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『アンティゴネ』における「共同体のイロニー」  

―Ch. メンケの主体形成論としてのヘーゲル悲劇論解釈から―  

久冨  峻介  

はじめに  

ソ フ ォ ク レ ス に よ る ギ リ シ ャ 悲 劇『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』は 、西 洋 の 歴 史 で 長 き に わ た

っ て 劇 芸 術 の 傑 作 と し て 高 く 評 価 さ れ て き た 。よ く 知 ら れ て い る よ う に『 ア ン テ ィ

ゴ ネ 』で は 、ア ン テ ィ ゴ ネ と い う 一 人 の 女 性 が 辿 る 悲 劇 的 プ ロ セ ス が 、詩 的 、芸 術

的 に 描 か れ て い る が 、『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』の 魅 力 は そ の 言 語 形 式 の 芸 術 性 に だ け あ る

の で は な い 。そ れ は ま た 、個 人 が 自 ら の 運 命 に 抗 い 、国 家 の 権 力 に 対 抗 す る「 抵 抗

の 神 話 」と し て も 解 釈 さ れ て き た の で あ り 、内 容 や プ ロ ッ ト の 持 つ 思 想 性 も 高 く 評

価 さ れ て い る 。  

さ て 、こ の よ う な『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』が そ な え る 二 つ の 美 点 を 、正 当 に も 、と も に

洞 察 し た 者 と し て ガ イ ゼ ン ハ ン ス リ ュ ー ケ が 挙 げ る 代 表 的 な 人 物 が 、 ヘ ー ゲ ル で

あ る 1。 実 際 、 ヘ ー ゲ ル は 『 精 神 現 象 学 』 や 「 美 学 講 義 」、「 宗 教 哲 学 講 義 」 に お い

て『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』を 傑 作 と し て 評 価 し て お り 、彼 の 見 解 は ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ

ゴ ネ 』 へ の 態 度 を お お む ね 適 切 に 表 現 し て い る と 言 え る 2。 ヘ ー ゲ ル に と っ て 『 ア

ン テ ィ ゴ ネ 』は 、学 生 時 代 か ら 慣 れ 親 し ん だ 最 も お 気 に 入 り の 芸 術 作 品 の ひ と つ で

あ り 、そ れ は 終 生 変 わ る こ と は な か っ た 。そ の よ う な ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』

論 の う ち で も 、イ ェ ー ナ 期 の『 精 神 現 象 学 』 に 特 徴 的 な の は 、『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』が

持 っ て い る 芸 術 的 な 側 面 と 思 想 的 な 側 面 の 両 方 を
、 、 、

と も に 論 じ て い る こ と に あ る 。

す な わ ち 、前 者 は「 宗 教 」章「 芸 術 宗 教 」節 に お い て 、後 者 は「 精 神 」章「 真 な る

精 神 、人 倫 」節 に お い て テ ー マ と な る 。具 体 的 に は 、ヘ ー ゲ ル に と っ て『 ア ン テ ィ

ゴ ネ 』は 、美 し い 芸 術 作 品 で あ り 、な お か つ 理 想 的 な 人 倫 の モ デ ル を 呈 示 す る も の

で も あ っ た と 言 え る 。ヘ ー ゲ ル 研 究 に お い て は 、と り わ け 、後 者 の 政 治 的 、共 同 体

論 的 な パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ が 重 視 さ れ て き た の で あ り 、「 政 治 的 抵 抗 」3と し て の ア ン

テ ィ ゴ ネ 像 こ そ 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 の 核 心 的 特 徴 と 見 な さ れ て き た 。国 家 の 暴 力 へ

の 抵 抗 を 象 徴 し 、 そ れ を 体 現 す る 人 物 こ そ ア ン テ ィ ゴ ネ だ っ た 、 と い う わ け で あ

る 。  

 
1  G e i s en h an s lü k e  [ 1 9 9 9 ] ,  S .  7 .  
2  ただし、ガイゼンハンスリューケ は、ズーアカンプ版の著作集を用いており 、批判校訂版で

ある G W に依拠していない ことには注意が必要である。  
3  I b id .   
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人 倫 に お け る 個 人 の 抵 抗 と い う 論 点 は 、 近 年 の ヘ ー ゲ ル 研 究 に お い て も し ば し

ば 取 り 上 げ ら れ て い る 。た と え ば 、ピ ン カ ー ド 4や ス ペ ー ト 5、ベ ア ト ラ ム 6な ど は 、

承 認 論 や 行 為 論 の 観 点 か ら「 精 神 」章 を 解 釈 し て い る 。こ う し た 状 況 の な か で 、本

稿 は 、「 精 神 」章 の 人 倫 を（ そ の タ イ ト ル が 示 し て い る よ う に ）「 正 義 」や「 自 由 」

の 観 点 か ら 論 じ た ク リ ス ト フ ・ メ ン ケ 7の 『 人 倫 に お け る 悲 劇―ヘ ー ゲ ル に よ る

正 義 と 自 由 』（ 1 9 9 6 年 ）を 取 り 上 げ 、そ の 主 体 に 関 す る 議 論 に 焦 点 を 当 て た い 。メ

ン ケ の 狙 い は 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 の う ち に 現 代 に つ い て の 有 用 な 診 断 を 見 出 し 、近

代 に 特 有 の 悲 劇 を 考 察 す る た め の パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ を 獲 得 す る こ と に あ る 。 そ の

た め に 、メ ン ケ は 主 に『 精 神 現 象 学 』と「 美 学 講 義 」の 叙 述 を 独 自 の し か た で 再 構

成 す る 。メ ン ケ の 見 る と こ ろ に よ れ ば 、近 代 と は 、自 ら の 法 権 利 を 公 共 の 場 に お い

て 主 張 す る こ と が で き る 個 人 が 登 場 し た（ あ る い は 、登 場 す べ き ）時 代 で あ る 。そ

の よ う な 個 人 が 現 わ れ る と き 、 共 同 体 に お け る 法 や 正 義 を 新 た に 問 い 直 す こ と が

要 求 さ れ る 。メ ン ケ の 解 釈 の 特 徴 は 、こ の プ ロ セ ス を『 精 神 現 象 学 』の「 人 倫 」か

ら「 法 状 態 」へ の 移 行 と 重 ね 合 わ せ る こ と に よ っ て 、「 法 の 生 成 」の モ デ ル を ヘ ー

ゲ ル の 悲 劇 論 に 求 め る こ と に あ る 。  

し か し な が ら 、 本 邦 で は メ ン ケ は 批 判 理 論 の 理 論 家 と し て 評 価 さ れ て い な い ど

こ ろ か 、 そ の 議 論 の 紹 介 さ え も ほ と ん ど な さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 8。 そ こ で

本 稿 は 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 の 意 義 を 考 察 す る た め に 、ま ず 、メ ン ケ が ど の よ う な 狙

い で ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 を 再 評 価 し て い る の か を 示 し 、 メ ン ケ の ア プ ロ ー チ を 明 ら

か に す る こ と か ら 着 手 す る 。そ し て 、そ れ に も と づ い て 、法 権 利 を 担 う 主 体 が 悲 劇

に お い て ど の よ う に 登 場 す る こ と が で き る と さ れ て い る の か を 、 メ ン ケ の 議 論 に

即 し て 解 明 す る（ 1）。次 に 、メ ン ケ の ヘ ー ゲ ル 解 釈 の 問 題 点 に つ い て 指 摘 し 、メ ン

ケ が 重 視 す る 悲 劇 に お け る 人 物 の 主 体 性 に つ い て 、「 イ ロ ニ ー 」の 概 念 に 着 目 し な

が ら 、ヘ ー ゲ ル の テ ク ス ト に 沿 っ た 再 構 成 を 試 み る（ 2）。本 稿 の 見 立 て に よ れ ば 、

メ ン ケ が 捉 え 損 ね て い る の は 、ヘ ー ゲ ル 自 身 は 、悲 劇 か ら 移 行 す る「 法 状 態 」の 主

 
4  P i n k a r d  [1 9 9 4 ] ,  p p .  1 8 8 f f .  
5  S p e ig h t  [ 2 0 0 1 ] ,  p p .  5 1 f f .  
6  B e r t r a m  [2 0 0 8 ] ,  S S .  8 7 7 - 8 9 8 ;  Be r t r a m  [ 2 0 1 7 ] .  
7  メンケは、いわゆる批判理論の第三世代に数えられる。ホルクハイマーやハーバーマス、ホ

