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「精神」から見た「生命」概念の射程  

―『精神現象学』「自己意識」章の解釈―  

久冨  峻介  

はじめに   

 現 代 で は 、一 般 に 生 命 は 哲 学 の 対 象 と い う よ り は 、む し ろ 主 に 自 然 科 学（ 生 物 学 、

生 命 科 学 、医 学 ）の 領 域 に 属 す る も の だ と 理 解 さ れ て い る だ ろ う 。だ が 、哲 学 の 伝

統 で は 、「 生 命 と は 何 か 」と い う 問 題 は 、プ ラ ト ン 以 前 の 古 代 ギ リ シ ャ 時 代 か ら 継

続 的 に 問 題 と な っ て き た 重 要 な 概 念 の 一 つ で あ っ た 。 一 七 世 紀 に 入 っ て デ カ ル ト

が 登 場 し て 以 降 は 、大 ま か に 整 理 す れ ば 、「 力 学 」を モ デ ル と す る 機 械 論 的 生 命 観

と 、生 命 に 対 し て 物 理 的 な 説 明 に 還 元 し え な い 力 を 認 め る「 生 気 論 」と 呼 ば れ る 生

命 観 と い う 二 つ の 立 場 が 現 わ れ た 。そ し て 一 九 世 紀 に は「 生 の 哲 学 」と い う 潮 流 が

生 ま れ 、こ の 流 れ に 属 す る デ ィ ル タ イ や ニ ー チ ェ 、ベ ル ク ソ ン 等 が 生 命 を 哲 学 的 に

重 要 な 概 念 と し て 展 開 し て い る 。こ の 哲 学 的 潮 流 は 、近 代 的 な 合 理 性 や 理 性 に 対 立

す る 立 場 と し て 理 解 で き る 。シ ュ ネ ー デ ル バ ッ ハ に よ れ ば 、生 の 哲 学 と は 、非 合 理

的 な も の と し て の 生 命 を 基 礎 に 置 き 、 そ れ を あ ら ゆ る も の の 基 準 に す る 立 場 で あ

る と 特 徴 づ け ら れ る 。こ う し た 生 の 哲 学 の 思 想 的 な 源 泉 の 一 つ は 、「 ド イ ツ・ロ マ

ン 主 義 」に 求 め る こ と が で き る 。本 稿 で は 詳 細 に 立 ち 入 る こ と は で き な い が 、ド イ

ツ・ロ マ ン 主 義 に お い て 生 命 は 、啓 蒙 の 合 理 主 義 や 近 代 の 機 械 論 的 な 自 然 観 に 対 立

す る 概 念 と し て 理 解 さ れ て い た 1。 本 稿 が 対 象 と す る ヘ ー ゲ ル は 、 ま さ に こ う し た

思 想 的 状 況 に お い て 自 ら の 思 索 を 形 成 し て い っ た の で あ る 。  

と こ ろ で ヘ ー ゲ ル は 、近 代 を「 分 裂 の 時 代 」と 捉 え 、そ の 分 裂 を 調 和 的 に 統 一 さ

せ る こ と を 目 指 し て い た が 、 そ の よ う な 合 一 を 表 わ す 概 念 と し て 彼 が 用 い て い た

の が「 生 命 L e b e n」で あ っ た 。若 き ヘ ー ゲ ル は 宗 教 の 立 場 か ら こ の 課 題 を 捉 え て い

た た め 、当 初 は こ の 生 命 概 念 を 自 ら の 宗 教 論 に 導 入 し た 。し か し な が ら 、哲 学 の 立

場 へ と 移 っ た イ ェ ー ナ 期 以 降 も 、 生 命 は 継 続 的 に 哲 学 の 体 系 の な か で 鍵 概 念 の 一

つ と し て 一 定 の 位 置 づ け を 与 え ら れ る こ と に な る 。例 え ば 、イ ェ ー ナ 期 の「 自 然 哲

学 」で 彼 は 生 命 を 論 じ て い る し 、 後 年 の『 大 論 理 学 』「 概 念 論 」の「 理 念 」章 に お

い て も 生 命 を 主 題 に し て い る 。こ の よ う に し て 生 命 の 概 念 を 重 視 し た こ と か ら 、ヘ

ー ゲ ル こ そ が 生 の 哲 学 の 思 想 的 源 流 で あ る と す る 解 釈 も 存 在 す る 2。  

 
1  具体的には、ルソーの受容を契機とした「シュトルム・ウント・ドランク」、ハーマン、ヘル

ダー、若きゲーテ、ノヴァーリス、F r.  シュレーゲル、ヤコービの名前が挙げられる。さらに、

こうした生き生きとしたものを哲学的に表現した人物として、シュネーデルバッハはフィヒテ

とシェリングに言及している。 V g l .  S ch n ä d e l b a c h  [ 1 9 8 4 ] ,  p p . 1 4 1 f .（邦訳 ,  1 9 9 頁以下）。  
2  シュネーデルバッハは、ロマン主義においては、生命はまだ哲学の原理として観念論に対置

されていなかったとして、生の哲学の歴史はまだ始まっていなかったと指摘する（ S c h n ä d e l b a c h ,  
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そ の な か で も『 精 神 現 象 学 』（ 以 下 、『 現 象 学 』と 略 記 す る ）の 生 命 概 念 が 興 味 深

い の は 、宗 教 か ら 哲 学 へ と 移 行 し た ヘ ー ゲ ル の「 愛 」の 概 念 と「 精 神 」の 概 念 を 架

橋 す る よ う な 、思 想 形 成 史 上 の 特 質 が 認 め ら れ る 点 に あ る 。例 え ば 、デ ィ ー タ ー・

ヘ ン リ ッ ヒ は 、 ヘ ー ゲ ル の 生 命 概 念 が フ ラ ン ク フ ル ト 期 の 宗 教 論 に お け る 愛 か ら

発 展 し 、 精 神 概 念 の 原 型 を 用 意 し て い た こ と を 適 切 に 指 摘 し た 3。 フ ラ ン ク フ ル ト

期 の 生 命 概 念 は 人 間 を 包 括 す る 根 源 的 な 統 一 と し て 理 解 さ れ て い た が 、 後 に ヘ ー

ゲ ル は こ れ を「 生 命 」と「 精 神 」と に 区 別 す る よ う に な る 。こ の 区 別 が 明 確 に 表 現

さ れ る の が 、『 現 象 学 』の「 自 己 意 識 」章 な の で あ る 。「 自 己 意 識 」章 は 、無 題 の「 冒

頭 部 」と A「 自 己 意 識 の 自 立 性 と 非 自 立 性 ;  主 人 と 奴 隷 」、B「 自 己 意 識 の 自 由 ;  ス

ト ア 主 義 、 懐 疑 主 義 、 不 幸 な 意 識 」（ 以 下 、 そ れ ぞ れ 冒 頭 部 、 A 節 、 B 節 と 略 記 す

る ）と い う 三 部 か ら 構 成 さ れ て い る 。生 命 は こ の 冒 頭 部 で「 無 限 性 U n e n d l i c h k e i t」

の 構 造 を 持 つ も の と し て 描 か れ 、 A 節 以 降 で 主 題 化 さ れ る 精 神 に 先 立 っ て 意 識 の

経 験 の 過 程 に 現 わ れ る 。つ ま り 、発 展 史 的 な 観 点 か ら だ け で は な く 、『 現 象 学 』の

構 成 上 も 、 生 命 は 精 神 の 前 段 階 と 見 な す こ と が で き る の で あ る 。   

そ こ で 問 題 と な る の が 、「 生 命 」と「 精 神 」と い う 両 概 念 は ど の よ う な 意 味 で 区

別 さ れ る の か で あ ろ う 。と は い え 、ヘ ー ゲ ル の 叙 述 か ら は 、生 命 の 議 論 が い か な る

体 系 的 な 意 義 を 持 っ て い る の か 読 み 取 る こ と は 難 し い 。一 見 す る と 、生 命 論 は 冒 頭

部 の 文 脈 に と っ て 不 要 な 挿 入 で あ る よ う に も 思 わ れ る し 、ジ ー プ が 言 う よ う に 、そ

も そ も「 自 己 意 識 」章 の 生 命 は 、単 に「 動 物 的 な 生 命 」を 意 味 し て い る の か 、あ る

い は「 形 而 上 学 的 な 生 命 」を 指 す の か さ え 判 然 と し な い 4。「 自 己 意 識 」章 の 議 論 自

体 は 、出 版 以 来 、『 現 象 学 』の 研 究 史 上 で 特 に 注 目 を 集 め て き た 有 名 な も の で あ る

が 、そ の 際 に 焦 点 が 当 て ら れ て き た の は「 自 己 意 識 」や「 欲 望 」、「 精 神 」の 概 念 で

あ り 、A 節 の「 承 認 」や「 生 死 を 賭 け た 闘 争 」、「 主 人 と 奴 隷 の 関 係 」で あ っ た 。こ

う し た テ ー マ に 比 し て 、 先 述 し た 事 情 も あ っ て 、 生 命 は B 節 と と も に 議 論 の 視 野

の 外 に 置 か れ て き た 感 が 否 め な い 。そ の た め 、『 現 象 学 』の 文 脈 に お け る 生 命 概 念

の 意 義 つ い て は 十 全 な 配 慮 が な さ れ て こ な か っ た よ う に 思 わ れ る 5。  

 

i b id .）。 こう した 流れ のなか に ヘー ゲル 哲学 の 哲 学史 上 の意 義を 見出 す研 究者 に は、 シュ ネ ー

デルバッハの他にホフマンが挙げられる。ホフマンは、ヘーゲルによる生命概念へのアプロー

チの固有性を強調するが、それと同時に、ヘーゲルに対するフィヒテ、シェリングの影響にも

やはり注意を促している（ H o ff m a n n  [2 0 1 5 ] ,  p p .  8 6 f .）。  
3  H e n r i ch  [ 1 9 7 1 ] ,  S .  2 7（邦訳 ,  2 8 - 2 9 頁）。ただし、フランクフルト期以降では愛は次第に主題

化されなくなる。  
4  S i e p  [ 2 0 0 0 ] ,  S .  1 0 0 .  
5  「自己意識」章の冒頭部について、統一的な観点から個々の概念の連関を解釈することが困

難であるという指摘は以下を参照。 S c h n ä d e l b a ch  [ 1 9 9 9 ] ,  S S .  6 2 - 6 4 ;  Ho n n e th  [ 2 0 0 8 ] ,  S S . 1 8 7 - 2 0 4 .  

また、『エンチュクロペディ』「精神哲学」のいわゆる「小現象学」では、生命の議論が本論か

ら外され、4 2 3 節の補遺で言及されるにとどまることもその要因の一つであると思われる（ v g l .  

