界 を条 件 づ け る た め に必 要 で あ っ た と、 肯 定 す る こ と に な

る か らで あ る。

通 常 の 運 命 主 義 で は 、必 然 性 ・運 命 は我 々 の 生 と は係 わ りな く、 我'々の 生 を超 え た と こ ろ か ら、

い い換 え れ ば い わ ば外 か ら我 々 を縛 る もの で あ っ た 。近 代 的 形 態 で の運 命 主 義 、例 え ば 、「歴 史 的

進 歩 」 とか 「ダ ー ウ ィ ンの 進 化 論 」、 「社 会 的必 然 性 」 等 を奉 じ る こ と の う ち に は 、 な お二 世 界 論 的

表象 の痕 跡 が み ら れ る 。 そ の 場 合 、 「人 は意 志 を 、 あ る 目標 へ の 意 欲 を 、自分 自 身 に あ る 目標 を与 え

る 冒 険 を 、回避 し た が っ て い る」(同上 書Nr.20)の である 。そ の ため に は 、人 は 「運 命 主 義 を 受 け容 れ

も す るで あ ろ う」(同 上 箇 所)。 か か る運 命 主 義 は 、 キ リス ト教 の二 世 界 論 の崩 壊 の 後 に 、本 来 な ら

人 間 的 意 志 が そ こ へ立 ち帰 るべ き 「カ へ の 意 志 」 か ら、 自分 の 意 志 を み ず か ら逸 ら さ ん とす る人 間

的 意 志 に於 い て 成 立 す るの で あ る 。

これ に対 して 、 ニ ー チ ェ の 「最 高 の運 命 主 義 」 す な わ ち 「ア モ ー ル ・フ ァー テ ィ」 は 、 「カ へ の

意 志 」 の立 場 に立 っ て 自己 を肯 定 す る と こ ろ で成 立 す る 。 「我 々 自身 の う ち に も事 物 の う ち に もそ

れ だ け で存 立 す る もの は何 も な い。 そ して 、我 々 の 魂 が一 度 だ けで も弦 の如 く幸 福 に ふ る え響 き を

発 す る な ら、 こ の 唯 一 の生 起 を条 件 づ け る た め に全 永 遠 が 必 要 で あ っ た そ して全 永 遠 は 、 我 々

の 然 り との 肯 定 の この た だ一 つ の 瞬 間 に於 い て 、 可 と され 、救 済 さ れ 、是 認 さ れ 、 肯 定 さ れ る」(

『カ へ の 意 志 』Nr .1032)。 元 来 、 意 志 は一 度 な され て しま っ た こ と に は無 力 で あ る 。す な わ ち 、 そ

う な され て しま っ た こ と を 、 い く らそ う な らな い よ う に意 志 して も 、 で き る も の で は な い 。 時 間 を

逆 行 せ し め る こ とが で き な い と い う こ と は 、 厳 然 た る 意 志 の根 本 事 実 で あ る 。 しか し、 生 が 現 存 在

を肯 定 す る瞬 間 に 於 い て永 遠 な る過 去 全 体 は 、 こ の 瞬 間 の現 存 在 を可 能 にす る た め の 条 件 と し て肯

定 さ れ 、 意 志 の 内 容 に化 す の で あ る 。 ツ ァ ラ ツ ス ト ラ の語 る と こ ろ に よれ ば 、 「しか し、私 は そ れ
くヨ　

を そ う意 志 した 」、 「しか し、私 は そ れ を そ う意 志 す る 、 そ れ を そ う意 志 す るで あ ろ う」 で あ る 。

永 遠 の過 去 を顧 み て 、 世 界 の 全 過 去 が この 瞬 間 を条 件 づ け る た め に必 要 で あ っ た と認 め ることが、

同 時 に 「あ る人 間 の 各 々 の 行 為 は あ らゆ る来 た ら ん と す る も の に 限 りな く大 い な る影 響 を も つ 」 こ
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と を帰 結 せ しめ る。 そ こで 「人 間 は顧 み て 全 運 命 に捧 げ る の と 同 じ畏 敬 を同 時 に 自分 自身 に捧 げね

ば な ら な い 。Egofatum.」(『 生 成 の 無 垢 』HNr.261)と い わ れ る 。

斯 く の如 く 「エ ゴ」 の働 きが 「運 命 」 の働 き と 同 じ一 つ の働 き と な り う る の は 、我 々 が 自 己 の 本

性 を、 こ の世 界 が そ うで あ る と ころ の 「カ へ の 意 志 」 に他 な らな い と洞 察 す る 時 で あ る。 つ ま り我

我 が 「カ へ の 意 志 」 の立 場 に立 つ 時 で あ る 。 逆 に言 うな ら 、我 々 が 「カ へ の 意 志 」の 立 場 に立 て ば 、

我 々 が 何 か を 意 志 す る 時 、 そ の こ と は 、我 々 の 自 己 が 意 志 す る の で あ りな が ら 、 同 時 に生 き と し生

く　　

け る も の(す な わ ち世 界)の 根 拠 た る 「カ へ の 意 志 」 が 意 志 して い る と 、 言 い うる の で あ る 。

以 上 三 点 に わ た っ て ニ ー チ ェ の 「生 の 無 条 件 的 肯 定 」 を概 略 したが 、 そ こ に於 い て 「カ へ の 意 志 」