ネットといったフランクフルト学派の思想家との アプローチ の違いの一つは、ヘーゲルのうち

でも『精神現象学』と、彼の悲劇論に着目したことにある。ただし、フランクフルト学派とし

てのメンケの意義を考察するには、『人倫における悲劇 』全体と他の思想家との包括的な比較、

検討が必要となるため、本稿では上記の違いを指摘するにとどめる。本稿の基本的な立場につ

いては、「おわりに」もあわせて参照されたい。  
8  人倫に関するメンケの議論は、近年ヘーゲルについて精力的に研究成果を発信している上述

のベアトラムに受容され、批判的に継承されている （ V g l .  Be r t r a m  [ 2 0 0 8 ] ,  S .  8 8 1 ,  8 9 7）。  

国内の研究に目を向けてみれば、数少ない例外として、笠原がメンケを紹介している（笠原

[ 1 9 9 6 ]）。他には、メンケの議論に詳しく立ち入ってはいないものの、小川がメンケの悲劇論に

触れ、その議論を高く評価し、その解釈に触発されたことを断っている（小川 [ 2 0 0 1 ] ,  1 9 8 頁以

下）。  
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体 を 、自 律 的 で 自 由 な 主 体 と し て 肯 定 的 に 評 価 し て い る の で は な く 、む し ろ「 法 状

態 」の よ う な 共 同 体 そ れ 自 体 を 否 定 的 に 捉 え て い た と い う こ と で あ る 。こ の よ う な

観 点 を 踏 ま え る こ と に よ っ て 、 悲 劇 論 に 自 律 的 な 主 体 が 形 成 さ れ る プ ロ セ ス を 見

出 す メ ン ケ 的 な 試 み の 限 界 も ま た 見 え て く る よ う に 思 わ れ る 。  

 

1 .  メンケによるヘーゲル悲劇論の概要  

1 .1  ヘーゲル悲劇論読解の狙い   

メ ン ケ が い か に し て そ の ヘ ー ゲ ル 悲 劇 論 解 釈 に お い て 近 代 的 主 体 概 念 を と り だ

し た の か を 考 察 す る た め に 、ま ず は メ ン ケ の 議 論 の 狙 い を 確 認 し て お こ う 。メ ン ケ

に よ る ヘ ー ゲ ル 研 究 は 、現 代 の 正 義 論 が 十 分 に 取 り 上 げ る こ と が で き て い な い（ と

彼 が 考 え て い る ）、個 人 に 対 す る 法 の 暴 力 的 な 支 配 へ の 問 題 意 識 に も と づ い て い る 。

メ ン ケ は こ れ を「 法 に お け る 暴 力 」（ T S .  9）と 呼 ぶ 。こ う し た 暴 力 的 な 法 の 支 配 は 、

近 代 人 に と っ て は 「 政 治 （ P o l i t i k）」 で あ り 、 古 代 の 悲 劇 の 「 運 命 」 に 相 当 す る 新

た な「 運 命 」と し て 現 わ れ る 。メ ン ケ に と っ て 悲 劇 が ア ク チ ュ ア ル な 意 味 を 持 つ の

は 、 ま さ に 「 政 治 」が 「 運 命 」 を 意 味 す る か ら に 他 な ら な い 。つ ま り 、〈 人 間 が 抗

い が た い 暴 力 に 征 服 さ れ る 経 験 〉は 、古 代 で は 神 々 に 支 配 さ れ る「 運 命 」と し て 現

象 す る の に 対 し て 、そ れ は 近 代 で は 個 人 の 生 を 制 限 す る「 政 治 」と し て 現 象 す る 、

と さ れ る 。こ の 点 に お い て 、古 代 と 近 代 は 重 な る 部 分 を 持 っ て い る と メ ン ケ は 捉 え

て い る 。そ し て 、メ ン ケ に と っ て こ の よ う な 洞 察 を そ な え て い た 者 こ そ が 、ヘ ー ゲ

ル な の で あ る 。  

『 精 神 現 象 学 』に よ れ ば 、「 世 界 の 諸 形 態 」と し て 現 わ れ た 精 神 は 、 最 初 に「 直

接 的 な 人 倫 」と い う 形 態 で 登 場 し 、悲 劇 的 な コ ン フ リ ク ト を 経 て 、ロ ー マ 法 的 共 同

体 で あ る「 法 状 態 」へ 移 行 す る と さ れ る 。こ の コ ン フ リ ク ト は 、人 倫 の 成 員 に よ る

行 為（「 人 倫 的 行 為 」）に よ っ て 惹 起 さ れ る 。『 精 神 現 象 学 』に つ い て の メ ン ケ の 議

論 の 特 徴 は 、「 法 状 態 」の 独 特 な 解 釈 に あ る 。そ れ に よ れ ば 、こ こ で ヘ ー ゲ ル は 法

権 利 を 担 う 自 由 な 主 体 の 登 場 を 議 論 し て お り 、「 法 状 態 」は 近 代 を 意 味 し て い る の

だ と い う 。つ ま り 、メ ン ケ は「 法 状 態 」を 近 代 社 会 と 同 定 し た う え で 、そ こ で は 万

人 の 平 等 が 問 題 に な り 、「 万 人 へ の 法 的 な 顧 慮 の 拡 張 」（ T S .  2 1 5） が 可 能 に な る と

い う 積 極 的 な 意 味 を 持 つ も の と 解 す る 。た し か に「 法 状 態 」の 文 脈 で は 、個 人 は「 人

格 」で あ り 、法 の 平 等 な 関 係 に お い て 存 在 し て い る 。だ が 、ヘ ー ゲ ル に と っ て「 人

格 」は「 軽 蔑 の 表 現 」（ G W 9 ,  2 6 2）で あ り 、「 法 権 利 の 意 識 は 、〔 … 〕自 ら の 実 在 性

の 喪 失 と 自 ら の 完 全 な 非 本 質 性 を 経 験 」（ i b i d .）し 、教 養 の 世 界 へ と 移 行 す る 。こ

の よ う に『 精 神 現 象 学 』で は「 法 状 態 」は 必 ず し も 肯 定 的 な 意 味 を 持 つ 世 界 の 形 態

で は な く 、「 法 状 態 」に 個 人 の 権 利 の 十 全 な 実 現 の モ デ ル を 読 み 込 む の は メ ン ケ の



『アンティゴネ』における「共同体のイロニー」 

- 33 - 

拡 大 解 釈 で あ る 。と は い え 、こ の よ う な 読 解 に よ っ て 、『 精 神 現 象 学 』の 悲 劇 論 は

自 由 な 個 人 の 発 生 を 説 明 す る 理 論 と 捉 え 直 さ れ る こ と に な る 。  

し か し 、 周 知 の よ う に 、 ヘ ー ゲ ル 自 身 は 悲 劇 を 古 代 特 有 の も の だ と 理 解 し て お

り 、悲 劇 で 描 き 出 さ れ る よ う な 諸 威 力 の「 必 然 的 な 」衝 突 は 近 代 人 に と っ て は 過 去

の も の と さ れ た 。そ の た め 、ヘ ー ゲ ル に 忠 実 に し た が う と 、近 代 に は 悲 劇 が 成 立 す

る 余 地 は 無 い と い う こ と に な る 。こ れ は メ ン ケ 自 身 も 認 め て い る 。近 代 は〈 ポ ス ト

悲 劇 の 時 代 〉（ ＝ 悲 劇 な き 時 代 ） で あ り 、近 代 に は 古 典 的 な 意 味 で の 「 悲 劇 」は も

は や 存 在 せ ず 、そ こ に は（ ヘ ー ゲ ル の 言 葉 で 言 え ば ）「 必 然 的 な 」対 立 は な く 、「 偶

然 的 な 」対 立 し か 存 在 し な い 、と い う こ と に な る（ v g l .  T S .  2 3 - 2 5）。「 偶 然 的 な 」対