T WA 1 0 ,  § 4 2 3）。欲望の概念に注目した研究史については、幸津国生 [ 1 9 9 1 ] ,  1 8 4 頁以下を参照。 
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こ う し た 傾 向 は 近 年 ア メ リ カ で 再 興 し た ヘ ー ゲ ル 研 究 に も 該 当 す る 。 こ の 新 た

な 潮 流 で は 、 こ れ ま で の ヘ ー ゲ ル 解 釈 の 枠 組 み を 超 え る よ う な 刺 激 的 な 応 用 的 解

釈 が 登 場 し て い る 6。 さ ら に 、 こ の ア メ リ カ の 研 究 の 影 響 は 、 元 々 は 『 現 象 学 』 を

評 価 し て い な か っ た ド イ ツ の ハ ー バ ー マ ス や ホ ネ ッ ト に も 波 及 し 、 彼 ら は 新 た に

「 自 己 意 識 」 章 に 取 り 組 む こ と に な っ た 7。 と こ ろ が こ う し た 一 連 の 研 究 で も 、 や

は り 論 究 の 中 心 は 承 認 や 精 神 の 概 念 で あ っ て 、 冒 頭 部 の 生 命 論 は 主 題 化 さ れ て い

る と は 言 い 難 い 。そ の な か で も 、例 外 的 に ホ ネ ッ ト の 論 文 は 生 命 を 中 心 に 扱 っ て い

る 点 で 興 味 深 い が 、『 現 象 学 』 の 固 有 の 論 点 を 捉 え き れ て い な い 点 で 問 題 も あ る 。 

本 稿 で は 、「 自 己 意 識 」章 に お い て 登 場 す る 生 命 概 念 を 主 題 的 に 取 り 上 げ 、そ れ

に よ っ て こ れ ま で 必 ず し も 明 ら か に さ れ て い な か っ た 、『 現 象 学 』に お け る 生 命 論

の 具 体 的 な 意 義 を 明 ら か に し た い 。結 論 を 先 取 り す れ ば 、『 現 象 学 』に お い て 生 命

も 精 神 も「 実 体 」と し て 理 解 す る こ と が で き る が 、生 命 は 、そ の 共 同 の 成 員 が「 無

限 性 」に 無 自 覚 な 、単 な る 有 機 的 な 自 然 一 般 の 実 体 で あ る の に 対 し て 、精 神 は 、こ

の 無 限 な 実 体 を 自 覚 す る 者 の 共 同 性 を 表 現 し て い る 点 で 区 別 さ れ る 。 こ の 意 味 で

精 神 は 生 命 よ り 高 次 の 段 階 に あ り 、生 命 は 対 比 的 に 、実 体 と し て の 精 神 の 特 異 性 を

浮 き 彫 り に し て い る の で あ る 。こ う し た 観 点 を 踏 ま え る こ と に よ っ て 、ヘ ー ゲ ル の

「 自 己 意 識 」の 概 念 の 特 異 性 や 、精 神 を 実 現 す る 運 動 と し て の「 承 認 」が『 現 象 学 』

で 担 っ て い る 意 義 も ま た 、 よ り 明 確 に な る こ と が 期 待 で き る と 思 わ れ る 。  

以 下 で は「 自 己 意 識 」章 の 叙 述 に 従 っ て 、ま ず 冒 頭 部 に つ い て 自 己 意 識 の 構 造 に

つ い て 考 察 し（ 一 節 ）、次 に 生 命 論 の 叙 述 を 再 構 成 し よ う（ 二 節 ）。そ の 議 論 を 踏 ま

え 、自 己 意 識 を 承 認 関 係 へ と 導 く 根 拠 と な る「 自 己 の 否 定 」の 論 点 を 、生 命 論 と 連

関 さ せ て 解 釈 し よ う（ 三 節 ）。最 後 に 、『 現 象 学 』の 承 認 の 規 定 を 、生 命 で 現 わ れ て

い た 無 限 性 を 自 己 意 識 自 身 が 自 覚 的 に 実 現 す る 運 動 と し て 解 釈 し 、 生 命 論 の 意 義

が 承 認 の 運 動 を 先 取 り し て い た 点 に 見 出 せ る こ と を 呈 示 し よ う （ 四 節 ）。   

 

1 .  自己意識の構造とその対象―「欲望一般」としての自己意識―  

経 験 す る 意 識 は「 自 己 意 識 」と い う 意 識 形 態 へ と 移 行 す る こ と に よ っ て 、自 分 の

彼 岸 に あ る 超 感 性 的 な 対 象 に 関 係 す る の で は な く 、 自 分 と 連 続 し た も の と し て 対

象 を 把 握 す る 。そ れ に よ っ て 自 己 意 識 に は「 自 分 が 自 ら の 真 理 と 同 じ だ と い う 確 信

が 生 じ て い る 」（ G W 9 ,  1 0 3）。 自 己 意 識 は 一 切 の 真 理 を 自 分 の な か に 見 出 す こ と に

よ っ て 、対 象 を 自 分 自 身 の 外 部 に あ る 何 か と し て 見 な す の で は な く 、ま さ に 自 ら を

対 象 と す る こ と で 自 分 自 身 に 関 係 す る よ う に な る の で あ る 。  

 
6  本稿では詳しく取り上げられないが、アメリカの研究動向については、野尻・徳増・渋谷 [ 2 0 0 7 ]

と大河内 [ 2 0 1 4 ]を参照し、その議論の一部については、註 9 も併せて参照。  
7  H a b e r m a s  [1 9 9 9 ] ;  H o n n e th  [ 2 0 0 8 ] .  なお、ハーバーマスの議論の重心は生命論にではなく、や

はり承認や主人と奴隷の関係にある。  
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 ヘ ー ゲ ル は こ こ で 登 場 し て き た 意 識 と そ の 対 象 の 一 致 と い う 事 態 を 、「 自 我 I c h」

の 概 念 に よ っ て 捉 え 直 す 。そ れ に よ っ て 自 我 の 自 己 関 係 性 が 主 題 化 さ れ る が 、ヘ ー

ゲ ル は フ ィ ヒ テ の「 自 我 は 自 我 で あ る 」と い う 定 式 を 独 自 に 解 釈 し 、さ し あ た り そ

れ を〈 概 念 と 対 象 の 一 致 〉の 表 現 と 捉 え る 。「 我 々 が 知 の 運 動 を 概 念 と 呼 び 、こ れ

に 対 し て 静 止 し た 統 一 と し て の 知 、あ る い は 自 我 と し て の 知 を 対 象 と 呼 ぶ な ら ば 、

我 々 に と っ て だ け で は な く 、 こ の 知 自 身 に 対 し て も 対 象 が 概 念 に 一 致 し て い る こ

と を 我 々 は 見 る 」（ i b i d .）。自 ら と 対 象 と が 一 致 し て い る と い う 確 信 は 自 己 意 識 に お

い て 初 め て 生 じ て く る の で あ り 、こ う し た 確 信 が 生 じ た こ と か ら 、ヘ ー ゲ ル は「 自

己 意 識 と と も に 我 々 は 真 理 の 故 郷 の 国 に 歩 み 入 っ た 」（ i b i d .） と 宣 言 す る 8。  

 「 自 己 意 識 」章 の 考 察 は 、知（ 概 念 ）と そ の 対 象 と の 一 致 と い う 自 己 意 識 の 通 底

的 な 性 格 を 踏 ま え た 上 で 始 ま る 。 ま ず 、 ヘ ー ゲ ル は 自 己 意 識 と い う 意 識 の 形 態 を

「 自 己 に つ い て の 知 d a s  Wi s s e n  v o n  s i c h  s e l b s t」（ i b i d .）と 定 義 す る 。そ し て 自 己 意

識 が「 自 己 に つ い て 知 る 」と き 、そ こ に は 二 つ の 契 機 が あ る と さ れ 、そ れ ぞ れ「〔 第

一 の 〕区 別 さ れ た 契 機 」と「 第 二 の 区 別 さ れ た 契 機 」（ G W 9 ,  1 0 4）と 呼 ば れ る 。前

者 の 契 機 は 対 象 と の「 区 別 」を 表 わ し 、後 者 は 対 象 と の「 統 一 」の 契 機 を 意 味 す る 。

ヘ ー ゲ ル に お け る 自 己 意 識 の 概 念 は こ れ ら の 両 契 機 を 併 せ 持 っ て い る た め 、 自 己

意 識 は 静 的 で は な く 、動 的 な 構 造 を 持 っ た 意 識 形 態 と し て 理 解 さ れ ね ば な ら な い 。 

第 一 の 区 別 さ れ た 契 機 は「 他 者 的 存 在 」（ i b i d .）と 呼 ば れ る 。こ の 契 機 は 、先 行

す る「 意 識 」章 に お け る 対 象 意 識 と し て の 契 機 が 自 己 意 識 の な か に も 保 存 さ れ て い

る こ と に よ っ て 設 定 さ れ る 。意 識 の 形 態 が 自 己 意 識 と な る こ と で 、そ の 知 の 対 象 は

自 分 自 身 と な っ て い る が 、と は い え 自 己 意 識 は 無 媒 介 に 自 分 を 知 る の で は な い 。そ

う で は な く 、自 己 意 識 に は 意 識 と 対 象 と の 対 立・区 別 と い う 対 象 意 識 の 構 造 が 残 っ

て お り 、 自 己 意 識 は こ の 構 造 に し た が っ て 自 分 か ら 区 別 さ れ た 対 象 を 自 分 自 身 で

あ る と 知 り 、そ の 対 象 に つ い て の 知 を 持 つ の で あ る 。こ の 契 機 は「 現 象 」や「 感 覚

的 世 界 」 と 言 い 換 え ら れ る 。  

こ れ に 対 し て 、 第 二 の 区 別 さ れ た 契 機 と は 「 区 別 さ れ た も の と 自 己 自 身 と の 統

一 」（ i b i d .）で あ る 。こ の 対 象 と 自 分 と の 統 一 こ そ が 自 己 意 識 の よ り 本 質 的 な 契 機

で あ る た め 、こ の 契 機 は「 真 理 」と も 呼 ば れ る 。た だ し 忘 れ て は な ら な い の は 、自

己 意 識 に と っ て は 第 二 の 契 機 が 本 質 的 で あ る と は い え 、 自 己 意 識 が 自 ら を 知 る た

め に は 、あ く ま で も 第 一 と 第 二 の 両 契 機 が 揃 っ て い な け れ ば な ら な い 。こ の こ と を

ヘ ー ゲ ル は 次 の よ う に ま と め る 。   

 
8  近代的な自己意識の成立の意義について、ヘーゲルは「哲学史講義」でデカルトに言及する

際に、 似たよ うな 表現で 次のよ うに述 べる。「デカ ルトと 共に我 々は 自立的 な哲学 、すな わち

自分が自立的に理性から来たということ、そして自己意識が真なるものの本質的な契機である

ということを知っている哲学に歩み入る。我々はここで故郷にいるのだと言うことができるし、

荒れる 海上を 長き にわた って航 海して きた あとの 船乗り のよう に、 陸だと 叫ぶこ とがで きる」

（ T WA 2 0 ,  1 2 0）。  
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自己意識とは実際には感覚的で知覚的な世界という存在からの反省であり、本質