と の 関 連 が示 唆 され た 。 す な わ ち 、 生 を無 条 件 に肯 定 す る と い う こ と は 、 我kが 「カ へ の 意 志 」 の

立 場 に立 つ こ と に よ っ て 可 能 と な る の で あ る 。 しか し、 我 々 は 、 た と え従 来 の 二 世 界 論 的 な世 界 解

釈 ・歴 史解 釈 の 欺 隔 を暴 き破 棄 した と して も 、 そ の こ と に よ っ て 直 ち に 「カ へ の意 志 」 の 立 場 に 立

つ こ と は で き な い 。 な ん と な れ ば 、二 世 界 論 的 世 界 解 釈 は放 榔 され て も 、二 世 界 論 的 価 値 評 価 ・価

値 解 釈 は な お残 存 して い る か ら で あ る。20世 紀 の 我 々 と い え ど もた い て い は二 世 界 論 的 価 値 評 価(そ
(51

れ は社 会 主 義 ・実 証 主 義 の う ち に もみ られ る)の う ち で 生 き て お り、 且 つ そ こで 生 き る 意 味 を 見 い

だ して 生 き て い る 。 従 っ て 、 我 々 が 自己 本 来 の(す な わ ち生 本 来 の)意 志 た る 「カ へ の 意 志 」 へ 立

ち戻 る た め に は 、 我 々 は上 述 の 如 き二 世 界 論 的 価 置 評 価 に支 え を 求 め る 自分 の 生 を 賭 け る勇 気

す な わ ち 「自分 自身 に対 す る勇 気 」 が必 要 で あ る。

そ れで は、 ニー チ ェの 場 合 、人 間 的 生 が そ の 非 本 来 的 形 態(ohnmachtigな 形 態)か ら本 来 的 な 意 志

た る 「カ へ の 意志 」 へ と 立 ち帰 る道 程 に於 い て 、 「勇 気(derMut)」 は一 体 如 何 な る 役 割 を 演 じ

る で あ ろ う か 。 この 問 い に 答 え る こ とが こ の試 論 の課 題 で あ る が 、 そ の前 に今 少 し詳 細 に ニ ー チ ェ

の 「カ へ の意 志 」 につ い て 考 察 して お く必 要 が あ る 。

ll

『ツ ァ ラ ツ ス トラ は斯 く語 りき 』 の 第2部 『自己 超 克 につ い て 』 に於 い て
、 「私 が 生 け る も の を

見 い 出 した と ころ で 、私 は カ へ の意 志 を 見 い 出 した 。 そ して奉 仕 す る者 の 意 志 に於 い て さ え も主 た

らん と の意 志 を 見 い 出 した 」 と い わ れ る。 こ こで 生 の 意 志 は カ へ の 意 志 で あ り、 そ の 本 質 は 「主 た

らん と す る意 志 」 で あ る こ とが 表 明 され て い る 。
くの

そ も そ も 「意 志 」 と は 、 「何 か を 意 志 す る」(Etwas-Wollen)こ と で あ る。 無 規 定 的 な 「意 志 」 と

い っ た も の は 存 在 しな い 。 従 っ て 、 意 志 は ま ず そ れ だ けで 存 在 し次 い で何 か 他 の もの を意 志 す る と

い っ た も の で は な い 。意 志 は 、意 志 で あ る 限 り、 常 に 「或 る もの を意 志 す る」 の で な けれ ば な ら な

い 。 た と え そ の 「Etwas」 が 「Nichts」 で あ っ た と して もで あ る 。

しか し も ち ろ ん 「無 を意 志 す る 」と い う こ と は 、意 志 が 本 来 的 に意 志 す る仕 方 で は な い。 「総 じ て

意 志 す る と は 、 よ り強 くな ら ん と 意 志 す る こ と、 生 長 せ ん と 意 志 す る こ と と同 じで あ る そ して

そ の た め に手 段 を も意 志 す る 」(『カ へ の意 志 』Nr.675)。 「よ り強 く な ら ん 」 と は 、 そ の 都 度 の 自

己 を超 え 出 て 「よ り以 上 の 力 」 で あ る 自 己 へ 到 達 せ ん と意 志 す る こ と で あ る。 つ ま り意 志 が本 来 意
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志 して い る の は 自 己 の よ り高 い 可 能 性 で あ り、且 つ そ こへ と 自 己超 克 し上 昇 す る こ と で あ る。 す な

わ ち生 長 せ ん と意 志 して い る の で あ る 。 そ の た め に は 、差 し当 り達 成 した 力 を確 保 す る こ と が必 要

な の で あ る 。 従 っ て 意 志 が 本 来 目差 す め は、 力 の 保 存 ・自己 保 存 で は な く、 力 の 上 昇 ・自己 の上 昇

で あ る 。 力 の 保 存 ・自己 保 存 を 意 志 す る の は む し ろ上 昇 せ ん が た め で あ り、 そ の た め の 手 段 と して

意 志 して い る の で あ る。

以 上 の こ と は 、 そ の ま ま生 に 当 て は ま る。 「持 た ん と意 志 す る こ と、 そ して よ り以 上 持 た ん と す

る こ と 、 一 言 で 言 え ば生 成 この こ とが 生 そ れ 自体 で あ る 」(『カ へ の 意 志 』Nr.125)。 生 は、 よ

り高 い 自 己 の 可 能 性 へ と 自 己 を 超 え 出 る こ と に於 い て 、 生 と して 生 々 と して い る。 自己 保 存 に 汲 々