立 に よ っ て 生 じ る コ ン フ リ ク ト は 、 も は や 悲 劇 と は 見 な さ れ な い の で あ る 。  

そ こ で メ ン ケ は 、い さ さ か 強 引 な 解 釈 に よ っ て ヘ ー ゲ ル の 別 の 読 み 方 を 示 し 、こ

の 問 題 を 回 避 し よ う と す る 。メ ン ケ が 引 き 合 い に 出 す の は 、「 美 学 講 義 」の 悲 劇 理

論 の「 世 界 状 況（ We l t z u s t a n d）」に 関 す る「 必 然 性 」の 議 論 で あ る 9。悲 劇 の 衝 突 の

必 然 性 と は 、「 そ の つ ど の 、特 定 の 世 界 と の 」（ T S .  2 2）関 係 か ら 把 握 さ れ る 。メ ン

ケ は こ の 議 論 を 独 自 に 拡 張 し 、近 代 に は 、近 代 に 固 有 の 状 況 と 結 び つ い た「 必 然 的

な 」 衝 突 が あ る と 主 張 す る （ v g l .  T S .  3 6 - 4 1）。 そ の よ う に 理 解 す る こ と で 、 社 会 で

コ ン フ リ ク ト が 生 じ た 場 合 、そ れ は そ の 時 代 に 応 じ た「 悲 劇 性 」を そ な え て い る と

言 う こ と が 可 能 に な る 。つ ま り 、近 代 は ギ リ シ ャ 共 同 体 が 悲 劇 的 に 崩 壊 す る こ と で

成 立 す る が 、近 代 に は 近 代 の〈 悲 劇 性 〉が あ り 、固 有 の「 運 命 」が 襲 い か か っ て く

る と い う 過 程 が 再 び 反 復 す る 、と い う 図 式 で ヘ ー ゲ ル の 議 論 が 整 理 さ れ る 。そ れ に

よ っ て 、古 代 世 界 を 描 い た 悲 劇 は 、近 代 の 悲 劇 の 理 論 で も あ る
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

と い う 見 方 が 呈 示 さ

れ る 。 こ の よ う な 独 特 の 解 釈 に よ っ て 、「 政 治 」 を 近 代 的 個 人 に と っ て の 「 運 命 」

と し て 扱 う こ と が 可 能 に な る の だ と メ ン ケ は 考 え る 。こ の よ う に し て 、ヘ ー ゲ ル の

悲 劇 論 は 、古 代 に も 近 代 に も パ ラ レ ル に 認 め ら れ る「 必 然 的 対 立 」の 理 論 と し て 再

構 成 さ れ る 。  

そ れ で は 、「 法 状 態 」の 個 人 は メ ン ケ に お い て ど の よ う に 捉 え 直 さ れ て い る の だ

ろ う か 。メ ン ケ が 想 定 す る 個 人 と は 、自 由 で 自 律 し た（ a u t o n o m i s c h）存 在 で あ り 、

自 ら の 正 義 を 実 現 す べ く 行 為 す る こ と が 可 能 な 、ア ト ミ ス テ ィ ッ ク な も の で あ る 。

こ の よ う な 個 人 を 出 発 点 と し て 表 明 さ れ る 正 義 は 、「 単 称 的 正 義 （ s i n g u l a r e  

G e r e c h t i g k e i t）」と 呼 ば れ る 。「 単 称 的 正 義 」は 個 人 か ら 提 起 さ れ 、公 的 な 場 に お い

て 人 倫 の 公 共 的 な 正 義 に 影 響 を 与 え る こ と で 、法 的 正 義 へ と 高 め ら れ 、よ り 普 遍 的

な 妥 当 性 を 獲 得 す る 。メ ン ケ は 、こ の プ ロ セ ス を 上 演 す る こ と が 、ヘ ー ゲ ル の ギ リ

 
9  最近刊行されたヘーゲル全集の「美学講義」では、旧版に見られた「世界状況」「状況」「行

為」という悲劇の過程の分節化が維持されているとは必ずしも言えないのだが（たとえば、1 8 2 6

年の「芸術哲学講義」の概要箇所（ G W 2 8 .2 ,  8 8 4 f f .）を参照）、本稿の問題設定の観点から、そ

れについてはここでは問わない。  
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シ ャ 悲 劇 論 の 核 心 だ と 主 張 す る 。こ の よ う な 個 人 の 捉 え 方 は 、『 精 神 現 象 学 』に お

け る 、承 認 し あ う 自 己 意 識 の 構 想 と は 本 来 的 に は 相 容 れ な い だ ろ う 。だ が 、メ ン ケ

は こ の よ う な 個 人 を 立 脚 点 と し て 正 義 と 個 人 の 関 係 を 考 察 す る 。個 人 は 、公 的 な 空

間 に お い て 自 己 実 現 す る 自 由 を 発 揮 し よ う と す る が 、 個 人 に と っ て 公 的 な 空 間 が

疎 遠 で あ り 、む し ろ そ の 自 由 の 行 使 を 制 限 す る と き に は 、そ れ は 個 人 の 政 治 的 な 自

律 を 脅 か す「 暴 力 」と な っ て 現 れ る 。メ ン ケ は 、こ の 状 態 を「 主 人 と 奴 隷 」の 対 立

と し て 理 解 し た コ ジ ェ ー ヴ の 洞 察 を 評 価 し つ つ 、ヘ ー ゲ ル の「 人 倫 に お け る 悲 劇 」

の 構 想 に 着 目 す る こ と で 、 法 権 利 の 主 体 的 な 担 い 手 と し て の 個 人 が 生 成 す る 理 路

を 展 開 し よ う と す る 。メ ン ケ の 洞 察 に よ れ ば 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 の 意 義 は 、個 人 の

自 由 な 自 己 実 現 が 必 然 的 に 共 同 体 の 法 の 支 配 と 衝 突 せ ざ る を え な い こ と 、 そ し て

そ の 暴 力 の 経 験 が 個 人 に と っ て「 運 命 」と し て 生 じ て く る こ と を 説 い て い た こ と に

あ る と い う 。こ の よ う な 悲 劇 へ の ア プ ロ ー チ を 、メ ン ケ 自 身 は 悲 劇 の「 批 判 理 論 」

（ T S .  2 3） と 名 づ け て い る 1 0。  

メ ン ケ に よ る『 精 神 現 象 学 』「 精 神 」 章 解 釈 の 特 徴 を ま と め る な ら ば 、⑴「 法 状

態 」を 近 代 と 見 な し て い る こ と 、⑵ 近 代 に も 、ヘ ー ゲ ル 的 な 意 味 で の「 悲 劇 性 」や

「 運 命 」が 存 在 す る と 理 解 し て い る こ と 、⑶ 個 人 は 、他 者 と の 承 認 関 係 に よ っ て 成

立 す る の で は な く 、あ ら か じ め 一 定 の 自 立 性 や 主 体 性 を 与 え ら れ て い る こ と 、と い

う 三 つ の 点 に な る だ ろ う 。  

 

1 .2  主体化のプロセスとしての悲劇読解   

以 上 の よ う に 、メ ン ケ の 理 解 す る 悲 劇 は 、近 代 に と っ て 、個 人 と「 政 治 」の 関 係

に お い て 反 復 す る ひ と つ の パ タ ー ン と し て の 意 味 を 持 っ て い る こ と が 明 ら か に な

っ た 。だ が 、悲 劇 の 持 つ 意 味 は そ れ だ け で は な い 。そ れ は 個 人 の 反 省 能 力 の 問 題 に

か か わ る 。  

「 単 称 的 正 義 」を 提 起 す る こ と が 可 能 な 近 代 人 の 特 質 と し て 、メ ン ケ は「 自 由 」

と と も に 「 反 省 性 」（ T S .  4 2） を 挙 げ る 。 メ ン ケ が 想 定 す る 個 人 は 、 自 由 な 主 体 性

（ 自 発 性 ）を 持 っ て い る 一 方 で 、は じ め か ら 十 分 な 自 己 反 省 能 力 を そ な え て い る わ

け で は な い 。そ れ は 、悲 劇 に お け る 人 物 で あ ろ う と 、近 代 に 生 き る 人 物 で あ ろ う と 、

同 じ で あ る 。こ の 反 省 能 力 は 、「 脱 中 心 化 」（ T S .  9 3）と 言 い 換 え ら れ る が 、そ れ は

自 分 の 考 え か ら 距 離 を 取 り 、 他 者 の パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ を と る た め に 必 要 な 能 力 で