的には他者的存在からの帰還である。自己意識が自己意識であるのは運動として

のことである。しかし、自己意識がただ自己自身としての自己自身を区別す るだ

けに過ぎないときには、他者的存在としての区別は無媒介に止揚 されている。つ

まり区別は存在せず、自己意識はただ「自我は自我である」という運動のないト

ートロジーに過ぎない。自己意識にとって区別が存在という形態をももたないと

きには、それは自己意識ではない（ i b id .）。  

ヘ ー ゲ ル が「 帰 還 」や「 運 動 」と い う 術 語 で 表 現 し よ う と し て い る の は 、自 己 意

識 の 構 造 が 動 的 だ と い う こ と で あ る 。 自 己 意 識 は 第 一 の 契 機 で あ る 他 者 的 存 在 を

自 分 か ら 区 別 す る 。そ の 上 で 、意 識 は こ の 他 者 的 存 在 か ら「 反 省 」し「 帰 還 」す る

こ と に よ っ て 、 そ れ が 実 際 に は 自 ら 自 身 と は 区 別 さ れ る も の で は な い こ と を 認 識

す る 。つ ま り 、自 己 意 識 は 一 度 自 分 か ら 区 別 し た も の を 、今 度 は 自 分 自 身 と 等 し い

も の だ 、 と 確 信 す る こ と に よ っ て 自 己 に つ い て 知 る の で あ る 。 こ の 運 動 を 経 て 、

「 区 別 さ れ た も の と 自 己 自 身 と の 統 一 」、つ ま り「 自 己 に つ い て の 知 」が 成 立 す る 。

そ の 一 方 で 、単 に「 自 我 ＝ 自 我 」と い う 定 式 に よ っ て 自 我 の 知 が 表 現 さ れ る な ら ば

―ヘ ー ゲ ル は そ れ を「 静 止 し た 統 一 」と 呼 ぶ の だ が―、そ の 自 我 の 知 に は 他 者

的 存 在 を 介 し た 媒 介 の 運 動 が な く 、 抽 象 的 で 空 虚 で あ る と い う 。 ヘ ー ゲ ル に よ れ

ば 、「 自 己 に つ い て の 知 」が 成 り 立 つ た め に は 、自 我 は 他 な る も の で あ る 対 象 と の

間 に 区 別 を 持 ち 、さ ら に（ 自 我 の 対 象 も 自 我 で あ る か ら ）そ の 区 別 を 止 揚 す る こ と

に よ っ て 自 分 と 対 象 と の 統 一 を 果 た す 必 要 が あ る の で あ る 。こ の 意 味 に お い て 、動

的 で 自 己 関 係 的 な 構 造 を 欠 い た 、運 動 の な い 意 識 は 自 己 意 識 で は な い 、と さ え 言 わ

れ る 。  

自 己 意 識 は 二 つ の 区 別 さ れ た 契 機 を 持 っ て い た が 、 そ の 両 契 機 は と も に 運 動 と

し て の 自 己 意 識 の 知 の 成 立 に 不 可 欠 な も の で あ る 。 ヘ ー ゲ ル は こ の よ う な 自 己 意

識 の 動 的 な 運 動 構 造 を 「 欲 望 一 般 B e g i e r d e  ü b e r h a u p t」（ i b i d .） と 特 徴 づ け る 9。 欲

 
9  最近、生命論に関する包括的な研究を発表したウンは、自己意識を欲望によって特徴づける

点にフィヒテの影響が見られることを正当に評価しつつ、「欲望 B e g i e r d e」は「動物的な欲求

a n i m a l  ap p e t i t e の原始的なタイプ」であり、そこにはさ らに「性的な欲求 s e x u a l  d e s i r e や願望

l u s t」が含意されているという解釈を呈示している（ N g [ 2 0 2 0 ] ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1）。ウンはこのよう

に欲望を広い意味で理解する立場をとっているが、それは彼女自身が言及しているように、近

年のブランダムとピピンの解釈を受けたものであると思われる。一方で、ブランダムは自己意

識の欲望を「エロス的 e r o t i c」と理解するのに対して（ B r a n d o m [ 2 0 0 7 ] ,  p .  1 3 2）、他方で、ピピ

ンは、ブランダムの解釈ではすべての意識がエロス的な次元を持つことを示唆 してしまってい

るとして批判し、むしろ食欲を含意する「（アリストテレス的な）欲求的 o r e c t i c」とすべきだ

とする（ P i p p i n [2 0 11 ] ,  p .  1 2 ,  n .7）。ウンは、これら両者の議論を受容していると思われるが、

自身では B e g ie r d e を o r e c t i c という術語のもとで解釈してはいない。この欲望をめぐるアメリ

カのヘーゲル研究の解釈については、大河内、前掲書を参照。また、ブランダムの「自己意識」

章解釈と、ブランダム自身が以前の立場を修正し、最近になって o r e c t i c という術語を使用す

るようになったことについては、川瀬 [ 2 0 1 9 ]を参照。なお本稿では、欲望が何を想定したもの
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望 と し て の 自 己 意 識 は 、先 の 両 契 機 に し た が っ て 二 つ の 対 象 を 持 つ と さ れ る 。一 つ

は 、第 一 の 契 機 の「 現 象 」に 対 応 し て「 直 接 的 な 対 象 」や「 感 覚 的 確 信 と 知 覚 の 対

象 」（ i b i d .）と 呼 ば れ る 。も う 一 つ は 、第 二 の 契 機 に 応 じ て「 自 己 自 身 」（ i b i d .）だ

と さ れ る 。第 二 の 対 象（ 自 己 自 身 ）は 第 一 の 対 象（ 直 接 的 な 対 象 ）と 対 立 す る 限 り

で 登 場 す る が 、自 己 意 識 に と っ て は「 自 己 自 身 」の 契 機 の 方 が 本 質 的 で あ る た め 、

こ の 対 立 は 止 揚 さ れ て 統 一 さ れ る 。し た が っ て 、欲 望 の 直 接 的 な 対 象 は 自 己 意 識 に

と っ て「 否 定 的 な も の と い う 性 格 」（ i b i d .）と し て 現 わ れ て く る こ と に な る 。こ の

よ う に し て 自 己 意 識 が 欲 望 と 規 定 さ れ る こ と に よ っ て 、自 己 意 識 の「 自 己 に つ い て

の 知 」や 区 別 さ れ た も の と 自 己 自 身 と の 統 一 は 、理 論 的 に で は な く 、行 為 を 通 じ て

実 践 的 に 遂 行 さ れ る こ と が 明 ら か に な る 。す な わ ち 、知 覚 や 悟 性 と い っ た 理 論 的 な

対 象 意 識 に 代 わ り 、そ の 真 理 で あ る 自 己 意 識 が 登 場 す る こ と に よ っ て 、意 識 の 対 象

と そ の 対 象 に 対 す る 意 識 の 関 係 の 仕 方 も 変 化 す る の で あ る 。  

 

2 .  「無限性」の二つの側面―自己意識と生命―  

自 己 意 識 は 、 自 ら の 行 為 を 通 じ て 対 象 と 関 係 す る こ と に よ っ て 自 分 を 知 る こ と

が で き る 。だ が 、こ の と き の 対 象 は 任 意 の も の で は な く 、自 己 意 識 が 自 分 を 見 出 す

の に 適 し た 対 象 で あ る 必 要 が あ る 。そ の た め ヘ ー ゲ ル が 次 に 問 題 に す る の は 、自 己

意 識 が ど の よ う な 対 象 に 関 係 す る の か 、 対 象 と 自 分 と の 統 一 が い か に し て 達 成 さ

れ る の か 、 で あ る 。  

そ れ で は 、自 己 意 識 に 適 切 な 対 象 と は 何 で あ ろ う か 。そ れ は「 我 々 」と い う 意 識

の 経 験 を 観 察 す る 外 的 な 立 場 に よ っ て 、「 生 命 」で あ る こ と が 指 示 さ れ る 。し ば し

ば 指 摘 さ れ る よ う に 、欲 望 の 対 象 が 生 命 で あ り 、そ れ 故 直 接 的 な 欲 望 の 対 象 が「 生

命 あ る も の e i n  L e b e n d i g e s」で あ る と い う こ の 議 論 の 展 開 は 、い さ さ か 唐 突 な 印 象

を 受 け る 1 0。そ こ で 私 た ち は 冒 頭 部 の 結 論 を 先 取 り し 、生 命 を 精 神 の 原 型 と 理 解 し

た 上 で 、こ れ は 精 神 を 導 出 す る た め の 構 成 で あ っ て 、ヘ ー ゲ ル が 外 的 な 事 情 か ら 恣

意 的 に 差 し 込 ん だ 議 論 に 過 ぎ な い と 受 け 取 る こ と も で き る だ ろ う 。だ が 、本 稿 で は

そ う し た 外 在 的 な 解 釈 は 取 ら ず 、テ ク ス ト を 内 在 的 に 、一 貫 し て 理 解 で き る よ う に

議 論 の 行 程 を 再 構 成 し て み た い 。 生 命 の 概 念 の 導 入 を 理 解 す る た め に 、 以 下 で は

「 無 限 性 」の 概 念 を 軸 に し て 、こ の 生 命 の 概 念 の 特 質 と は 何 か 、と い う こ と か ら ア

プ ロ ー チ し て み よ う 。無 限 性 は「 意 識 」章 か ら「 自 己 意 識 」章 へ の 移 行 の 架 橋 を な

す 概 念 で も あ る た め 、 悟 性 か ら 移 行 し た 自 己 意 識 が ど の よ う な も の を 対 象 に す る

の か 踏 ま え な が ら 解 釈 を す る 必 要 が あ る 。   

 

であるのかについては割愛し、以下で示すように、欲望としての自己意識が対象との統一を志

向しているということに焦点を当てたい。  
1 0  荒木 [ 1 9 8 8 ] ,  1 4 9 頁 ;  高田 [1 9 9 4 ] ,  1 3 0 頁を参照。  
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自 己 意 識 の 登 場 に 先 立 っ て 悟 性 の 経 験 の 結 果 と し て 意 識 に 現 わ れ た の が 、 無 限