と し て い る よ う な生 か ら は す で に生 気 は失 せ て い る。しか し生 の 保 存 と生 の上 昇 と は切 り離 せ な い。

生 の 自 己 保 存 も 自 己 上 昇 の た め に は必 要 で あ り、 生 は上 昇 す る こ と に於 い て 、 生 と して 生 々 と 自 己

を保 存 す る。 す な わ ち、 生 は 、 常 に よ り高 い 可 能 性 へ と上 昇 す る と い う倦 ま ざ る力 動 性 の う ち に そ,

の 本 質 を 保 つ の で あ る。 あ る 一 定 の生 の 可 能 性 に安 らっ て しま え ば、 そ の 生 は 、 自 己 保 存 す る こ と

す ら で きな い。 そ の 生 は す で に下 降 衰 退 して い るの で あ る。

か く して 、 「カ へ の 意 志 」 と して の 生 の 目差 す の は 、 自己 の よ り高 い可 能 性 で あ り、そ こへ 超 出 す

る こ と で あ る 。意 志 の本 質 は、 一 言 で い え ば 、 自己 へ の 意 志 、 「自 分 の 意 志 を意 志 す る こ と」 、 も

し くはde,WillezumWillef途 あ る。意 志 の本 質 は、何 か 他 の も の を対 象 と して そ れ を意 志 す る と い

う こ と には 存 しな い 。そ れ は、意 識(意 識 と い う こ と 自体 「カ へ の 意 志 」 の 一 つ の形 態 に しか過 ぎ な
ゆ

い が)の 場 に映 し出 さ れ た 姿 に過 ぎ な い 。 我 々 の す べ て の 意 識 的 意 志 は 、意 識 さ れ な い 他 の こ と 、

つ ま り生 の上 昇 の た め に 意 志 す る の で あ る。 従 っ て 我 々 が 何 か他 の も の を意 志 す る の は 、 つ ま

りは 、 生 の 自 己保 存 に して 自己 上 昇 の た め で あ る 、 と い う こ と に究 極 す る。

そ れ で は一 体 、 生 は 自分 が そ こへ超 え 出 る べ き 自 己 の よ り高 い可 能 性 を 、 ど こか ら得 る の で あ ろ

う か 。 生 は 自 己 の よ り高 い 可 能 性 を 自分 か ら 自分 に対 して定 立 す る の で あ る 。 「カ へ の 意 志 」 と し

て の 生 に は 自分 か ら 自 己 の よ り高 い 可 能 性 の 条 件 を 自 分 に対 して立 て て 、 指 示 す る と い う こ とが 属

して い る。 我 々 が 何 か他 の も の(例 え ば超 越 的 理 想 に しろ神 に しろ)に 依 存 して 生 き る な ら、 そ の

・生 は す で に 自 ら 自己 の 条 件 を立 て る力 を失 っ た無 力 な(ohnmachtigな)生 で あ 岩99生 は常 に予 め 自

己 の よ り高 い 可 能 性 を 自分 た対 し立 て て お き 、 自分 に対 し 自分 が達 成 す べ き もの を指 示 しな け れ ば

な ら な い 。 す な わ ち 、 意 志 と は 自分 に対 し命 令 す る こ と 、 自分 に対 し主 と な る こ と で あ る 。 「『意 志

す る』 と は、 『欲 求 す る 』 こ と 、 努 力 す る こ と 、 要 求 す る こ と で は な い 。 これ か らは 命 令 の 情 動

(Affekt)に よ っ て 際 立 っ て い る。」(『『カ へ の 意 志 』Nr.668)

意 志 は常 に 自己 を脱 して 自 己 に命 令 す る 、 す な わ ち脱 自的 な 自己 命 令 者 で あ る 。 自 己 に命 令 す る

と は、 裏 か ら い え ば 、 同 時 に 自己 に服 従 す る と い う こ と に な る 。 従 っ て 次 の よ う に もい え る の で あ

る。 「何 か が 命 令 され る と い う こと が意 志 す る こ と に属 して い る」(同 上 箇 所)と 。

生 は 、以 上 の よ う に性 格 づ け ら れ た 「カ へ の 意 志 」 で あ る が 故 に 、盲 目的 に妄 動 あ る い は轟 動 す

る も の で は な い 。 「カ へ の意 志 」 と して の 生 に は本 質 的 に 、perspektivischに も の を 視 る と い う こと

が 属 して い る 。我 々 人 間 は 生 成 消 滅 の こ の世 界 で生 き る と い う た め だ け に で も 、予 め 何 らか の 観 点

を立 て 、 そ の も とで 見 る と い う こと が 既 に な け れ ば な ら な い 。 も しそ うで な い と 、 混 沌 た る 世 界 の
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う ちで 生 は見 通 しを失 っ て 、 う ま く生 き て ゆ く こ と は で き な くな るか らで あ る 。 生 は、「よ り狭 い 、

限 られ た 、単 純 化 さ れ た世 界 を必 要 と して い る」(『カ へ の 意 志 』Nr.15)。 す な わ ち 、生 が 予 め 或

る一 定 の 観 点 を 自分 か ら 自分 に対 して 立 て る こ と な しに は、 生 はそ も そ も もの を 見 る こと はで き な

い 。 「定 式 化 さ れ え な い 、 『偽 』 と して の 、 『自 己 矛 盾 』 と して の この 生 成 の世 界 ∫(同上 書Nr.517)