あ る 。メ ン ケ は 、こ の「 反 省 性 」が 悲 劇 の 上 演 を 通 じ て 獲 得 さ れ る と 考 え 、こ の こ

と を ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』論 の 読 解 を 通 し て 跡 づ け よ う と す る 。メ ン ケ の ヘ

ー ゲ ル 解 釈 の 大 き な 特 徴 は 、 主 体 の 形 成 の 過 程 を も 内 在 的 に 悲 劇 に 即 し て 示 そ う

 
1 0  この特徴づけは、フランクフルト学派の先行者たち（とりわけ、ホルクハイマー）との差別

化を意識したものであると思われる（ v g l .  T S .  2 1 f .）。  
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と し て い る こ と に あ り 、 そ の モ デ ル を ヘ ー ゲ ル の ア ン テ ィ ゴ ネ 像 の う ち に 求 め て

い る こ と に あ る 。こ の よ う な 見 方 に し た が え ば 、ア ン テ ィ ゴ ネ は 、古 典 的 悲 劇 で 演

じ ら れ る 古 代 の 人 物 で あ り な が ら 、自 由 を 行 使 し 、反 省 能 力 を そ な え て い る と い う

意 味 で 、 す ぐ れ て 近 代 的 な 人 物 像 と し て も
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

理 解 さ れ る こ と に な る 。 つ ま り メ ン ケ

は 、ヘ ー ゲ ル の ア ン テ ィ ゴ ネ 像 が 、こ の よ う な 古 代 人 と し て は き わ め て 特 殊 な 人 物

像 を 呈 示 し て い る も の だ と 理 解 す る わ け で あ る 1 1。  

さ て 、 ヘ ー ゲ ル が 悲 劇 に お け る 登 場 人 物 の 性 質 の 表 現 と し て 使 う 術 語 の ひ と つ

に 、「 イ ロ ニ ー 」が あ る 。ヘ ー ゲ ル は「 精 神 」 章 で 女 性 を 「 共 同 体 の 永 遠 の イ ロ ニ

ー 」（ G W 9 ,  2 5 9）と 表 現 し て い る が 、興 味 深 い の は 、メ ン ケ が ア ン テ ィ ゴ ネ の う ち

に 上 述 の 意 味 で の「 反 省 性 」だ け で は な く 、そ れ と は 区 別 さ れ た「 イ ロ ニ ー 」の 性

質 も あ る こ と を 指 摘 し て い る こ と で あ る 。 ピ ン カ ー ド や ス ペ ー ト も 『 ア ン テ ィ ゴ

ネ 』を 行 為 主 体 の 観 点 か ら 解 釈 し て い る が 、ヘ ー ゲ ル が 言 う「 イ ロ ニ ー 」に つ い て

は 重 視 し て い な い 。そ れ に 対 し て 、メ ン ケ は 、適 切 に も こ の 特 徴 づ け に 着 目 し 、ア

ン テ ィ ゴ ネ を ア イ ロ ニ カ ル な 人 物 と し て 理 解 し て い る 。し か し な が ら 、メ ン ケ の 理

解 に よ れ ば 、ヘ ー ゲ ル は「 イ ロ ニ ー 」を 独 自 の 意 味 で 使 っ て い る の だ と い う 。そ の

た め 、こ の 論 点 に 関 す る メ ン ケ の ヘ ー ゲ ル 解 釈 で は 、『 精 神 現 象 学 』固 有 の 文 脈 と

は 離 れ た 意 味 で ア ン テ ィ ゴ ネ の 行 為 は 理 解 さ れ る 。  

よ く 知 ら れ て い る よ う に 、「 イ ロ ニ ー 」は 古 代 ギ リ シ ャ の ソ ク ラ テ ス の 態 度 に 認

め ら れ る も の で あ る が 、そ の 一 般 的 な 特 質 は 、あ る 個 人 が 、現 実 に 受 け 容 れ ら れ て

い る 規 範 的 な 価 値 や 真 理 な ど を 無 意 味 な も の と し て 、 シ ニ カ ル に 否 定 す る こ と に

あ る 。だ が 、さ ら に メ ン ケ は 、ク イ ン テ ィ リ ア ヌ ス に 代 表 さ れ る レ ト リ ッ ク の 伝 統

的 な 用 法 で あ る 「 自 分 が 言 お う と す る こ と の 反 対 を 言 う こ と （ た と え ば 、「 悪 い 」

と 思 っ て い る も の に 対 し て 、あ て こ す り と し て 敢 え て「 良 い 」と 言 う こ と で 、か え

っ て「 そ れ が 悪 い 」と 表 現 す る こ と ）」を 踏 ま え 、こ れ を「 転 倒（ Ve r k e h r u n g）」（ T S .  

1 4 5） と し て 再 構 成 す る 。 メ ン ケ に よ れ ば 、 こ の 転 倒 は ロ マ ン 主 義 の （ こ こ で は 、

と り わ け F r.  シ ュ レ ー ゲ ル と 結 び つ け ら れ る ）芸 術 の 原 理 で も あ る 。こ こ で メ ン ケ

が こ の レ ト リ カ ル な「 イ ロ ニ ー 」を 問 題 に す る の は 、そ れ が ア ン テ ィ ゴ ネ に も 見 出

さ れ う る か ら で あ り 、そ れ ゆ え メ ン ケ は 、ア ン テ ィ ゴ ネ を「 ロ マ ン 主 義 的 な 女 性 像 」

（ T S .  1 4 2） だ と 特 徴 づ け る 。  

 
1 1  メンケにとって悲劇という劇芸術の形式は、二つの意味で「反省性」と結びつけられている。

ひとつには、アンティゴネが提供するような、反省能力をもった主体を示していることである。

もうひとつには、悲劇という劇形式それ自体がそなえている自己言及的な性格である。メンケ

におけるこの区別は、『精神現象学』で言えば、「精神」章と「宗教」章の観点の違いに対応す

ると見てよい。悲劇をはじめとする言語芸術は、ただたんに美しいもの、悲哀的なものを表現

するだけではない。メンケによれば、俳優や詩人は、悲劇の上演のうちでその作品を自らが生

み出 したのだ、という自己の意識にまで到達する。この点で悲劇は「反省性」を持つ芸術であ

ると理解される。ただし、この側面の論述は本稿では割愛する。  
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そ れ で は 、な ぜ メ ン ケ は 主 体 の ア イ ロ ニ カ ル な 態 度 を 問 題 に す る の だ ろ う か 。そ

れ は 、個 人 が 共 同 体 に 対 抗 す る た め の 手 段 に な る か ら で あ る 。こ の こ と を 、メ ン ケ

の ヘ ー ゲ ル 読 解 に 即 し て 示 す と 以 下 の よ う に な る 。 ヘ ー ゲ ル が 引 用 す る ア ン テ ィ

ゴ ネ の 言 葉 は 、「 私 た ち は 苦 し む が ゆ え に
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 過 ち を 犯 し た と い う こ と を 承 認 す る
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