性 の 概 念 で あ っ た 。無 限 性 は 、「 内 的 区 別 」や「 自 体 的 な 区 別 」（ G W 9 ,  9 6）、「 純 粋

な 交 替 」、「 自 分 自 身 の 反 対 」、「 矛 盾 」（ G W 9 ,  9 8）、ま た は「 純 粋 な 自 己 運 動 と い う

絶 対 的 な 不 安 定 」（ G W 9 ,  1 0 0）な ど 、様 々 に 言 い 換 え ら れ る 。こ の よ う に 無 限 性 は

「 運 動 」や「 交 替 」な ど 多 様 な 側 面 を 持 つ が 、そ の 最 も 基 本 的 な 意 味 は 、区 別 さ れ

な い も の が 一 度 区 別 さ れ る が 、 そ れ ら が 区 別 の な い も の と し て 再 び 統 一 さ れ る よ

う な 運 動 だ と い う こ と で あ る 。つ ま り 、私 た ち が 前 節 で 見 た 自 己 意 識 の 運 動 は 、実

は 無 限 性 を 表 わ し て い た の で あ る 。悟 性 は 区 別 を 固 定 化 し て し ま う た め 、「 諸 力 の

遊 戯 」と し て 現 わ れ た〈 力 ど う し の 関 係（ ＝ 無 限 性 ）〉を 対 象 に す る こ と は で き ず 、

こ の 運 動 そ の も の を 捉 え る こ と は で き な い 。こ の 点 に 悟 性 の 限 界 が あ る 。こ れ に 対

し て 、意 識 が 無 限 性 を 対 象 に す る と き に は 、意 識 は「 こ の 区 別 を 、ま た す ぐ に 止 揚

さ れ も す る 区 別 と し て 」（ G W 9 ,  1 0 1）把 握 す る 。し た が っ て 、「 意 識 は 区 別 さ れ な い

も の の 区 別〔 の 意 識 〕 で あ り 、 言 い 換 え れ ば 、意 識 は 自 己 意 識 で あ る 」（ i b i d .）と

さ れ 、意 識 の 形 態 が 自 己 意 識 へ と 変 化 す る 。つ ま り 、悟 性 の 経 験 に よ っ て 生 じ た 無

限 性 は 、意 識 か ら 自 己 意 識 へ の 移 行 の 橋 渡 し を す る 概 念 で あ る と と も に 、自 己 意 識

の 本 性 を 表 現 す る 概 念 で も あ る の で あ る 。  

だ が 、こ う し た 無 限 な あ り 方 は 自 己 意 識 に 固 有 な こ と で は な い 。ヘ ー ゲ ル は 無 限

性 に つ い て 、そ れ は「 生 命 の 単 一 な 本 質 、世 界 の 魂 、普 遍 的 な 血 液 」（ G W 9 ,  9 9）だ

と 言 う 。強 調 す べ き は 、よ り 一 般 的 に は 、無 限 性 の 構 造 を 備 え て い る の は 自 己 意 識

と い う よ り は 、む し ろ 生 命 だ と い う こ と で あ り 、自 己 意 識 と は 生 命 の 一 つ の あ り 方
、 、 、 、 、 、 、 、 、

な の で あ る 。自 己 意 識 が「 こ の 他 の 生 命 」（ G W 9 ,  1 0 7）、「 生 命 あ る 自 己 意 識 」（ G W 9 ,  

1 0 8）と も 表 現 さ れ る の は 、そ の た め で あ る 。そ れ で は 、生 命 と 自 己 意 識 と の 違 い

は ど こ に あ る の だ ろ う か 。そ れ は 、生 命 の 本 性 で あ る 無 限 性 を 捉 え る こ と が で き る

か 否 か に 求 め ら れ る 。最 も 重 要 な の は 、「 自 己 意 識 」章 の 次 の 叙 述 を 適 切 に 理 解 す

る こ と で あ る 。  

この統一〔＝無限性〕は自分を自分から突き放し、そしてこの統一の概念は自己

意識と生命との対立へと二つに分裂する。前者〔＝自己意識〕は、区別されたも

のの無限な統一が自分に対してあるような統一である。しかし、後者〔＝生命〕

は、ただこうした統一それ自身であるだけであり、また同時にこの統一は自分〔＝

生命〕自身に対して存在するのではない（ GW 9 ,  1 04 -1 05）。  

一 方 で 、ヘ ー ゲ ル は 生 命 の 概 念 に よ っ て 、「 無 限 な 」本 性 を 持 っ た 生 命 一 般 を 指

示 し て い る 。こ の 生 命 に は 自 己 意 識 も 含 ま れ て い る 。だ が 他 方 で 、彼 は 自 己 意 識 と

は 対 立 す る 生 命 に つ い て も 言 及 し て い る 。 こ こ で は 議 論 を 見 通 し や す く す る た め

に 、対 象 や 自 己 意 識 を も 包 摂 す る 全 体 と し て の 生 命 を〈 広 義 の 生 命 〉、そ し て 統 一
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の 概 念 か ら 分 裂 し 、対 象 と し て 自 己 意 識 と 対 立 す る 生 命 を〈 狭 義 の 生 命 〉と 整 理 し

て お こ う 。〈 広 義 の 生 命 〉は 無 限 性 と し て の 生 命 を 意 味 し て お り 、〈 狭 義 の 生 命 〉は

自 己 意 識 の 対 象 と な る よ う な 命 を 持 っ た 個 体 を 表 現 し て い る 。 そ し て 〈 狭 義 の 生

命 〉 と 生 命 あ る 自 己 意 識 と の 決 定 的 な 違 い は 、 自 ら の 無 限 な 統 一 を 自 覚 し て い る

か 、 あ る い は こ の 統 一 を 自 覚 す る こ と な く 単 に そ の よ う な 構 造 を し た 生 命 で あ る

か と い う 点 に 求 め ら れ る 1 1。私 た ち は す で に 、悟 性 と の 区 別 の 際 に 、自 己 意 識 だ け

が 無 限 性 を 対 象 に す る こ と が で き る と さ れ た こ と を 確 認 し た 。 こ の 自 己 意 識 の 特

質 が 、こ こ で「 無 限 性 ＝ 生 命 」の 自 覚 と い う 契 機 と し て 捉 え 直 さ れ 、〈 狭 義 の 生 命 〉

と の 違 い と し て 表 現 さ れ て い る の で あ る 。自 己 意 識 は「 無 限 性 ＝ 生 命 」を 対 象 と し 、

そ れ に よ っ て「 自 己 に つ い て の 知 」を 獲 得 す る 。こ の よ う な 理 由 か ら 、「 生 命（ あ

る も の ）」 が 自 己 意 識 に 適 切 な 対 象 で あ る と さ れ た の で あ る 。  

そ れ で は 、自 己 意 識 と 対 象 で あ る 生 命 と の 関 係 を 詳 し く 見 て い こ う 。自 己 意 識 の

対 象 と な る の は こ の〈 狭 義 の 生 命 〉で あ る が 、こ の と き 生 命 は「 存 在 と い う 形 態 」

を 持 っ た「 現 象 」、つ ま り 他 者 的 存 在 と し て 意 識 の 対 象 と な る 。こ の 対 象 が 、上 述

し た「 生 命 あ る も の 」に 他 な ら な い 。さ て 、欲 望 と し て の 自 己 意 識 の 対 象 は 二 つ あ

り 、第 一 の 契 機 に は 生 命（ 生 命 あ る も の ）が 、第 二 の 契 機 に は 自 己 自 身 が 対 応 す る 。

こ こ で 自 己 意 識 の 経 験 に 先 立 ち 、こ の 第 一 の 契 機 で あ る 生 命 に つ い て 、観 察 者 で あ

る「 我 々 」が そ の 無 限 な 構 造 を 考 察 す る 。そ れ に よ っ て 、生 命 に お い て 無 限 性 が ど

の よ う に 具 体 的 に 現 わ れ て い る か が 示 さ れ る 。 こ の 生 命 の 考 察 に よ っ て 意 識 と 対

象 と の 関 係 に 加 え て 、 意 識 と 「 実 体 」 と の 関 係 が 登 場 す る 。  

生 命 の 構 造 は 無 限 性 に よ っ て 規 定 さ れ る が 、 生 命 に お い て 区 別 と そ の 統 一 と い

う 無 限 な 構 造 は「 形 態（ 分 肢 ）」と「 実 体（ 媒 体 ）」と の 動 的 な 関 係 と し て 実 現 し て

い る 。こ の と き 生 命 は 、個 々 の 形 態 と い う 個 別 性 と 、「 普 遍 的 な 流 動 的 媒 体 」と 呼

ば れ る 個 別 的 な 形 態 が 形 作 っ て い る 全 体 的 な 普 遍 性 と い う 二 つ の 側 面 を 示 す 。 前

者 の 側 面 は 「 形 態 化 G e s t a l t u n g」 で あ り 、 後 者 は 「 プ ロ セ ス P r o z e ß」 と 呼 ば れ る 。

生 命 の 形 態 化 と は 、 実 体 と の 統 一 か ら 自 分 を 分 離 さ せ て 自 立 的 に 存 在 す る こ と を

意 味 す る 。生 命 は 、形 態 化 す る こ と に お い て「 非 有 機 的 な 自 然 か ら 分 離 し 、そ れ を

「 消 費 す る A u f z e h r e n」こ と に よ っ て 自 ら を 維 持 し て い る と 主 張 す る 」（ G W 9 ,  1 0 6）

1 2。他 方 で 、生 命 に は 形 態 化 し た 自 立 的 な 区 別 を 止 揚 し 、無 限 な 統 一 へ と も た ら そ

 
1 1  I b e r  [2 0 0 4 ] ,  S .  1 0 0 .  これに対して、例えば荒木は生命の導出は単に自己意識との構造的な類

推によるものと解釈するが（荒木、前掲書、 1 5 5 頁）、本稿の見解とは異なる。  
1 2  高田によれば、「非有機的な自然の消費」とは「有機体としての生物が外的環境（狭義の非

有機体だけでなく、他の有機体を含む）を同化する」という意味であるが、ヘーゲルはこれを

拡張し、「活動 主体 が他者 を獲得 する」 とい う意味 でも用 いてい ると いう。 さらに 「非有 機的

な自然 」とは 、外 的な自 然環境 を意味 する のでは なく、「 生命自 身に おける 普遍的 実体
、、、 、、

あ るい

は普遍的な流動的媒体
、、、、、、、、、

」を意味しているという（高田 [ 1 9 9 8 ] ,  11 4 - 11 5 頁）。  
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う と す る プ ロ セ ス と い う 側 面 も あ る 。生 命 の 実 体 は 、そ れ ら の 個 々 の 諸 形 態 を 流 動

化 さ せ て そ れ ら を 全 体 と し て 統 一 し て い る の で あ る 。  

生 命 に お け る 無 限 性 は 、こ の よ う に し て「 形 態 化 」と「 プ ロ セ ス 」と い う 二 つ の

側 面 を 持 っ て い る 。こ れ ら の 側 面 を「 我 々 」が さ ら に 詳 し く 考 察 し 、両 側 面 の 関 係

を 明 ら か に す る こ と に よ っ て 、生 命 が 無 限 な 円 環 過 程 、「 類 G a t t u n g」で あ る こ と が

導 出 さ れ る 。「〔 初 め に 〕区 別 を さ れ て い た 全 体 の 運 動 の 両 側 面 、つ ま り 自 立 性 の 普

遍 的 な 媒 体 に お い て 静 止 的 に 離 れ 離 れ に 展 開 さ れ て い た 形 態 化 と 生 命 の プ ロ セ ス

は 、相 互 に 帰 入 し 合 う 。後 者〔 ＝ 生 命 の プ ロ セ ス 〕は 、形 態 の 止 揚 で あ る の と 同 様

に 形 態 化 で も あ り 、前 者〔 ＝ 形 態 化 〕も 分 肢 化 で あ る の と 同 様 に 、分 肢 の 止 揚 で も

あ る 」（ G W 9 ,  1 0 6 - 1 0 7）。生 命 の プ ロ セ ス は 、個 体 が 非 有 機 的 な 自 然 を 消 費 す る と い