に於 い て 「見 る 」 と い う こ とが 成 り立 っ た め に は、 予 め 生 は 自分 に適 っ た 観 点 を世 界 の う ちへ 投 げ

入 れ て お か な け れ ば な らな い。 従 っ て 「perspektiVischに 見 る と い う こ との みが 、perspektivischに 認

識 す る こ と の み が 存 在 す る」'(『道 徳 系 譜 論 』 皿Nr.12)。 生 は 、単 に 自 己 保 存 の た め だ け で は な く、

生 の 上 昇 の た め に も、 よ り高 い 自 己 の 可 能 性 へ 見通 しを つ け て お か ね ば な らな い。 何 らか の 観 点 を

定 立 して お い て は じめ て 、一 切 の も の は我 々 の前 に現 わ れ る こ と が 可 能 と な る 。 っ ま り世 界 は 見掛

け の世 界 、 す な わ ち我 々 に各 々 の 仕 方 で もの が現 わ れ る こ とが 可 能 な 世 界 、diescheinbareWelt、 で

あ る 。diescheinbareWelt以 外 に 世 界 は あ り よ う が無 い。 そ こで 、 「見掛 け の 世 界 と真 な る世 界 と い

う対 立 は 『世 界 』 と 『無 』 と い う対 立 に還 元 され る」(『 カ へ の意 志 』Nr.567)。 』

要 す る に、perspektivischな 観 点 は 、 生 が 自 己 の 保 存=上 昇 の可 能 性 の 条 件 を見 込 ん で 立 て た も の

で あ る 。 「見 掛 け の世 界 、 す な わ ち諸 価 値 に 従 っ て見 ら れ た 或 る 一 つ の 世 界 。 そ れ は諸 価 値 に従 っ

て 秩 序 づ け ら れ選 択 され て い る。 す な わ ち こ の場 合 、 或 る一 定 種 の動 物 の 保 存 と力 の 上 昇 と に 連 関

した有 用 性 の 観 点 に 従 っ て秩 序 づ け られ 選 択 さ れ て い る」(同 書 上Nr.567)。 こ の 一 文 か ら推 察 さ

れ る如 く、 価 値 は 、 生 が 自分 の 可 能 性(す な わ ち 生 の 諸 条 件)に 顧 慮 を払 っ て 、予 め 世 界 の う ち へ

投 入 して お い た著 眼 点 で あ る 。 「『価 値 』 と い う観 点 は、 生 成 の 内 で 生 が 相 対 的 に 持 続 す る 複 合 的

形 成 体 を顧 慮 した 保 存=上 昇 の 諸 条 件 の 観 点 で あ る」(同 上書Nr.715)。 従 っ て 要 す る に価 値 は、

生 が 定 立 し た こ と ろ の 、 生 の条 件 で あ る 。.

然 る に 、 価 値 定 立 者 た る 「カ へ の意 志1と して の 生 自 身 は、 固定 し た存 存 者 で は な く、 先 に 見 た

如 く、絶 え て 倦 ま ざ る 自己 超 克 の 力 動 性 に於 い て有 る。 この こ と か ら まず 第 一 に 、 価 値 定 立 者 の 変

化 と共 に 価 値 も変 化 す る と い う こ と が 、 帰 結 す る 。 「諸 価 値 と そ の 変 化 は価 値 定 立 者 の 力 の 生 長 と

関 係 して い る 」(同 上書Nr.14)。 そ れ 故 、 「価 値 自体1と い う も の は な い 。価 値 が 二 世 界 論 の 超 越

的 世 界 の う ち に定 立 され る こ と に よ っ て 、 そ の 価 値 は そ れ 自体 で価 値 の あ る価 値 、 す な わ ち 「価 値

自体1で あ る か の如 く 見 え る 。 然 る に 、 超 越 的 世 界 自身 、 元 来 は生 が 自己 保 存 の た め に 立 て た 一 種
　

の 価 値 で あ る 。従 っ て 「価 値 自体1と 称 され る もの も、 実 は最 高 の価 値 に しか す ぎ な い.い か に最

高 の価 値 と い え ど も、 そ れ が価 値 で あ る 限 り、 ま た こ の価 値 は生 を可 能 に す る た め に生 が 立 て た条

件 で あ るが 故 に 、 我 々 が 生 死 を賭 け て ま で 求 め る ほ ど の もの で は な いの で あ る 。

価 値 は生 が 生 の た め に 立 て た 条 件 で あ る と い う こ と か ら、 第2に 、 生 そ れ 自 身 の 価 値 は 、 評 価 す

る こ と はで き な い こ と う こ とが 、 帰 結 す る。 な ん と な れ ば 、 生 の価 値 を論 じる た め に は 、我 々 は生

の 外 に 立 た ね ば な ら な い(こ の こ と 自 体 す で に我 々 は な しえ な い)し 、 他 方 ま た 、生 を遊 離 して は 、

　う 　 　 　 　 コ 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　我
々 は価 値 を論 じえ な い 、 か ら で あ る 。 同 じ理 由 に よ り、 「世 界 の全 体 価 値 は評 価 不 可 能 で あ る1(