」

（ G W 9 ,  2 5 6） で あ る 。 こ こ で ア ン テ ィ ゴ ネ は 、 罪 を 告 白 す る こ と で 自 ら の 犯 罪 を

承 認 し 、自 分 の 信 じ る 掟 と は 反 対 の 掟 の 正 し さ を 認 め て い る よ う に 見 え る 。し か し

な が ら 、メ ン ケ に し た が え ば 、ア ン テ ィ ゴ ネ の こ の 告 白 が 意 味 し て い る の は 反 省 的

な 態 度 だ け で は な く 、「 イ ロ ニ ー 」で も あ る と い う 。す な わ ち 、ア ン テ ィ ゴ ネ は 口

先 で は「 人 間 の 掟 」の 正 当 性 を 承 認 し な が ら も 、心 の 中 で は 自 分 が 信 じ て い る「 神 々

の 掟 」を な お 信 奉 し て お り 、か の 告 白 は そ れ を 表 明 す る 一 種 の レ ト リ ッ ク な の だ と

い う の で あ る 。こ の よ う な レ ト リ ッ ク を 用 い る ア ン テ ィ ゴ ネ に は 、自 ら の 掟 を 反 省

的 に 回 顧 す る と い う 意 味 で「 脱 中 心 化 」、「 反 省 性 」が 認 め ら れ る だ け で は な く 、さ

ら に レ ト リ ッ ク に よ っ て 暗 に ク レ オ ン を 批 判 す る と い う 意 味 で「 イ ロ ニ ー 」的 な 態

度 を 帰 属 さ せ る こ と も で き る の だ と い う 。そ う だ と す る と 、か の「 私 た ち は 苦 し む

が ゆ え に 、過 ち を 犯 し た と い う こ と を 承 認 す る 」と い う 言 明 の 核 心 的 な 意 味 は 、反

省 的 に 自 ら の 行 な い を 認 め な が ら 、同 時 に「 イ ロ ニ ー 」に よ っ て ク レ オ ン を 批 判 し

て い る こ と に あ る 、と い う こ と に な る 。つ ま り 、ア ン テ ィ ゴ ネ の 告 白 の 言 葉 は 、メ

ン ケ に お い て は 、「 反 省 性 」と「 イ ロ ニ ー 」を 同 時 に 表 明 す る と い う 多 義 的 な
、 、 、 、

意 味

で 理 解 さ れ る の で あ る 。メ ン ケ に と っ て 重 要 な ポ イ ン ト は 、こ の「 イ ロ ニ ー 」が 、

ク レ オ ン が 代 表 す る 共 同 体 の 価 値 を 否 定 し 、そ れ を 無 価 値 な も の へ と「 転 倒 」さ せ 、

そ れ に よ っ て ア ン テ ィ ゴ ネ が か え っ て 自 ら の 掟（「 単 称 的 正 義 」）を 価 値 あ る も の と

し て 高 め て い る こ と に あ る 。こ の こ と は 、既 存 の 支 配 的 な 規 範 や 秩 序 を 否 定 し 、乱

す と い う 意 味 で「 人 倫 の 破 壊 」（ T S .  1 4 6）を 表 わ し て い る 。メ ン ケ の ヘ ー ゲ ル 解 釈

は 、こ の プ ロ セ ス を『 精 神 現 象 学 』に お け る「 直 接 的 人 倫 」か ら「 法 状 態 」へ の 移

行 と 重 ね 合 わ せ る こ と に よ っ て 、ヘ ー ゲ ル 悲 劇 論 の 新 た な 読 み 方 を 呈 示 し て い る 。

以 上 の よ う に し て 、メ ン ケ の『 人 倫 に お け る 悲 劇 』で は 、悲 劇 の 経 験 は 、個 人 の 自

己 実 現 の 自 由 が 形 成 さ れ る プ ロ セ ス と し て 解 釈 し 直 さ れ る 。  

さ て 、「 イ ロ ニ ー 」は 、ロ マ ン 主 義 の 芸 術 原 理 と さ れ て い る こ と か ら も 明 ら か な

よ う に 、「 美 学 的 な ä s t h e t i s c h」手 段 で あ る 。そ れ ゆ え メ ン ケ は 、明 確 に 、ア ン テ ィ

ゴ ネ の 行 為 を 「 美 感 的 な
、 、 、 、

（ ä s t h e t i s c h） 啓 蒙 」（ T S .  9 5） と 呼 ぶ 。 ヘ ー ゲ ル に 対 す る

メ ン ケ の 不 満 は 、こ の 点 に 向 け ら れ る 。す な わ ち 、ヘ ー ゲ ル は そ の よ う な イ ロ ニ ー

的 な 主 体 を「 美 学 的 側 面 」か ら の み 展 開 し 、「 倫 理 的 」に は 呈 示 し な か っ た と い う

（ v g l .  T S .  1 7 6  f f .）。 メ ン ケ の 理 解 で は 、「 イ ロ ニ ー 」 は 「 美 学 的 な 」 用 法 だ け で は

不 十 分 で あ り 、「 倫 理 的 な 」意 味 を 持 つ も の で な け れ ば な ら な い 。し た が っ て 、メ

ン ケ は 自 由 な 個 人 を 倫 理 的 な 主 体 と し て も 描 き 出 す よ う に 試 み る 。こ の 企 て は 、上
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記 の『 人 倫 に お け る 悲 劇 』全 体 の 狙 い と 強 く 関 連 し て お り 、同 書 を 通 底 す る メ ン ケ

の 立 場 を 表 わ し て い る 。以 上 が 、メ ン ケ が 悲 劇 論 を 通 じ て 導 き 出 し た 主 体 化 の プ ロ

セ ス で あ る 。メ ン ケ の ヘ ー ゲ ル 読 解 に お け る ア ン テ ィ ゴ ネ は 、自 由 な 主 体 性 を 発 揮

し つ つ 、 反 省 性 を 持 ち 、 さ ら に 、（ 芸 術 的 意 味 合 い が 強 く 残 さ れ て は い る も の の ）

個 人 と し て 共 同 体 の 規 範 に 対 抗 す る 手 段 を そ な え た 人 物 な の で あ る 。「 イ ロ ニ ー 」

的 な「 転 倒 」は 、共 同 体 に お い て「 単 称 的 正 義 」を 問 題 に す る 際 の 範 例 と な る 。メ

ン ケ が ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 か ら 引 き 出 そ う と し て い る の は 、 こ の モ チ ー フ に 他 な ら

な い 。  

以 上 を ま と め る な ら ば 、メ ン ケ が『 精 神 現 象 学 』の 悲 劇 を 通 し て 導 き 出 す テ ー ゼ

は 、次 の 二 つ で あ る 。つ ま り 、⑴ 人 倫 の 共 同 体 に 対 す る 個 人 の 自 由 は 、「 イ ロ ニ ー 」

と し て 遂 行 さ れ る（ v g l .  T S .  1 4 2 f .）こ と 、そ し て ⑵ 主 体 の 自 由 や「 単 称 的 正 義 」は 、

人 倫 の 悲 劇 的 な 危 機 を と お し て 、 よ り 普 遍 的 な 妥 当 性 を 持 つ 法 的 正 義 へ と 形 成 さ

れ る （ i b i d .） こ と 、 で あ る 。  

 

2 .  メンケによるヘーゲル悲劇論の検証   

2 .1  『精神現象学』「精神」章の特徴とアンティゴネ像  

1 節 で は 、メ ン ケ に よ る ヘ ー ゲ ル 悲 劇 論 解 釈 を 、主 体 形 成 の 理 論 と い う 彼 の 論 点

を 中 心 に し て 再 構 成 し た 。 本 節 で は 、 そ の 問 題 点 を 指 摘 し な が ら 、『 精 神 現 象 学 』

「 精 神 」章 の『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』論 を 解 釈 し て い く 。さ し あ た り 議 論 の 道 筋 を 整 理 す