う ま さ に そ の こ と に よ っ て 成 立 し て お り 、 個 別 の 生 命 の 形 態 化 な し に は 全 体 と し

て の 統 一 で あ る こ と は で き な い 。 逆 に 、 個 体 は 、 全 体 と し て の 生 命 が 無 限 な 統 一

（ プ ロ セ ス ）を 成 し て い る か ら こ そ 形 態 化 す る こ と が で き 、普 遍 的 な 媒 体 で あ る 実

体 を 消 費 す る こ と で 自 立 的 な 個 体 で あ る こ と が で き る 。以 上 の よ う に 、生 命 の 両 側

面 は「 相 互 に 帰 入 」し て お り 、一 方 は 他 方 な し で は 成 立 し な い と い う 関 係 に あ る こ

と が 明 ら か に な る 。「 こ の よ う な 全 体 的 な 円 環 過 程 が 生 命 を 成 し て い る 」（ G W 9 ,  

1 0 7）。ヘ ー ゲ ル は こ う し た 統 一 を 類 と 呼 ぶ 。類 の 統 一 は 、生 命 の 形 態 化 と プ ロ セ ス

と い う 両 側 面 を そ の 契 機 と し て 含 ん で い る こ と に よ っ て 、 最 初 に 生 命 に 現 わ れ て

い た「 無 媒 介 な 統 一 」と は 区 別 さ れ る 。類 の 統 一 に お い て は 、個 体 が 対 象 を 消 費 す

る と い う 実 践 的 な 振 舞 い の な か で 、 生 命 の 形 態 化 と プ ロ セ ス と い う 両 側 面 と が 相

互 に 連 関 し て い る 。つ ま り 、形 態 化 と プ ロ セ ス と い う 両 側 面 は 、生 命 の 普 遍 的 な 媒

体 に お い て 相 互 に 他 方 を 実 現 し て お り 、 生 命 の 二 側 面 は 動 的 に 統 一 さ れ て い る の

で あ る 。  

し か し な が ら 、〈 狭 義 の 生 命 〉は こ の 類 の 統 一 を 自 覚 す る こ と が で き な い 。つ ま

り 、単 な る 生 命 は（ 悟 性 と 同 様 に ）形 態 化 や プ ロ セ ス と い う 運 動 に お い て 、こ れ ら

を 関 係 や 一 つ の 総 体 と し て 捉 え る こ と は で き ず 、 形 態 化 の 行 為 に お い て も 諸 区 別

を 止 揚 す る プ ロ セ ス の 運 動 に お い て も 、自 ら が 類 の 統 一 に あ る こ と を 知 ら な い 。こ

れ に 対 し て 、自 己 意 識 は そ れ 自 身 類 で あ る と 同 時 に 、自 ら が 類 で あ る こ と を 意 識 す

る こ と が 可 能 で あ る 。「 こ の 他 の 生 命 に 対 し て は 類 が 類 と し て 存 在 し 、そ し て 自 覚

的 に f ü r  s i c h 類 で あ る 。す な わ ち 、そ れ は 自 己 意 識 で あ る 」（ G W 9 ,  1 0 7）。無 限 な 統

一 を 自 覚 で き る か 否 か と い う〈 狭 義 の 生 命 〉と 自 己 意 識 と の 違 い は 、こ こ で 決 定 的

な 意 義 を 帯 び る 。つ ま り 、生 命 論 の 考 察 を 通 し て 明 ら か に な る の は 、自 己 意 識 と は

類 の 統 一 を 対 象 に す る こ と が で き 、 こ の 統 一 を 行 為 に お い て 自 覚 的 に 成 立 さ せ る

こ と が で き る よ う な 生 命 で あ る と い う こ と で あ る 。  
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以 上 の よ う に 、ヘ ー ゲ ル は 欲 望 と し て の 自 己 意 識 の 経 験 に 先 立 っ て「 我 々 」の 視

点 か ら 生 命 の 円 環 過 程 や 類 の 統 一 を 主 題 化 し た 。 こ う し て 生 命 論 が 展 開 さ れ る の

は 、〈 狭 義 の 生 命 〉と 自 己 意 識 と が 無 限 性 と い う 同 じ 構 造 を し て い る か ら で あ る が 、

両 者 の 重 大 な 違 い は 、無 限 性 を 対 象 に で き る か 否 か で あ っ た 。さ ら に こ こ で 指 摘 し

て お き た い の は 、ヘ ー ゲ ル が 、自 己 意 識 の 持 つ 無 限 な 構 造 は 、自 己 意 識 の 対 象 で あ

る 生 命 に お い て も―つ ま り 、生 命 が 自 覚 す る こ と が な く て も―世 界 に お い て 実

現 さ れ て い る こ と を 示 し て い る 点 で あ る 1 3。ヘ ー ゲ ル は「 悟 性 」章 で す で に「 世 界

は 無 限 性 と し て あ る 」（ G W 9 ,  9 9） と 述 べ て い た が 、 こ う し た 構 造 は 、 対 象 や 「 現

象 」の 側 に お い て す で に 存 在 し て い る の で あ る 。類 で あ る よ う な 生 命 は 、他 の 生 命

と 関 係 す る こ と で 類 の 統 一 を 成 し て い る 。こ う し た 類 の 生 命 は 、そ の 構 造 か ら す れ

ば 自 己 意 識 と 同 じ な の で あ る 。し た が っ て 、意 識 の 経 験 に 先 立 っ て 生 命 論 が 展 開 さ

れ た 意 義 は 、自 己 意 識 と 実 体（ こ こ で は 、〈 広 義 の 生 命 〉）と の 関 係 の 構 造 を 無 限 性

の 描 写 に よ っ て あ ら か じ め 示 す と と も に 1 4、無 限 性 が 意 識 に 自 覚 さ れ ず と も 、世 界

に 存 在 す る こ と を 明 ら か に す る こ と に も あ る と 考 え ら れ る の で あ る 。  

  

3 .  欲望としての自己意識の経験と承認への移行   

生 命 に つ い て の 考 察 を 経 て 、実 際 に 欲 望 の 自 己 意 識 の 経 験 の 行 程 が 叙 述 さ れ る 。

欲 望 と し て の 自 己 意 識 の 直 接 的 な 対 象 は 、 さ し あ た っ て 自 立 的 な 生 命 あ る も の で

あ る 。欲 望 は こ の 自 立 的 な 対 象 と の 対 立 を 実 践 的 に 止 揚 す る こ と に よ っ て 、区 別 さ

れ た も の と 自 己 自 身 と の 統 一 と い う 自 己 確 信 を 獲 得 し よ う と す る 。し か し 、欲 望 す

る 自 己 意 識 が 対 象 を 無 化 し た り 破 壊 し た り す る こ と に よ っ て 明 ら か に な る の は 、

生 命 と い う 対 象 の 自 立 性 で あ る 。と い う の は 、欲 望 が 対 象 を 我 が も の に し て 統 一 と

い う 満 足 を 得 る た め に は 、こ の 対 象 が 存 在 し て い な け れ ば な ら な い か ら で あ る 。も

し 欲 望 が 対 象 を 無 化 す る こ と に よ っ て 満 足 を 得 よ う と す る な ら ば 、 自 ら の 自 己 意

識 が 可 能 で あ る た め の 条 件 ま で も 放 棄 し て し ま う こ と に な る 。こ の 意 味 に お い て 、

欲 望 の 満 足 は 対 象 に 依 存 し て い る 。ま た 、欲 望 と し て 振 舞 う 限 り 、自 己 意 識 は「 欲

望 を 生 み 出 す よ う に 、 む し ろ 対 象 を 再 び 生 み 出 す 」（ G W 9 ,  1 0 7）。 自 己 意 識 は 対 象

A を 消 費 し て そ こ に お い て 満 足 を 得 る と し て も 、そ れ は 束 の 間 の 満 足 に 過 ぎ ず 、再

び 自 己 確 信 を 得 る た め に 別 の 対 象 B を 必 要 と す る 。 し た が っ て 欲 望 と そ の 対 象 A

の 満 足 か ら 生 じ る の は 、さ ら な る 欲 望 が 登 場 す る こ と で あ り 、自 己 意 識 が 対 象 B、

C、… と 際 限 な く 対 象 に 依 存 し 続 け る と い う 事 態 で あ る 。こ う し た 欲 望 の 経 験 に よ

っ て 、「 欲 望 の 本 質 は 自 己 意 識 と は 違 う も の で あ る 」（ i b i d .）こ と が 明 確 に な る 。自

己 意 識 は 欲 望 と い う 態 度 に よ っ て 対 象 に「 否 定 的 な も の と い う 性 格 」を 与 え 、そ れ

 
1 3  以下の文献にも、同様の指摘がある。 B e r t r a m  [2 0 1 7 ] ,  S S .  9 8 - 9 9 .  
1 4   無 限 性 の 議 論 が 自 己 意 識 の 構 造 を あ ら か じ め 示 す と い う 論 点 は 、 以 下 の 文 献 を 参 照 。

G a d a m e r  [ 1 9 8 0 ] ,  S .  5 2（邦訳 ,  11 3 頁） ;  Rö mp p  [ 1 9 8 8 ] ,  S .  7 7 .  
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を 無 化 す る こ と に よ っ て 、 そ こ か ら 帰 還 す る こ と で 対 象 と 自 身 と の 統 一 を 得 よ う