同 上 書Nr.708)、 と い われ る 。 生 き と し生 け る もの(存 在 す る も の)の 全 体 は 世 界 す な わ ち 「生 成 」

で あ る が 、 こ れ が 「価 値 を も た な い」(同 上 箇 所)と い わ れ るの は 、 上 述 の如 く、 生 成 が価 値 評 価 を
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絶 し て い る と い う意 味 に於 い て で あ っ て 、 価 値 喪 失 と い うが 如 き 欠 如 的 意 味 に於 い て で は な い 。

生 成 の 世 界 の全 体 的 性 格 は 、 い か に最 高 の価 値 で あ っ て も価 値 で も っ て 解釈 さ れ え な い。 秩 序 、

目的 、形 式 、 統 一 、 美 、真 、 と い っ た価 値 一 概 念 を こ の 世 界 の う ちへ 投 入 して 、世 界 解釈 す べ きで
く　

は な い 。 な ぜ な ら、 こ れ らの 概 念 は 、 本 来 は 「美 的 な 人 間 性 」 を言 い表 わ す の で あ っ て 、 生 成 の こ

の 世 界 に は元 々適 し て い な い 、 か らで あ る 。 そ れ 故 、結 局 そ の こ と が洞 察 され て 、 この 世 界 か ら そ

の 諸 価 値 は再 び抜 き去 らね ば な らな く な る の で あ る 。 そ れ で は一 体 、 そ の よ う な諸 価 値 で もっ て 生

成 の世 界 を性 格 づ け る こ とが で き な い と な る と、 こ の 世 界 を我 々 は ど う言 い表 わ せ ば よ い の だ ろ う

か 。

この 世 界 に つ い て は 、 「この 世 界 はカ へ の 意 志 で あ る そ して そ れ 以 外 の 何 も の で も な い 」(

『カ へ の 意 志 』Nr .1067)と 、言 い う る の み で あ る 。 この 世 界 は、 最 終 的 な 目標 も、 絶 対 的 な 秩序

も もた な い が 、 そ うだ か らと い っ て 盲 目 的 な混 乱 で も な い 。 この 世 界 は、カ へ の 意 志 と して 、 「自 己

超克、という法則をもつのである1㍉ への意志は常 に自己へと自己を超えでる力動性のうちにある.

カ へ の 意 志 と して の 世 界 は 自 己 か ら自 己 へ と 回 帰 す る 。 か か る一 切 の 人 間 的修 飾 を剥 ぎ と っ た裸 の

自然 の 世 界 は 、大 多 数 の 人 間 に と っ て極 め て恐 る べ き形 相 を呈 す る こ と に な る 。 「我'々 は こ の 思 想

を そ の最 も恐 る べ き形 式 で考 え る 。 す な わ ち 、 意 味 や 目標 が な く、 しか し不 可 避 に 回 帰 しつ つ 、 無

の う ち へ の フ ィナ ー レも な い、 あ る が ま ま の 現 存 在 。 つ ま り 『永 却 回 帰 』」。 「こ れ が ニ ヒ リ ズ ム の

極 限 的 形 式 。 す な わ ち 、無(『 無 意 味 な も の 』)が 永 遠 に!」(『 カ へ の意 志 』Nr.55)。

皿

生 はカ へ の 意 志 と して 絶 え ず 自己 の条 件 を 自分 か ら立 て て 自分 を可 能 な ら しめ る力 動 性 に於 い て

あ るの で あ れ ば、 そ の 場 合 生 は 自己 以 外 の い か な る根 拠 も も た な い と い う こ と に な り、従 っ て或 る

意 味 で 根 拠 を失 っ たabgrundigな 存 在 と な っ て しま う。 斯 く の 如 く深 淵 と な っ た生 全 体 す な わ ち世

界 は絶 え ず 自己 を超 克 して 自 己 へ と 回 帰 す る 。 「全 体 以 外 に何 も無 い 」(esgibtnichtsausserdem

Ga_)㌦ 故に、生全体1ま常 に同 じものとして自舶 身に回帰する、つまり ・同 じものの永却回

帰」 と い う運 動 を す る 。生iナ る も の の 一 つ と して 我kも 、か か る 円 環 と して 引 き込 ま れ て い る 。そ う な

る と 、 同 じも の が 回 帰 す る 世 界 に於 い て 、我 々 が 何 を な そ う と も、所 詮 は同 じ こ と に な っ て し ま う。

永 却 回 帰 の 思 想 は、 そ れ 故 、 我 々 が 何 を して も 「無 駄 」 で あ る と して 、 我 々 の創 造 へ の意 志 を麻 痺

せ しめ か ね な い 。 す な わ ち、 場 合 に よ っ て は確 か に 「永 却 回 帰 」 の思 想 は 、 「最 も麻痺 さ せ る 思 想 」

(rカ へ の 意 志 』Nr.55)、 「最 も重 た い思 想(derschwersteGedanke)」(尾 力 へ の意 志 』Nr・1059)

で ある。

.『 ツ ァ ラ ツ ス トラ』 第3部 『幻 視 と謎 につ い て 』 で重 力 の 精(derGeistderSchwere)は 、登 肇途

上 の ツ ァ ラ ツ ス トラの 耳 を通 して 彼 の脳 の な か へ 、 次 の如 き鉛 の しず くの よ う な重 た い思 想 を注 ぎ

込 む 。

「お お 、 ツ ァ ラ ツス トラ よ、 汝 、知 恵 の石 よ!汝 は 自分 を 高 く投 げ た が 、しか しす べ て の投 げ ら

れ た石 は 落下 しなけれ1まな らない。(中 略)