る た め に 、『 精 神 現 象 学 』の 悲 劇 論 の 特 徴 的 な 点 を い く つ か あ ら か じ め 示 し て お き

た い 。  

「 精 神 」章 の ポ イ ン ト の ひ と つ は 、悲 劇 を「 人 倫 的 行 為 」と い う 観 点 か ら 捉 え て

い る こ と に あ る と 言 え る 。 た し か に 、 そ も そ も 「 d r a m a（ 劇 ）」 が 、「 d r a n（ 行 為 す

る ）」と い う 言 葉 に 由 来 し て い る こ と を 思 い 起 こ せ ば 、ギ リ シ ャ 悲 劇 を 行 為 の 観 点

か ら 解 釈 す る こ と は 自 然 な こ と で あ る よ う に 見 え る し 、実 際 、ア リ ス ト テ レ ス の 悲

劇 論 に お い て も 、（ 俳 優 の ） 行 為 は 悲 劇 の 本 質 的 な 構 成 要 素 の ひ と つ と さ れ た 1 2。

と は い え 、ヘ ー ゲ ル を 離 れ て 少 し 大 き な 視 野 か ら 悲 劇 論 を 見 渡 し て み れ ば 、た と え

ば シ ェ リ ン グ は『 批 判 主 義 と 独 断 主 義 の 哲 学 的 書 簡 』（ 1 7 9 5 年 ）に お い て 悲 劇 に 言

及 し て い る が 、そ れ を 行 為 の 体 系 と し て は 呈 示 し な か っ た し 1 3、ス ネ ル が 指 摘 す る

よ う に 、一 般 的 に は 、悲 劇 で 描 か れ る 行 為 は 必 ず し も 無 条 件 に 、主 体 的 な 人 間 の 自

発 的 な 行 為 の モ デ ル と 見 な さ れ て い る わ け で は な い 。「 と い う の は 、〔 悲 劇 に お け

る 〕人 間 の 行 為 は 、現 実 的 で 自 立 的 な 始 ま り を 持 っ て お ら ず 、計 画 さ れ 、行 な わ れ

 
1 2  A r i s t o t l e  [ 2 0 1 3 ] ,  11 5 0  a  4 ;  11 5 0  b  2 4 - 2 5 .（邦訳 ,  3 5 ,  3 9 頁。）  
1 3  「第 1 0 書簡」を参照（ AA ,Ⅰ / 3 ,  1 0 6 f f .）。  
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た こ と は 、神 々 の 計 画 で あ り 、神 々 の 為 し た こ と だ か ら で あ る 」 1 4。こ れ ら の 観 点

か ら す れ ば 、 悲 劇 論 を 行 為 の 理 論 と は 見 な さ な い 見 解 に も 一 定 の 正 当 性 が 認 め ら

れ う る よ う に 見 え る 。だ が 、そ れ に も か か わ ら ず 、ヘ ー ゲ ル 自 身 は 悲 劇 を「 行 為 」

の 観 点 か ら 理 解 し て い る 。ゆ え に 、そ の 行 為 を ど の よ う な 人 物 が 担 っ て い る の か 、

と い う こ と が 問 題 に な る と 思 わ れ る 。つ ま り 、ヘ ー ゲ ル が ギ リ シ ャ 悲 劇 に よ っ て 描

き 出 す 人 物
、 、

（ 人 間
、 、

）の
、
行 為 は ど の よ う に 理 解 さ れ う る の か 、と い う こ と に つ い て 注

意 を 払 う 必 要 が あ る の で は な い だ ろ う か 。敷 衍 す れ ば 、ヘ ー ゲ ル に お い て ギ リ シ ャ

悲 劇 を 背 景 と し た 人 物 は ど の よ う な 人 物 像 な の か 、そ の よ う な 人 物 の 行 為 は〈 近 代

的 な 主 体 〉に 相 応 し い 行 為 の 理 論 を 提 供 し う る の か 、と い う こ と を 検 証 す る 必 要 が

あ る と 考 え ら れ る 。  

さ ら に 、行 為 に 関 し て 、ヘ ー ゲ ル は「 精 神 」章 で 現 わ れ る 行 為 を め ぐ る 対 立 を「 男

性 」と「 女 性 」の も の と し て も 特 徴 づ け て い る が 、本 稿 で は 、さ し あ た り「 人 倫 的

行 為 」を〈 男 性 一 般 ／ 女 性 一 般 の 行 為 〉と し て で は な く 、よ り 限 定 的 に 、男 性 で あ

る ク レ オ ン と 女 性 で あ る ア ン テ ィ ゴ ネ の 行 為 と し て 理 解 し た い 。と い う の は 、フ ラ

ッ シ ャ ー が 指 摘 す る よ う に 、『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』に 登 場 す る ア ン テ ィ ゴ ネ の 妹 の イ ス

メ ー ネ ー は 、ア ン テ ィ ゴ ネ と は 対 照 的 に 、兄（ ＝ ポ リ ュ ネ イ ケ ス ）の 埋 葬 を や め さ

せ よ う と す る 人 物 と し て 描 か れ て お り 、「 ア テ ネ の ポ リ ス の 市 民 に と っ て 、イ ス メ

ー ネ ー は 、積 極 的 な 意 味 に お い て〔 む し ろ ポ リ ス の 〕規 範 性 を 体 現 し て い る 」 1 5と

考 え ら れ る か ら で あ る 。 こ の こ と は ヘ ー ゲ ル 研 究 で は あ ま り 注 意 が 払 わ れ て い な

い の だ が 、以 上 の こ と か ら 、本 来 の ソ フ ォ ク レ ス の 劇 で は 、女 性 に も 複 数 の 性 格 を

帰 属 さ せ る こ と が 可 能 な よ う に 思 わ れ る 1 6。 し た が っ て 、 行 為 に 関 す る 議 論 で は 、

ヘ ー ゲ ル が 念 頭 に 置 い て い た 具 体 的 な 人 物 を 可 能 な 限 り 特 定 し た 方 が 適 切 で あ る

と 考 え ら れ る 。と り わ け 、『 精 神 現 象 学 』 の「 精 神 」章 で 呈 示 さ れ る 対 立 の 場 面 に

関 し て は 、ヘ ー ゲ ル が 性 別（ ジ ェ ン ダ ー ）の 関 係 と し て 整 理 す る 箇 所 に お い て も 、

可 能 な 限 り ク レ オ ン と ア ン テ ィ ゴ ネ に 即 し て 人 倫 的 行 為 を 考 察 し た い 1 7。『 精 神 現

象 学 』「 精 神 」 章 の 場 合 、「 男 性 」 は ク レ オ ン に 、「 女 性 」 は ア ン テ ィ ゴ ネ に そ の ま

ま 置 き 換 え る こ と が 適 切 な ケ ー ス が 多 い の で あ る 。  

 
1 4  S n e l l  [2 0 0 9 ] ,  S .  3 5 .  なお、ヘーゲル自身は、こうしたギリシャ悲劇の登場人物に固有の性質

を 「 パ ト ス （ P a t h o s）」 の 概 念 に よ っ て 特 徴 づ け て い る よ う に 思 わ れ る 。「 パ ト ス 」 は 「 情 熱

（ L e i d e n s ch a f t）」とは区別されており、古代の人物に特徴的なのは「パトス」だとされる。 た

だし、「パトス」は古代にのみ見出されるというわけでもない。  
1 5  F l a s h a r  [ 2 0 0 0 ] ,  S .  7 0 .  
1 6   ヘ ー ゲ ル は 、 ア ン テ ィ ゴ ネ に 見 ら れ る 古 代 ギ リ シ ャ の 女 性 の 家 族 関 係 を 三 つ 列 挙 し て い る

が、それは「夫婦」（妻）、「親子」（母あるいは娘）、兄に対する「妹」に限定され、「姉妹関係」

には言及されていない（ v g l .  G W 9 ,  2 4 6 f .）。  
1 7  ジェンダーの観点からこの問題を扱っ たものとして、ミルズの研究を参照 されたい 。ミル ズ

もまたアンティゴネとイスメーネーを比較しているが、ミルズは イスメーネーを「因襲的な女

性」と捉えている（ M i l l s  [1 9 9 8 ] ,  p .  2 5 4 ,  2 5 8）。さらにミルズの解釈においては、ヘーゲルが 女

性であるイスメーネーを意図的に無視したこと自体も問題にされている。  
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ま た 、そ も そ も ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』理 解 自 体 も か な り 独 自 な も の で あ る

こ と も 指 摘 し て お か な け れ ば な ら な い 。ア ン テ ィ ゴ ネ と い う 人 物 を〈 反 抗 す る 者 〉

と し て 見 る 立 場 は 一 般 的 で あ る と 言 え る し 、 ヘ ー ゲ ル と 同 時 代 の ヘ ル ダ ー リ ン も

そ の よ う に 捉 え て い た 1 8。だ が 、ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』読 解 の 最 大 の 特 徴 は 、