と し た 。だ が 、そ の 結 果 明 ら か に な っ た の は 欲 望 の 満 足 と は 自 己 意 識 の 真 理 で は な

く 、欲 望 の 対 象 で あ る 生 命 に お い て 、自 己 意 識 は 自 ら の 自 立 性 を 根 拠 づ け る こ と に

失 敗 す る と い う こ と で あ る 1 5。  

自 己 意 識 に は 二 つ の 契 機 が あ っ た が 、 自 己 意 識 は 第 一 の 契 機 で あ る 他 者 的 存 在

か ら 反 省 運 動 を す る こ と に よ っ て 、 第 二 の 契 機 で あ る 自 己 自 身 と の 統 一 の 契 機 を

確 信 す る 。こ れ が 自 己 意 識 の 満 足 、つ ま り「 真 理 」で あ り 、そ れ に よ っ て 自 己 意 識

は 自 立 的 だ と 言 え る 。そ こ で 次 に 自 己 意 識 は ど う す る べ き だ ろ う か 。自 己 意 識 の 対

象 に 対 す る 関 係 の 仕 方 は 、こ れ ま で 確 認 し た よ う に 、他 者 的 存 在 か ら の 反 省 的 な 運

動 に よ っ て し か 成 立 し な い 。し た が っ て 、対 象 は 自 己 意 識 に 対 し て 自 立 的 に 存 在 す

る 必 要 が あ る 。だ が 、自 己 意 識 は 区 別 さ れ た も の と 自 己 自 身 と の 統 一 と い う 契 機 を

自 分 の 本 質 的 な 契 機 と し て お り 、こ れ に よ っ て「 自 己 に つ い て の 知 」は 成 立 し て い

た 。そ の た め 、こ の 対 象 は 自 立 的 で あ る と 同 時 に 自 己 意 識 か ら 止 揚 さ れ 、そ の 自 立

性 を 否 定 さ れ な け れ ば な ら な い 。 こ う し た 主 体 の 構 造 や あ り 方 か ら ヘ ー ゲ ル が 自

己 意 識 の 対 象 の 条 件 と し て 提 起 す る の が 、自 立 的 な 対 象 が「 自 ら 自 身 に お い て 否 定

を 遂 行 す る d i e  N e g a t i o n  a n  i h m  v o l l z i e h e n」（ G W 9 ,  1 0 8） こ と で あ る 。 こ の よ う に

自 己 自 身 に お い て 否 定 を 遂 行 で き る も の こ そ が 自 己 意 識 で あ っ て 、 単 な る 類 の 生

命 で は な い 。そ し て こ の「 自 己 の 否 定 」と い う 論 点 を 理 解 す る た め に 重 要 な の が 、

二 節 に お い て 考 察 し た 生 命 の 議 論 で あ り 、自 己 意 識 が 類 で あ る と い う 結 論 で あ る 。 

欲望の対象である生命における否定は他者において、すなわち欲望においてであ

るか、また他の無関係な形態に対する規定性としてあるか、あるいは非有機的な

普遍的自然としてあるかのいずれかである。しかし、この普遍的で自立的な自然

において否定が絶対的な否定であるときには、この自然は、そのようなものとし

ての類、言い換えれば、自己意識としての類である。自己意識は他の自己意識に

おいてのみ満足を達成する（ i b id .）。  

ヘ ー ゲ ル は 、 自 己 意 識 と そ の 対 象 で あ る 生 命 と の 関 係 に 含 ま れ て い る 否 定 に は

三 つ の 場 合 が 考 え ら れ る と 指 摘 す る 。第 一 に は「 欲 望 に お け る 」否 定 で あ る が 、こ

れ は 生 命 に と っ て の 他 者 で あ る 自 己 意 識 に よ っ て 消 費 さ れ る と い う か た ち で 成 立

す る 。し た が っ て こ の 否 定 は「 自 分 自 身 に お け る 否 定 」で は な く 、他 者（ 欲 望 す る

自 己 意 識 ） が 遂 行 す る 否 定 で あ る 。 第 二 に は 、「 他 の 無 関 係 な 形 態 に 対 す る 規 定 」

で あ る が 、こ れ は 生 命 に お け る 形 態 化 に 対 応 す る 。個 々 の 生 命 は 自 ら の 自 立 性 を 主

張 す る た め に 自 ら を 支 え る 実 体 か ら 分 離 し 、全 体 と の 連 続 性 を 否 定 す る 。そ れ に よ

 
1 5  したがって本稿は、ホネットのように、自己意識が承認へと向かう理由を欲望一般とは別の

「存在論的欲求」に求める解釈はとらない（ H o n n e t h ,  o p .  c i t . ,  S .  2 0 0 .）。  
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っ て 全 体 的 な 生 命 や 他 の 個 別 的 な 生 命 の 形 態 と の 流 動 性 を 否 定 す る 。 そ し て 第 三

の 否 定 は 生 命 の プ ロ セ ス に 相 当 し 、個 体 の 流 動 化 を 意 味 す る 。こ の 流 動 化 に よ っ て

個 体 の 存 立 、 全 体 的 な 生 命 に お け る 区 別 は 区 別 で は な い も の と し て 否 定 さ れ る 。  

類 で は な い 生 命 に お け る 形 態 化 と プ ロ セ ス と い う 両 側 面 が 相 互 に 動 的 に 連 関 し

て い な い 場 合 に は 、前 者 は 個 別 性 の 自 立 化 に と ど ま り 、後 者 は 普 遍 性 に よ る 区 別 の

解 消 に 留 ま る 。し か し 、こ う し た 生 命 の 否 定 が「 絶 対 的 な 否 定 」な ら ば 、そ れ は 類

を 形 成 す る 否 定 性 と 理 解 さ れ る と い う 。こ の「 絶 対 的 」と い う 言 い 換 え は い さ さ か

唐 突 で は あ る が 、恐 ら く 、上 述 の 類 に お け る 否 定 を 意 味 し て い る と 思 わ れ る 。「 普

遍 的 で 自 立 的 な 自 然 」と い う 全 体 に お い て 生 命 が 類 で あ る 場 合 に は 、生 命 の 両 側 面

は 実 体 に お い て 相 互 に 浸 透 し 合 い 、 区 別 と そ の 区 別 の 解 消 と が 無 限 な 統 一 を 成 し

て い る 。以 前 、無 限 性 は「 絶 対 的 な 不 安 定 」と 言 わ れ て い た が 、類 に お け る 否 定 も

ま た 、 こ の 意 味 で 「 絶 対 的 」 と 表 現 さ れ て い る と 解 釈 で き る だ ろ う 。  

そ し て こ の 類 を 自 覚 し 、 こ の 類 自 身 で あ る よ う な 生 命 こ そ が 自 己 意 識 に 他 な ら

な い 1 6。類 で は な い よ う な〈 狭 義 の 生 命 〉が 対 象 の 場 合 に は 、こ の 対 象 は「 生 命 そ

れ 自 身 の プ ロ セ ス に お い て 確 か に 自 分 の 自 立 性 を 止 揚 す る が 、 し か し 区 別 と と も

に 形 態 で あ る こ と を や め て し ま う 」（ i b i d .）。こ れ に 対 し て 、「 自 己 意 識 と い う 対 象

は 、自 ら 自 身 の 否 定 性 に お い て 同 様 に 自 立 的 で あ る 」（ i b i d .）。類 と し て の 自 己 意 識

は 、 自 ら の 自 立 性 を 否 定 す る こ と に よ っ て 単 に 存 在 す る こ と を 止 め て し ま う の で

は な く 、む し ろ プ ロ セ ス と い う 全 体 に お い て 自 立 性 を 否 定 す る こ と に よ っ て 、か え

っ て 個 人 と し て 存 在 す る 。こ れ が 類 と し て の あ り 方 で あ る 。自 己 意 識 は こ の こ と を

自 覚 す る こ と が で き 、そ の 限 り で 単 な る 生 命 よ り 卓 越 し て い る 。自 己 意 識 の 対 象 で

あ る 他 の 自 己 意 識 は 、「 自 ら 自 身 に お い て 否 定 を 遂 行 す る 」こ と で か え っ て 自 立 的

で あ り 、同 時 に 、自 分 が 自 立 的 で あ る の は「 自 己 の 否 定 」を 遂 行 す る 限 り で あ る こ

と を 認 識 で き る 1 7。対 象 が こ の よ う な 性 格 を 持 っ て い る が 故 に 、自 己 意 識 は 満 足 に

到 達 で き る の で あ る 。  

こ う し た 議 論 か ら 指 摘 す る こ と が で き る の は 、 類 で あ る 自 己 意 識 は す で に 潜 在

的 に は 共 同 性 を 持 っ た 存 在 で あ る と い う こ と で あ る 。つ ま り 、自 己 意 識 は 単 に 個 人

と し て 個 別 の 対 象 に 向 き 合 っ て い る の で は な く 、実 際 に は 、生 命 と い う 全 体 の な か

で 存 在 し て お り 、他 者 た ち と の 共 同 的 な 関 係 で 存 在 し て い る の で あ る 1 8。生 命 の 議

論 に よ っ て 、自 己 意 識 が 自 立 的 で あ る た め に は 、他 の 自 己 意 識 が 必 要 で あ る と い う

 
1 6  自己自身による否定と類との関係を正しく指摘しているのが、ヴェルナー・マルクスである

（ M a r x [ 1 9 8 6 ] ,  S S .  4 7 f .）。また片山も、類と生命 の意 義を自己意識の否定と 関連 させて解釈し

ている（片山 [ 2 0 0 2 ] ,  6 9 頁）。  
1 7  この否定は、対象の消費や徹底的な破壊、無化の行為ではないと考えるべきである。この点

はホネットが正しく指摘している（ H o n n e th ,  o p .  c i t . ,  S .  2 0 1 .）。  
1 8  ウンはこの点に『現象学』の生命論の意義を見出しており、適切にも、生命を精神（および

自己意識）の「必然的な条件」（ N g ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 8 ,  1 0 9）と表現している。  
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こ と が 理 論 的 に 導 き 出 さ れ る の で あ る 。類 と し て の 生 命 概 念 が 登 場 し た 意 義 は 、ま

さ に こ の 点 に あ る 。と は い え 、こ の こ と は 意 識 に 先 立 っ て「 我 々 」が 指 摘 し て い る

こ と で あ っ て 、経 験 の 内 的 視 点 で あ る 自 己 意 識 自 身 は 、ま だ こ の よ う な 社 会 的 な 関

係 を 自 覚 し て い な い 。 こ の こ と を 自 覚 し て い く 過 程 こ そ が 、 続 く A 節 以 降 で 主 題

と な る 「 承 認 の 運 動 」 な の で あ る 。  

 