汝 は汝 自身 へ と定 め られ 、 汝 自 身 の 石 で石 打 ち の刑 に処 せ られ る定 め に あ る 。お お ツ ァ ラツス トラ
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よ 、 汝 は遠 くへ 石 を投 げ た が しか し汝 の上 に石 は落 ち戻 っ て く る で あ ろ う。」

永 却 回 帰 の思 想 は 自 己上 昇 の た め の 人 間 の あ ら ゆ る意 図 的 ・意 識 的 企 投 を蔑 す る。 我 々 人 間 の企

投 へ の 気 力 は そ の 思 想 の前 で 打 ち砕 か れ 、 我 々 は倦 み疲 れ 、憂 欝 、す な わ ち重 苦 し い気(Schwermut)

に な る 。 我 々 の生 も 、 そ の 他 の 一 切 の もの も 、 そ の ま ま永 却 に 回 帰 す る と い う思 想 は 、確 か に我 々

に と っ て 目眩 め く光 景 を呈 す る一 面 を も っ て いる 。 しか しそ れ は我 々 が 見 据 え な け れ ば な ら な い一

面 で も あ る。 も し、 我 々 が そ こか ら眼 を逸 らせ よ う と欲 す 筍 な ら、 そ こ か ら この 生 と は別 の 世 界 が

何 処 か この 世 を超 え た処 に存 在 す る か の よ う なoptischな 錯 覚 が再 び生 ま れ る で あ ろ う。 近 代 科 学

(お よ び 、 そ の 「真 理 へ の意 志 」)は そ れ まで の二 世 界 論 的 世 界 解 釈 の 欺 隔 を曝 い て きた。 しか し、

単 に そ れ だ け で あ れ ば、 そ れ ま で と は異 な っ た仕 方 で 彼 岸 的 な価 値 を立 て て 、 そ れ に依 拠 して 生 き

ん と す る 可 能 性 が残 って い る 。 そ れ は極 限 的 ニ ヒ リズ ム を逃 れ ん と す る 「不 完 全 な ニ ヒ リズ ム 」(

『カ へ の 意 志 』Nr .28)に 留 ま っ て い る の で あ る 。

永 却 回 帰 と い う深 淵 に臨 ん で 、 そ こ か ら逃 れ ん と せ ず 、 さ り と て永 却 回 帰 と い う最 も重 た い 思 想

に 気 力 が圧 殺 され な い た め に は 、 「自分 自 身 に対 す る 勇 気 あ る い は気 力(derMutzusich)が 必 要 で

あ る。optischな 錯 覚 す な わ ち 自 己偽 購 に 陥 っ た 自 己 を脱 却 して 本 来 の 自己 ニ ー チ ェで は そ れ は

「カ へ の意 志 」 と して の 自己 で あ る へ 向 か う 勇 気 で あ る
。 そ の よ う な勇 気 は 一 体 ど こ に見 い 出

され る か 。近 代 科 学 の精 神 の う ち に か 。 否 で あ る。 近 代 科 学 に は な る ほ ど一 切 の確 信 を一 つ の仮 設

あ る い は差 し当 っ て の実 験 上 の見 地 に ま で お と しめ 、 そ の 限 りで 「真 理 へ の 意 志 」 の 峻 厳 さ が み ら

れ はす る 。 レか し近 代 科 学 は 「明 らか に 自分 自身 の み を信 じ、自分 自身 に対 す る勇 気 を も ち、自己 へ

の意 志 を も っ て お り、神 ・彼 岸 ・否 定 的 徳 、な し に これ ま で 充 分 う ま くや っ て き た」 か と い え ば 、 そ

　
うで は な い 。 真 理 と い う価 値 自体 に対 す る信 仰 に縛 られ て い る が 故 に 。

価 値 自体 あ る い は超 越 的 価 値 の如 く み え る 価 値 を定 立 した の は実 は 、 我 々 の 自 己 が 本 来 そ れ で あ

る と こ ろ の 「カ へ の意 志 」 で あ る 。 然 る に 、 価 値 を価 値 自体 の 如 く定 立 す る こ と に よ っ て 、価 値 定

立 し た の は カ へ の 意 志 で あ る こと が 隠 蔽 さ れ る(つ ま り、 カ へ の 意 志 は 「覆 面 せ る カ へ の 意 志 」 と

な る)一 方 、 我 々 は超 越 的 価 値 に依 存 し束 縛 され て生 き て き た 。 ニ ー チ ェの 言 う 「自 己 に対 す る勇

気 」 と は 、 か か る 自 己欺 隔 的 自縛 か ら本 来 的 な 自己 へ と向 う こ とで あ る(そ の 落 着 す る と こ ろ が 「カ

へ の 意 志 」 で あ ろ う)。こ う した 「自己 に対 す る勇 気 」に 「精 神 の 自由 」 を ニ ー チ ェ は み て と る 。 す な

わ ち 、 「私 は 『精 神 の 自 由 』 と い う こ とで 何 か き わ め て は っ き り し た も の を理 解 して い る。 す な わ

ち 、 哲 学 者 や そ の 他 の 『真 理 』 の 使 徒 よ り も、 自 己 に 対 す る 峻 厳 さ 、誠 実 と勇 気 に よ って 、否 定 が