ク レ オ ン と ア ン テ ィ ゴ ネ の 関 係 を 均 衡
、 、

と し て 理 解 し 、 ク レ オ ン の 敗 北 や ア ン テ ィ

ゴ ネ の 勝 利 を 説 く も の で は な い こ と に あ る 1 9。た と え ば 、ヌ ス バ ウ ム は 両 者 の 均 衡

を 理 解 し た う え で ア ン テ ィ ゴ ネ に 内 面 的 な 優 位 を 見 出 そ う と 試 み て い る が 2 0、『 精

神 現 象 学 』に 関 し て 言 え ば 、コ ン フ リ ク ト に よ っ て 両 者 が と も に「 不 法 」で あ り 、

等 し く
、 、 、

没 落 す る こ と に 議 論 の 重 点 が 置 か れ て い る 。さ ら に 注 意 す べ き は 、ヘ ー ゲ ル

が 引 用 し た ア ン テ ィ ゴ ネ の 言 葉（ 彼 の 理 解 で は「 私 た ち は 苦 し む が ゆ え に 、過 ち を

犯 し た と い う こ と を 承 認 す る 」）は 、本 来 の ソ フ ォ ク レ ス の 劇 で は 、罪 の 告 白 を 表

現 す る も の で は な い
、 、

と い う こ と で あ る 2 1。た し か に 、ア ン テ ィ ゴ ネ は 自 ら の 為 す こ

と が 罪 に な る こ と を「 知 り つ つ 」行 為 す る と さ れ て い る が 2 2、し か し ヘ ー ゲ ル が 引

用 し た 告 白 の 言 葉 に は 、本 来 は 、ク レ オ ン も ま た 自 分 と 同 等 の 没 落 を 被 る こ と を 彼

女 が 生 前 に 確 信 す る と い う ニ ュ ア ン ス を 読 み 込 む べ き で あ り 、 そ れ は ソ フ ォ ク レ

ス に お い て は 、言 わ ば「 予 言 的 な 」 2 3色 彩 を 帯 び た も の で あ る 。す な わ ち 、ヘ ー ゲ

ル は ソ フ ォ ク レ ス の 元 の 表 現 を 改 釈
、 、

し 、ア ン テ ィ ゴ ネ の〈 罪 の 告 白 の 表 現 〉と 理 解

し て い る の で あ る 。  

 

2 .2  メンケの解釈の問題点とヘーゲルの悲劇論の射程―「イロニー」について  

 
1 8  V g l .  G e i s en h an s lü k e  [ 2 0 1 2 ] ,  S S .  2 5 - 4 6 .  
1 9   ク レ オ ン が 悪 で あ る の に 対 し て 、 ア ン テ ィ ゴ ネ の 側 に 正 し さ が あ る と い う 解 釈 は 広 く 流 布

している（ v g l .  S ch ad e w a l t  [ 1 9 9 1 ] ,  S S .  2 3 3 f .）。スタイナーは、アンティゴネが勝利すると理解

していたシュレーゲル兄弟の解釈（彼らの間にも、もちろん解釈の相違はある）との違いを指

摘し、ヘーゲル的な陣営との対比を際立たせている（ v g l .  S t e i n e r  [1 9 8 4 ] ,  p p .  4 0 - 4 1 .）。  
2 0  N u s s b au m  [ 1 9 8 6 ] ,  p p .  6 6 - 6 7 .  また、 St e in e r,  o p .  c i t . ,  p .  3 8 もあわせて参照。  
2 1  邦訳はこの箇所を以下のように訳している。「でも、もしこの人たちが間違っているなら、

道にはずれた裁きに私を処刑
し お き

するよりも、もっともっとひどい目を、この人たちがいつか見な

どしませんように」（邦訳 ,  6 4 頁）。ノーベルト・ツィンクによる対訳のドイツ語は次のように

なっている。「 [ . . . ] /  w e r d en  w i r  d u r c h  L e id en  d i e  E in s c i h t  g e wi n n e n ,  d a ß  w i r  g e f e h l t . /  We n n  ab e r  

d i e  d a  f eh l en ,  s o l l en  s i e  n i c h t  m e h r  Ü b e l /  e r l e id en ,  a l s  s i e  m i r  au ß e r  R e ch t s  an g e t an  h a b en 」

（ S o p h o k l e s  [ 1 9 8 1 ] ,  S .  7 5）。これらの解釈は、ヘーゲルが自ら書きつけている「 w e i l  w i r  l e i d en ,  

a n e rk e n n en  w i r,  d a ß  w i r  g e f eh l t」（ G W 9 ,  2 5 6）とはかなりニュアンスが異なっていることが分か

る。それはおそらく、『 アンティゴネ』 そのものの 解釈に加えて、「 π α θό ν τ ε ς」（ v.  9 2 6）をめぐ

った理解の違いが如実に反映された結果生じたもののように思われる。ヘーゲルとは違い、翻

訳はともに希求のニュアンスを含む助動詞を用いて訳していることがそれを 示している。  
2 2  V g l .  G W 9 ,  2 5 5 .  
2 3  G e i s e n h an s lü k e  [ 1 9 9 9 ] ,  S .  6 8 .   
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メ ン ケ の よ う に 、悲 劇 や「 直 接 的 人 倫 」に お け る ア ン テ ィ ゴ ネ の う ち に 個 と し て

の 個 人 の 出 現 の 運 動 の 起 点 を 見 て 取 ろ う と す る 試 み は 、 ま っ た く 不 当 な も の と は

言 い 切 れ な い 。 ヘ ー ゲ ル は 次 の よ う に 言 っ て い る 。  

自己意識は、その法権利においてまだ個別的な個体性
、、、、、、、

として登場したのではない。

つまりこの個体性は、この国において、一方ではただ 普遍的な意志
、、、、、、

と見なされて

いるに過ぎず、他方では家族の血縁
、、

として妥当しているに過ぎない。この個別者
、、、、、

が妥当するのは、ただ非現実的な影
、
としてのことに過ぎない。〔…〕為されたこと

（ Tat）こそが、現実的な自己
、、、、、、

である。為されたことは、人倫的世界の静止した組

織と秩序とを攪乱する（ GW9 ,  2 5 1）。  

一 方 で 、ア ン テ ィ ゴ ネ は 、地 下 の も の で あ る「 神 々 の 掟 」や 家 族 の 領 域 を 代 表 し 、

他 方 で 、ク レ オ ン は 地 上 の「 人 間 の 掟 」や 国 家 の 領 域 を 表 現 し て い る 。両 者 は 、そ

の つ ど 実 体 的 な 威 力 に し た が っ て 行 為 す る が 、 ヘ ー ゲ ル は そ の よ う に 人 物 を 行 為

に 駆 り 立 て る 力 を「 パ ト ス
、 、 、

」（ G W 9 ,  2 5 6）と 呼 び 、そ の よ う な「 パ ト ス 」に よ っ て

規 定 さ れ て い る 人 物 の 性 質 を 「 性 格
、 、

（ C h a r a k t e r）」（ i b i d .） と 名 づ け る 。 こ の 「 性

格 」の 本 質 は 、そ れ が 一 方 の「 パ ト ス 」し か 表 わ す こ と が で き ず 、つ ね に 人 倫 を 構

成 す る 二 つ の モ メ ン ト の 片 方 だ け し か 表 現 す る こ と が で き な い こ と に あ る 。「 人 倫

的 意 識 は 、諸 威 力 の 一 方 に 決 定 し て し ま っ て い る
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

の で 、本 質 的 に は 、性 格
、 、

で あ る 」

（ G W 9 ,  2 5 2）。人 倫 の 個 人 で あ る ク レ オ ン と ア ン テ ィ ゴ ネ は 、ま だ「 個 別 的 な 個 体

性 」、つ ま り 完 全 に 個 と し て の ス テ ー タ ス を 持 っ て い る の で は な く 、実 体 に 埋 没 し

た か た ち で し か 存 在 し て い な い 。「 性 格 」と い う 特 徴 づ け は 、こ の よ う な 事 態 を 表

わ し て い る 。だ が 、ア ン テ ィ ゴ ネ は「 非 現 実 的 な 影 」か ら 個 と し て の 個 人 と な る 可

能 性 を 秘 め て い る 。 そ の た め に 重 要 な の が 、 行 為 で あ る 。「 人 倫 の 世 界 に お い て 、

隠 さ れ て い た 神 々 の 掟 と 呼 ば れ て い た と こ ろ の も の は 、為 さ れ た こ と に お い て（ i n  

d e r  Ta t）、そ れ 自 身 の 内 的 な も の か ら 、〔 外 的 な 〕現 実 性 へ と 歩 み 出 た 」（ G W 9 ,  2 6 0 -