4 .  無限性の実現としての承認の運動  

前 節 で は 生 命 の 概 念 に 注 目 し な が ら 冒 頭 部 の 議 論 を 解 釈 し た 。 そ こ で ヘ ー ゲ ル

は 自 己 意 識 の 概 念 の 契 機 を す べ て 呈 示 す る が 、 そ こ に は 三 つ の ポ イ ン ト が 含 ま れ

て い た 。す な わ ち 、第 一 は「 純 粋 な 区 別 さ れ な い 自 我（ 純 粋 自 我 ）」で あ り 、他 者

的 存 在 で あ る 対 象 が 自 己 に 等 し い と い う こ と を 確 信 す る 契 機 で あ る 。第 二 に は 、自

己 意 識 が 欲 望 と い う 態 度 に お い て 自 立 的 な 対 象 と 関 係 す る こ と で 自 ら に 帰 還 し 、

そ れ に よ っ て 満 足 を 得 る と い う 契 機 で あ る 。そ し て 第 三 の 契 機 が「 自 己 意 識 の 二 重

化 」で あ る 。す な わ ち 、自 己 意 識 は 他 の 自 己 意 識 と 無 限 な 統 一 に あ る こ と で 、自 己

意 識 と し て 存 在 し て い る の で あ る 。 以 上 の 三 つ の 契 機 に よ っ て 自 己 意 識 の 概 念 は

構 成 さ れ て い る 。  

と り わ け 重 要 な の が 第 三 の 契 機 で あ り 、そ れ に よ っ て 自 己 意 識 は 単 な る〈 主 体 ‐

客 体 〉 の 関 係 か ら 「 一 つ の 自 己 意 識 が 一 つ の 自 己 意 識 に 対 し て 存 在 す る 」 と い う

〈 主 体 ‐ 主 体 〉の 関 係 へ と 転 換 す る 。こ れ は 、経 験 す る 意 識 に こ れ か ら 間 主 観 的 な

次 元 が 開 か れ る こ と を 意 味 し て い る 。し た が っ て 次 に 問 題 に な る の は 、こ の こ と が

ど の よ う に 意 識 自 身 に 経 験 さ れ 、自 覚 さ れ る か と い う こ と で あ る 。こ れ は 承 認 に お

い て 現 わ れ る の で あ り 、こ の 過 程 に お い て「 自 己 の 否 定 」の 行 為 も 明 確 に な り 、ま

た 生 命 が 自 己 意 識 自 身 の 本 質 的 な 契 機 で あ る こ と も 明 ら か に な る 。  

周 知 の よ う に 、 ヘ ー ゲ ル は 二 重 化 さ れ た 自 己 意 識 の 無 限 な 関 係 を 精 神 と し て 呈

示 す る 。 個 人 の 自 己 意 識 は 内 的 な 孤 立 し た 自 己 自 身 に つ い て の 知 と い う あ り 方 を

し て い る の で は な い 。ヘ ー ゲ ル に よ れ ば 、自 己 意 識 は 他 者 の 自 己 意 識 と の 関 係 に お

い て の み 実 際 に 存 在 す る こ と が で き る と い う 。ヘ ー ゲ ル の テ ー ゼ は 、自 ら が 自 己 意

識 で あ る た め に は 他 者 を 必 要 と す る と い う こ と で あ る 。「 こ れ か ら 意 識 に 対 し て 生

じ る の は 精 神 と は 何 で あ る か 、〔 … 〕絶 対 的 な 実 体 と は 何 で あ る か と い う 経 験 で あ

る 。そ れ は 我 々 で あ る 我 、我 で あ る 我 々 で あ る 」（ i b i d .）。そ し て 、こ の よ う に 二 重

化 さ れ た 自 己 意 識 の「 精 神 的 統 一 」、「 無 限 性 」を 実 現 す る 行 為 こ そ が「 承 認 」（ G W 9 ,  

1 0 9）で あ る 。「 自 己 意 識 は た だ 承 認 さ れ た も の と し て の み 存 在 す る 」（ i b i d .）。こ う

し た 精 神 の 構 造 も ま た 無 限 性 で あ り 、こ の 点 で は 生 命 と 同 じ で あ る 。だ が 、生 命 は

有 機 的 な 自 然 、〈 狭 義 の 生 命 〉の 実 体 で あ る の に 対 し て 、精 神 は 自 ら の 実 体 を 自 覚

し た 自 己 意 識 の 実 体 で あ り 、生 命 よ り 高 次 に 位 置 づ け ら れ る 。承 認 の 運 動 と は 、こ
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れ ま で 見 て き た 無 限 性 を 精 神 と し て 他 者 と の 関 係 に お い て 実 現 す る こ と に 他 な ら

な い 。   

承 認 の 運 動 で 注 意 す べ き は 、 無 限 な 本 性 を 持 つ 自 己 意 識 ど う し の 関 係 に お い て

は 、行 為 が そ の 都 度 二 重 の 意 味 を 持 つ こ と で あ る 。そ の た め 、欲 望 の 議 論 に 対 し 、

意 識 と 対 象（ 他 者 ）と の 関 係 を よ り 細 か く 分 節 化 す る 必 要 が あ る 。ヘ ー ゲ ル の 承 認

の 運 動 は 三 つ の 段 階 に 分 け ら れ る が 、 こ れ は 前 節 で 確 認 し た 自 己 意 識 の 持 つ 契 機

や 構 造 に し た が っ て い る 。自 己 意 識 は 自 分 の 他 者 的 存 在 を 自 分 だ と 見 な し 、さ ら に

こ の 対 象 と の 対 立 を 止 揚 す る こ と で 満 足 を 得 る と い う 構 造 が こ こ で も 重 要 な の で

あ る 。  

ヘ ー ゲ ル は 、 一 つ の 自 己 意 識 が 他 の 自 己 意 識 に 相 対 し て い る 場 面 を 取 り 上 げ て

承 認 の 概 念 を 考 察 す る 。こ の と き 自 己 意 識 は 、こ の 対 象 で あ る 他 者 的 存 在 に 自 分 自

身 を 見 出 し て い る 。つ ま り 、自 己 意 識 は「 自 分 の 外 に 出 て a u ß e r  s i c h  k o m m e n」（ i b i d .）

外 部 の 対 象（ 他 者 ）に 自 分 を 見 出 す 。こ の 際 、自 己 意 識 は 自 分 自 身 を 一 度 他 者 だ と

見 な す の だ か ら 、自 分 自 身 を 失 っ て い る こ と に な る 。だ が 、や は り 自 己 意 識 は あ く

ま で も 他 者 を 自 分 で あ る と 考 え る た め 、こ の 他 者 は 、そ れ 自 身 で 自 立 的 な 存 在 と は

見 な さ れ て い な い 。 以 上 が 承 認 の 第 一 段 階 で の 二 重 の 意 味 で あ る 。   

さ て 、欲 望 の 経 験 に お い て 現 わ れ た よ う に 、自 己 意 識 と は 他 者 的 存 在 の 自 立 性 を

否 定 す る こ と で 満 足 を 得 る も の で あ る 。し た が っ て 、次 に 自 己 意 識 は 自 己 自 身 と の

統 一 と い う 満 足 を 得 る た め に 、 他 者 的 存 在 で あ る 他 者 と の 対 立 を 止 揚 す る 必 要 が

あ る 。す な わ ち 、第 二 の 段 階 で 自 己 意 識 は「 他 者 的 存 在 を 止 揚 す る 」（ i b i d .）。だ が 、

承 認 の 過 程 に お け る 行 為 の 対 象 は 他 の 自 己 意 識 で あ り 、 自 己 意 識 が 自 分 を 見 出 す

よ う な 対 象 で あ る 。し た が っ て 、他 者 を 止 揚 す る こ と は か え っ て 自 分 自 身 を 否 定 す

る こ と に な っ て し ま う 。こ う し た 矛 盾 か ら 明 ら か に な る の は 、自 己 意 識 が 他 の 自 己

意 識 の 自 立 性 を 否 定 し よ う と す る な ら ば 、他 者 と 同 様 に 、自 分 も 統 一 へ と 至 る こ と

は で き な い こ と で あ る 。つ ま り 、自 己 意 識 は 欲 望 に と っ て の 対 象 と は 違 う か た ち で

他 者 に 依 存 し て い る 。  

そ こ か ら 移 行 す る 第 三 の 段 階 を 、ヘ ー ゲ ル は 自 己 意 識 の「 自 己 自 身 へ の 二 重 の 帰

還 」（ i b i d .）と 呼 ぶ 。自 己 意 識 は 、他 者 的 存 在 の 止 揚 に よ っ て（ 自 己 意 識 の 第 二 の

契 機 で あ る ）自 己 自 身 と の 統 一 を 果 た す 。つ ま り 、「 自 己 を 戻 し 受 け 取 る 」（ i b i d .）。

だ が そ れ と 同 時 に 、欲 望 の 経 験 の 結 果 と し て 対 象 の 自 立 性 が 残 り 続 け た よ う に 、こ

こ で も 自 己 意 識 に は 、他 の 自 己 意 識 の 自 立 性 が 再 び 現 わ れ て く る 。し た が っ て 、こ

れ は 他 者 の 自 立 性 を 認 め て や る こ と を 含 意 し て お り 、こ れ を ヘ ー ゲ ル は 他 者 を「 自

由 に 解 放 す る こ と 」（ i b i d .）と 呼 ぶ 。す な わ ち 、こ の 自 己 へ の 帰 還 と 他 者 の 解 放（ 他

者 の 他 者 自 身 へ の 帰 還 ）が 、一 つ の 行 為 に お い て 同 時 に 現 わ れ る こ と に な る 。一 方

で は 、他 者 に 承 認 を 要 求 す る こ と は 他 者 の 止 揚 を 意 味 す る 。だ が 、他 方 で は 、こ の
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要 求 は そ れ と 同 時 に 他 者 を 承 認 し て や る こ と で も あ る 。し た が っ て 、「 他 者 の 否 定 」

と 「 自 己 の 否 定 」 と が 一 つ の 行 為 に お い て 同 時 に 果 た さ れ る こ と に な る 。  

こ こ ま で 、一 つ の 自 己 意 識 の 行 為 が 二 重 の 意 味 を 持 っ て い る こ と を 述 べ て き た 。

留 意 す べ き は 、欲 望 と は 違 い 、承 認 は 両 者 の 自 己 意 識 に よ る 行 為 で あ り 、承 認 の 過

程 は 双 方 が 相 互 に 自 己 へ と 帰 還 し 、 相 互 に 他 者 を 自 由 に 解 放 し 合 う 運 動 だ と い う

こ と で あ る 。「 行 為 は 他 者 に 対 す る の と 同 様 に 自 身 に 対 す る 行 為 で も あ る と い う 限

り で 二 重 の 意 味 を 持 っ て い る だ け で は な く 、 行 為 は 一 方 の 行 為 で あ る の と と も に

不 可 分 に 他 方 の 行 為 で も あ る と い う 限 り に お い て も 二 重 の 意 味 を 持 っ て い る 」

（ G W 9 ,  11 0）。つ ま り 、承 認 の 運 動 と は た だ 一 方 の 行 為 で は な く 、他 方 も ま た そ れ

に 応 じ て 行 為 を す る よ う な 双 方 向 的 な 過 程 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 行 為 が 相 互