危 険 で あ る処 で 否 を言 う無 条 件 的 な 意 志 に よ っ て 、百 倍 も ま さ っ て い る」(『カ へ の 意 志 』Nr.465)

と。 しか し本 来 か か る 「精 神 の 自由 」 は 、勝 手 気 儘 な 自 由放 任(Libertinage,laisser-aller)と は異

　
な り、 い や む し ろ 「そ の 反 対 原 理 」 た るカ へ の 意 志 に根 源 的 に 属 す る は ず で あ る 。 す な わ ち 、本 来

力 へ の意 志 と し て の我 々 は常 に絶 えず 自 己 を 超 え て 自己 の可 能 性 の条 件 を観 点 と して 立 て て 、 常 に

新 た な ペ ル ス ペ クテ ィー ヴ ェ を 開 き、 そ の 場 に出 で立 つ の で あ るが 、 か か る我 々 の 自己 本 来 の あ り

方 が 精 神 の 自由 な の で あ る 。 して み れ ば 、 ニ ー チ ェ に於 い て 「自己 自 身 に対 す る 勇 気 」 は我 々 の 内

奥 の 本 性 た るカ へ の意 志 に す で に 内 的 に 呼応 して い る と 、 い え る。

こ の こと は、 『ツ ァ ラ ツス トラ 』 第3部 『幻 視 と謎 』 の 先 に 引 用 した 「重 力 の精 」の耳 打 ち に よ っ
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て重 苦 しさ に一 度 は陥 っ た ツ ァ ラ ス トラ ツ が 反 転 して 語 っ た こ と ば に 、 見 い 出 す こ と が で き る。「し

か し、 私 の う ち に は私 が 勇 気 と 呼 ぶ 何 か が存 在 す る」 と ツ ァ ラ ツ ス トラの 内 な る勇 気 が 「重 力 の 精 」

の外 か ら の耳 打 ち に反 擬 して くる 。 そ して 次 の 様 に 言 う。 「勇 気 は深 淵 に臨 ん で め ま い を も打 ち殺

す 。 そ して人 間 は深 淵 に 臨 ま な い で 何 処 に立 と う か!見 る こ と 自体 が 深 淵 を見 る こ とzは ない

の か 。(中 略)勇 気 は最 良 の 打 殺 者 で あ る 、 攻 撃 す る勇 気 は 。 そ れ は 死 を す ら打 ち殺 す 。 な ぜ な ら

そ れ は 『こ れ が 生 で あ っ た の か 。 さす れ ば よ し、 も う一 度 』 と語 る か ら」 と 。外 か ら み れ ば 、 す べ

て の もの が無 意 味 に繰 返 し回 帰 す る と い う永 却 回 帰 の 思 想 は 、 厭 倦(Uberdruss)を 催 す忌 むべ き 外

観 を 呈 す る 。 しか しツ ァ ラ ツ ス トラの 意 志 は 、 「こ れ が 生 で あっ たの か 。 され ば よ し、 も う一 度 」 と

語 る 勇 気 に於 い て 、 か か る永 却 回 帰 を そ の 意 志 す る 内 容 と して 、 内 へ 同 化 して(einverleiben)し ま

うの で あ る 。 か く して 、 勇 気 を介 して 、永 却 回 帰 の 世 界 は極 め て恐 るべ き一 面 と は別 の一 面 を呈 す

る 。 『カ へ の意 志 』Nr.1067で ニ ー チ ェ は 言 う。 「私 は諸 君 に こ の世 界 を私 の鏡 に映 して お 見 せ しま

し ょ う か」 と。 ニ ー チ ェの 鏡 に映 し出 され た永 却 回 帰 の 世 界 は 、 「永 遠 に回 帰せ ざるを え な い もの と

して 、 す な わ ち、 い か な る倦 怠 も、 厭 倦 も、 疲 労 も知 らな い生 成 と し て 、自分 自身 を祝 福 して い る」

の で あ る 。 この 世 界 に 一 つ の 名 をつ け る とす れ ば 、 「この 世 界 はカ へ の 意 志 で あ る そ して そ れ

以 外 の 何 もの で も無 い 。 しか もま た諸 君 も こ の カ へ の 意 志 で あ り そ して そ れ以 外 の 何 も の で も

無 い」 と い う他 は な いの で あ る 。

ニ ー チ ェ(=・ ツ ァ ラ ツ ス トラ)＼の 勇 気 は 、 「さ れ ば よ し」 と い う肯 定 の 瞬 間 に於 い て 、「これ で あっ

た 」 生(過 去 の 生)を 「も う一 度 」 と 将 来 に 向 けて 再 度 意 志 す る 。 ま さ に か く語 る意 志 に於 い て 、

「時 間 と そ の 『こ う あ っ た 』 と に対 す る意 志 の 敵 意(desWillensWiderwillegegendieZeitandihr,Es

war`)」 か ら意 志 が 解 放 され た の で あ る 。 こ こ で は詳 論 で き な い が 、 形 而 上 学 は本 質(ウ シ ア)と

い う過 去 的=既 在 的 な も の を 伝 統 的 に テ ー マ とす る 。この 形 而 上 学 と い う大 い な る ペ ル ス ペ クティー

ヴ ェ を 人 間 的 生 に 開 い た の が 、 時 間 へ の 敵 意 で あ っ た とす れ ば 、 形 而 上 学 の 歴 史 の 裏 に潜 ん で い た