的 で あ る こ と は 、互 い に 行 為 の 主 体 で あ り 、相 手 の 行 為 の 対 象 で も あ る そ れ ぞ れ の

自 己 意 識 が 、「 他 者 の 否 定 」と「 自 己 の 否 定 」を 相 互 に 果 た す こ と を 意 味 す る 。こ

れ に よ っ て 、 一 方 か ら 見 れ ば 自 分 の 行 為 に 相 手 の 行 為 が 応 じ る と き 、 対 象 の 側 で

「 自 分 自 身 に お け る 否 定 」が 遂 行 さ れ る こ と に な り 、そ の 一 方 は 他 者 の 側 か ら 自 分

の 自 立 性 を 認 め て も ら う こ と に な る 。 一 方 だ け の 行 為 で は 対 象 の 自 立 性 が 残 り 続

け る が 、承 認 の 行 為 は 不 可 分 に 他 方 か ら の 行 為 で も あ る こ と で 、自 己 意 識 は 真 に 満

足 を 達 成 す る の で あ る 。  

承 認 の 関 係 は こ の よ う に し て 双 方 の 自 己 意 識 の 行 為 に よ っ て 形 作 ら れ て お り 、

そ れ に よ っ て 精 神 と い う 無 限 な 統 一 は 成 立 す る 。 こ う し た 承 認 の 行 為 と い う 観 点

か ら 、自 己 意 識 と 生 命 の 差 異 で あ っ た「 無 限 な 統 一 が 自 分 に 対 し て あ る 」と い う 規

定 を 捉 え 直 す こ と が で き る だ ろ う 。す な わ ち 、自 己 意 識 が 無 限 性 を 自 覚 す る と は 、

自 己 意 識 が 自 ら の 精 神 的 な 統 一 を 自 覚 的 に 対 象 に し 、 そ の 実 現 の た め の 営 為 と し

て 、承 認 の 行 為 を 為 し う る こ と を 含 意 し て い る の で あ る 。し た が っ て 、承 認 す る 自

己 意 識 の 関 係 は「 相 互 的 に 承 認 し 合 う も の と し て 承 認 し 合 っ て い る 」（ i b i d .）と 定

式 化 さ れ る 。自 己 意 識 は 、自 分 た ち が 他 者 と の 関 係 に 媒 介 さ れ て 初 め て 自 分 自 身 で

あ る と い う こ と を 自 覚 で き 、 他 者 を 承 認 す る こ と に よ っ て 自 分 も ま た 他 者 か ら 承

認 さ れ る こ と を 知 る こ と が で き る 。こ う し た 特 異 性 に よ っ て 、単 な る 生 命 に は 不 可

能 で あ っ た 「 自 己 の 否 定 」 を 遂 行 す る 可 能 性 が 自 己 意 識 に は 開 か れ て い る の で あ

る 。  

た だ し 、「 自 己 意 識 」章 の こ の 文 脈 で 考 慮 す べ き は 、こ の 純 粋 概 念 の 規 定 は「 我 々 」

が 意 識 の 経 験 に 先 行 し て 示 し て い る に 過 ぎ な い と い う こ と で あ る 。 無 限 な 統 一 を

自 覚 す る こ と も 相 互 的 に 承 認 す る こ と も 、 い わ ば 自 己 意 識 の ポ テ ン シ ャ ル と し て

示 さ れ た だ け な の で あ る 。 続 く A 節 の 議 論 は 、 い か に し て こ の 関 係 が 経 験 す る 当

の 意 識 自 身 に 自 覚 さ れ 、 当 事 者 自 身 の 行 為 と し て 実 現 す る の か に つ い て の 最 も 原
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初 的 な 段 階 で あ る 。そ の 具 体 的 な 展 開 は 、「 人 倫 の 国 」や 良 心 の 和 解 に よ っ て 示 さ

れ る こ と に な る 1 9。  

 

おわりに  

本 稿 で は『 現 象 学 』の 生 命 の 議 論 を 再 構 成 し 、そ の 意 義 を 考 察 し た 。ヘ ン リ ッ ヒ

の 言 う よ う に 、 生 命 は 発 展 史 的 な 観 点 か ら 精 神 の 前 段 階 と し て 理 解 す る こ と が で

き る が 、『 現 象 学 』内 部 の 構 成 か ら 見 て も 、そ れ は 精 神 の 原 型 と し て 捉 え る こ と が

可 能 で あ る 。本 稿 は『 現 象 学 』の 議 論 に お け る 生 命 の 具 体 的 な 意 味 を 、次 の 四 点 に

見 出 し た 。 第 一 に 、 生 命 は 世 界 の 本 性 が 無 限 性 と し て 存 在 す る こ と を 明 示 し て お

り 、 自 己 意 識 も そ う し た 無 限 性 を 体 現 す る 存 在 者 の う ち の 一 つ の あ り 方 で あ る こ

と を 示 し て い る 。こ の 点 に 関 連 し て 、第 二 に 、生 命 の 議 論 に よ っ て 自 己 意 識 と 実 体

（〈 広 義 の 生 命 〉）と の 無 限 な 関 係 が 意 識 の 経 験 に 先 立 っ て 示 さ れ て い る 。第 三 に 、

自 己 意 識 も 生 命 と 同 様 に 、 他 の 存 在 者 と の 共 同 性 な く し て は 存 在 し え な い と い う

論 点 を 呈 示 し て い る 。こ の 共 同 性 が 、よ り 高 次 な 精 神 と し て 後 に 登 場 す る 。そ し て

最 後 に 、無 限 な 統 一 の 自 覚 と い う 観 点 か ら 、（ 狭 義 の ）生 命 と 自 己 意 識 と の 区 別 を

明 ら か に す る こ と に よ っ て 、承 認 の 行 為 に と っ て 不 可 欠 で あ る「 自 ら 自 身 に お け る

否 定 の 遂 行 」と い う 論 点 を 導 出 し て い る 。こ れ ら の 点 で 、生 命 論 は 実 体 と し て の 精

神 の 特 異 性 を 浮 き 彫 り に し て い る の で あ る 。  

本 稿 の 議 論 か ら 、生 命 論 は ヘ ー ゲ ル に よ る 恣 意 的 な 挿 話 で は な く 、ま さ に 自 己 意

識 の 登 場 と と も に 現 れ る べ き 概 念 で あ る と 結 論 づ け ら れ る 。そ れ は 、他 者 か ら 承 認

さ れ た も の と し て の み 存 在 す る と い う 特 質 を 持 つ 自 己 意 識 が 生 命 で あ り 、 他 者 と

の 共 同 の う ち に あ る こ と を 暗 黙 的 に 示 し て い る 。さ ら に 生 命 は 、こ れ か ら 実 現 す べ

き 運 動 と 精 神 的 な 統 一 の 、 い わ ば 理 想 を 予 示 し て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。  
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Zur Tragweite des Lebensbegriffs für Hegels Darstellung des  Geistes :  

Eine Auslegung des Selbstbewusstsein skap ite ls  der  Phänomenologie  des  Geistes  

Shunsuke KUDOMI  

D e r  A u f s a t z  b e f a s s t  s i c h  m i t  H e g e l s  B e g r i f f  d e s  „ L e b e n s “  i n  d e r  P h ä n o m e n o l o g i e  d e s  

G e i s t e s  ( 1 8 0 7 ) .  I m  S e l b s t b e w u s s t s e i n s k a p i t e l  t h e m a t i s i e r t  H e g e l  d e n  L e b e n s b e g r i f f ,  

d o c h  w a r u m  m u s s  d a s  L e b e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  S e l b s t b e w u s s t s e i n  i n  d e r  

P h ä n o m e n o l o g i e  d e s  G e i s t e s  a u f t a u c h e n ?  H e g e l s  A b s i c h t  i s t  n i c h t  o f f e n s i c h t l i c h .  I n  

m e i n e m  A u f s a t z  z i e l e  i c h  d a r a u f  a b ,  d e n  L e b e n s b e g r i f f  a n h a n d  d e s  B e g r i f f s  d e r  

„ U n e n d l i c h k e i t “  z u  e r k l ä r e n .  U m  d a s  K o n z e p t  d e s  L e b e n s  z u  e r k l ä r e n ,  d i s k u t i e r e  i c h  

d a s  S e l b s t b e w u s s t s e i n s -  u n d  d a s  Ve r s t a n d e s k a p i t e l .  D i e  A b s i c h t  m e i n e r  R e k o n s t r u k t i o n  

i s t  e s ,  z u  z e i g e n ,  i n  w e l c h e m  S i n n e  H e g e l  „ L e b e n “  u n d  „ G e i s t “  m i t e i n a n d e r  v e r b i n d e t  

u n d  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e t .  Z u e r s t  b e t r a c h t e  i c h  H e g e l s  A n a l y s e  d e s  

S e l b s t b e w u s s t s e i n s .  D a r a u s  w i r d  e r s i c h t l i c h ,  d a s s  d a s  S e l b s t b e w u s s t s e i n  d i e  S t r u k t u r  

d e r  U n e n d l i c h k e i t  h a t .  I n  d e r  P h ä n o m e n o l o g i e  d e s  G e i s t e s  b e t r a c h t e t  H e g e l  a u c h  d a s  

L e b e n  a l s  d i e  S u b s t a n z .  I c h  b e z e i c h n e  d i e  S u b s t a n z  a l s  d a s  „ L e b e n  i m  w e i t e r e n  S i n n e “ .  

I c h  u n t e r s t e l l e ,  d a s s  H e g e l  d e n  B e g r i f f  d e s  L e b e n s  v i e l d e u t i g  b e n u t z t .  S o d a n n  

t h e m a t i s i e r e  i c h ,  w i e  H e g e l  „ L e b e n  i m  w e i t e r e n  S i n n e “  k o n z i p i e r t .  D a s  „ L e b e n  i m  

w e i t e r e n  S i n n e “  h a t  z w e i  M o m e n t e  ( „ G e s t a l t u n g “  u n d  „ P r o z e ß “ )  u n d  H e g e l  n e n n t  d i e  

u n e n d l i c h e  S t r u k t u r  „ G a t t u n g “ .  H e g e l  b e t o n t  a b e r  d e n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e m  

S e l b s t b e w u s s t s e i n  u n d  d e m  „ L e b e n  i m  e n g e r e n  S i n n e “  ( d e m  „ L e b e n d i g e n “ ) .  D a s  

S e l b s t b e w u s s t s e i n  k a n n  e r s t e n s  d i e  S t r u k t u r  d e r  U n e n d l i c h k e i t  z u m  G e g e n s t a n d  h a b e n ,  

d .  h .  d u r c h  g e g e n s e i t i g e  A n e r k e n n u n g  r e a l i s i e r t  e s  e i n e  u n e n d l i c h e  S t r u k t u r  n a m e n s  

„ G e i s t “ .  Z w e i t e n s  k a n n  e s  v o n  s i c h  a u s  „ d i e  N e g a t i o n  a n  i h m  v o l l z i e h e n “ ,  u m  d i e  

U n e n d l i c h k e i t s s t r u k t u r  a l s  A n e r k e n n u n g s v e r h ä l t n i s  z u  r e a l i s i e r e n .  I n  d i e s e m  S i n n e  i s t  

d a s  S e l b s t b e w u s s t s e i n  e i n  „ h ö h e r e s “  L e b e n  a l s  d a s  „ L e b e n  i m  e n g e r e n  S i n n e “ .  I m  

S e l b s t b e w u s s t s e i n s k a p i t e l  z e i g t  H e g e l ,  d a s s  d a s  S e l b s t b e w u s s t s e i n  d i e s e  N e g a t i o n  i m  

A n e r k e n n u n g s v e r h ä l t n i s  v o l l z i e h t .  A u s  d i e s e r  P e r s p e k t i v e  i s t  e s  e n t s c h e i d e n d ,  d a s s  d a s  

„ L e b e n “  a l s  e i n  P r o t o t y p  d e s  „ G e i s t e s “  g i l t .  

 

 