逆 倒 せ るカ へ の意 志 が 、上 述 の 如 き ニ ー チ ェ の 勇 気 に於 い て 、 「時 間 に対 す る敵 意 」 か ら解 放 され、

カ へ の 意 志 が そ の 隠 れ な き 姿 で 現 わ れ 出 で た と い え よ う。 して み れ ば 、 ヨ ー ロ ッパ の 哲 学(形 而 上

・学)を そ の 歴 史 の 裏 に 隠 れ て 支 配 して き た 生 の 意 志 が 、 こ の ニ ー チ ェ の 究 極 の立 場 に於 け る 勇 気 を

介 して 、 生 本 来 の 意 志 た る 「カ へ の 意 志 」 へ と 自 己超 克 した の で あ っ た 。 か く して 人 類 の運 命 を そ

の掌 中 に した ニ ー チ ェ の 自負 は次 の 文 か ら も窺 い知 る こ と が で き る 。

「も し 万 一 か の 真 理 へ の 意 志 が 我 々 に於 い て 自分 自身 を 問 題 と して 意 識 す る よ う に な る と い う意

味 を もつ もの で な か っ た の な ら、 我 々 の存 在 全 体 は一 体 い か な る意 味 を も つで あ ろ う か 。」(『道 徳 系

譜 論 』 皿Nr.27)
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zen Worten, der alte Skeptizismus hat die edelste Seite der Richtung gegen den Dogma-

tismus des gemeinen BewuBtseins and die edle Seite, welche sich gegen das beschrankte 

Erkennen, gegen das endliche Wissen wendet. Aber er fur sich bleibt bei der Subjektivi-

tat des Erscheinens stehen and behauptet in Beziehung aufs Wissen eine reine Negativi-

tat. Daher ist er der von der Philosophie losgetrennte Skeptizismus. Der platonische 

Skeptizismus ist das vollendeste and fur sich stehende Dokument and System des echten 

Skeptizismus, er umfaBt and zerstort namlich das gauze Gebiet des Wissens durch Ver-

standesbegriffe. Dieser Skeptizismus im platonischen Parmenides ,geht nicht auf ein 

Zweifeln an diesen Wahrheiten des Verstandes, der die Dinge als mannigfaltig, als Ganze, 

die aus Theilen bestehen, ein Entstehen and Vergehen, eine Vielheit, Ahnlichkeit u. s. w. 

erkennt, and dergleichen objective Behauptungen macht, sondern auf ein ganzliches 

Negiren aller Wahrheit eines solchen Erkennens." 

  In Platons Parmenides sieht Hegel den echten Skeptizismus verwirklicht, der eins ist 

mit der wahren Philosophie. Hegel hat die Einsicht, daB echter Skeptizismus mit jeder 

wahren Philosophie identisch ist and nur ihre negative Seite, d. i. die negative Seite der 

Erkenntnis des Absoluten. Echter Skeptizismus vernichtet sich selbst and alles Endliche 

and Beschrankte, indem er es aufs Absolute bezieht. In diesem Sinne ist er das dialektis-

che Moment in der spekulativen Dialektik Hegels.

                Der Mut in der Philosophie 

                    - Im Fall Nietzsche -

                                                  von Haruyuki Enso 

  Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkunft zeigt zwei Aspekte, die schwerlich 

vereinbar sind. Nach auBen angesehen, ist sie ein befremdlichster and furchtbarster 

Gedanke, wonach die Ziellosigkeit des Seienden im Ganzen, das "Umsonst" aller mens-

chlichen Handlungen, zum auBersten Ausdruck gebraucht wird. Insofern ist sie der 

lahmendste Gedanke, d.h. der extremste Nihilismus. Aber andererseits befreit dieser 

Gedanke den menschlichen Willen von den obersten Werten, fur deren Dienst der Mensch 

bisher gelebt hat. In diesem Fall gehort dem Gedanken der ewigen Wiederkunft die 

Frohlichkeit. Zwischen den obengenannten zwei Seiten des Gedankens der ewigen 

Wiederkunft besteht es eine tiefe Kluft. Was den ersten Aspekt zu den letzteren 
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umschlagen laBt, das ist nichts anderes als der Mut, der bei Nietzsche von zentraler Be-

deutung ist. In diesem Aufsatz wird versucht, die Bedeutung des "Mutes" bei Nietzsche 

im Zusammenhang mit dem Begriff "der Wille zur Macht" zu erortern. 

                     On Phenomenalism 

                                              by Hitoshi Tamura 

  I will discuss, in this paper, the phenomenalistic analysis of our sense-experience car-

ried out by A.J.Ayer in "The Foundations of Empirical Knowledge". 

  Ayer proposes that we should regard the objects of our perception not as material 

things (public objects) but as sense-data (private objects). And he says the sense-datum 

language provides us with the best terminology to analyse the relationship of our sense-

experiences to the propositions we put forward concerning material things. In "Sense and 

Sensibilia", J.L.Austin critisizes what is told by Ayer and says the ordinary language can 

far better describe our experiences. But his criticism is not enough to reject Ayer's prop-

osal. 

   I show that the private object of our sense-experience can be introduced only when we 

have already referred to the public object, and that it is logically impossible in any lan-

guage to designate a purely private object. Then, we can safely say that the phenomenal-

ism is of no use in analysing our sense-experiences and that `the foundations of empirical 

knowledge' are not in the privacy of our sense-data but in the publicity of the material 

world.
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