2 6 1）。「 現 実 性 へ と 歩 み 出 る こ と 」 と は 、 こ こ で は ア ン テ ィ ゴ ネ が 行 為 を 通 じ て 、

実 体 に 埋 没 し た あ り 方 か ら 抜 け 出 す こ と を 意 味 す る 。そ れ ゆ え 、こ の ヘ ー ゲ ル の 行

為 に つ い て の 言 及 は 、そ れ が 、個 人 が 自 由 な 主 体 性 を 発 揮 す る た め の 鍵 と な る こ と

を 示 唆 し て い る と 考 え ら れ る 。そ う だ と す れ ば 、一 見 す る と 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 は 、

行 為 の 主 体 が 個 と し て 共 同 体 の 公 的 領 域 の う ち に 現 わ れ る こ と を 示 し て い る か の

よ う に 見 え る 。  

し か し ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 か ら 、メ ン ケ が 言 う よ う な 、十 全 な 意 味 で
、 、 、 、 、 、

主 体 を 形 成 す

る モ デ ル を 取 り 出 す こ と が で き る か ど う か に つ い て は 、 留 保 が 必 要 で あ る と 思 わ

れ る 。と い う の は 、メ ン ケ の 解 釈 で は 注 目 さ れ て い な か っ た 共 同 体（ 実 体 ）と の 関

係 に 関 し て 、ヘ ー ゲ ル に よ る 悲 劇 の 叙 述 で は 個 人 を 完 全 に〈 自 律 的 な 個 人 〉た ら し



『アンティゴネ』における「共同体のイロニー」 

- 41 - 

め る よ う な 共 同 体 の 成 立 で は な く 、 む し ろ そ の 崩 壊 へ の 理 路 が 示 さ れ て い る か ら

で あ る 。そ れ に と も な い 、人 倫 的 個 人 も ま た 没 落 す る と さ れ る 。本 稿 が こ の 論 点 に

注 意 し た い の は 、メ ン ケ が『 精 神 現 象 学 』の ア ン テ ィ ゴ ネ に 認 め る「 イ ロ ニ ー 」を

ど の よ う に 理 解 す る か に か か わ る か ら で あ る 。『 精 神 現 象 学 』に お い て ヘ ー ゲ ル 自

身 は 、ア ン テ ィ ゴ ネ の「 イ ロ ニ ー 」を ど の よ う に 考 え て い た の だ ろ う か 。そ れ を 明

ら か に す る た め に 、「 イ ロ ニ ー 」に つ い て の 記 述 を 、前 後 の 文 脈 を 踏 ま え な が ら 見

て み よ う 。  

家族とは、〔…〕共同体のエレメントであり、個々の意識の普遍的で活動的な根拠

である。共同体は、ただ家族の幸福の破壊と、普遍的な自己意識への自己意識の

溶解を通じて自身の存立を与えることによってのみ、共同体を抑圧すると同時に、

共同体にとって本質的であるところのものにおいて、つまり女性一般において、

自分にその内的な敵
、、、、

を生み出しているのである。女性一般―これは、共同体の
、、、、

永遠のイロニーである
、、、、、、、、、、

〔…〕（ GW9 ,  2 5 9 .  強調はすべて引用者による）。  

『 ア ン テ ィ ゴ ネ 』で は 、埋 葬 を め ぐ っ た 対 立 が 悲 劇 的 な 結 末 へ と 繋 が る こ と に な

る 。ヘ ー ゲ ル に お い て こ の 対 立 は 、上 述 し た よ う な 拮 抗 し た 二 項 対 立 と し て 整 理 さ

れ 、そ れ ぞ れ〈 神 々 の 掟 ＝ 女 性 ＝ 家 族 の 領 域 ＝ 地 下 ＝ ア ン テ ィ ゴ ネ 〉、〈 人 間 の 掟 ＝

男 性 ＝ 国 家 の 領 域 ＝ 地 上 ＝ ク レ オ ン 〉と な る 。こ の 両 側 面 は 、と も に 人 倫 の 本 質 的

な モ メ ン ト と し て 、「 人 倫 的 世 界 の 静 止 し た 秩 序 」 全 体 を 形 作 っ て い る 。だ が 、こ

の 両 モ メ ン ト は 、ア ン テ ィ ゴ ネ に よ る「 為 さ れ た こ と 」を き っ か け と し て「 敵 対 的

な 」関 係 と な る 。ヘ ー ゲ ル が 人 倫 に は「 矛 盾 と 破 滅 の 萌 芽 」（ G W 9 ,  2 6 0）が 含 ま れ

て い る と 表 現 し て い た よ う に 、人 倫 に お け る 悲 劇 と は 、も と も と 直 接 的 な 人 倫 的 調

和 に 潜 在 的 に 内 包 さ れ て い た モ メ ン ト が 、敵 対 的 に 顕 在 化 し た 姿 に 他 な ら な い 。ヘ

ー ゲ ル は 、「 イ ロ ニ ー 」 に 関 す る 上 記 の 引 用 部 に 先 立 っ て こ の よ う に 述 べ て い た 。

「 自 己 意 識 に と っ て 顕 わ な 掟 は 、そ の 本 質 に お い て 、対 置 さ れ た 掟 と 結 び つ い て い

る 。〔 … 〕し か し 、為 さ れ た こ と は 、 他 方 に 対 し て た だ 一 方 の み を 、 演 じ た の で あ

る 。し か し〔 そ の 一 方 は 〕本 質 に お い て は 後 者〔 他 方 〕に 結 び つ け ら れ て お り 、一

方 の 履 行 は そ の 他 方 を 惹 起 す る 。そ れ に 加 え て 、為 さ れ た こ と は 、毀 損 さ れ た も の

と し て 、そ し て た だ 敵 対 的 な も の と し て 、復 讐 を 要 求 す る 本 質 と し て そ れ を 行 な っ

た の で あ る 」（ G W 9 ,  2 5 5）。「 性 格 」の 本 質 は 、そ れ が 一 方 の 掟 し か 表 わ す こ と が で

き ず 、 つ ね に 人 倫 の 全 体 を 構 成 す る モ メ ン ト の 片 方 だ け し か 表 現 す る こ と が で き

な い こ と に あ っ た 。 そ れ ゆ え 、 ア ン テ ィ ゴ ネ が 無 媒 介 に し た が っ て い る 自 ら の 掟

は 、他 者 で あ る ク レ オ ン の 側 の 掟 の 拒 否
、 、

を 意 味 す る 。二 者 の 間 に 徹 底 的 な 敵 対 関 係

が 惹 起 さ れ た 以 上 、そ の う ち で は 相 手 を 否 定 す る こ と か 、あ る い は 自 分 が「 毀 損 さ

れ る 」こ と し か 生 じ え な い 。と は い え 、ア ン テ ィ ゴ ネ と ク レ オ ン の 間 に 争 い が 生 じ
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る こ と が 、な ぜ ア ン テ ィ ゴ ネ（ 女 性 一 般 ）が ク レ オ ン に と っ て 敵 で あ る ば か り で は

な く 、共 同 体 全 体 に と っ て の 敵
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

と な る こ と に 繋 が る の か 、と い う 疑 問 が 生 じ る だ ろ

う 。こ れ は 果 た し て 、た ん に 反 逆 す る ア ン テ ィ ゴ ネ が 共 同 体 の 危 険 分 子 と 見 な さ れ

る こ と を 意 味 し て い る の だ ろ う か 。先 に 結 論 を 述 べ る と 、ヘ ー ゲ ル の 考 え は そ う で

は な い 。  

女 性 が 共 同 体 に 対 す る「 イ ロ ニ ー 」と し て 現 わ れ る の は 、「 為 さ れ た こ と 」を 通

じ て 、ア ン テ ィ ゴ ネ が 没 落 し た 後 で あ る 。ア ン テ ィ ゴ ネ は 、「 神 々 の 掟 」を 管 轄 し

て い る た め 、「 人 間 の 掟 」が 支 配 す る 政 治 的 で 公 共 的 な 領 域 の 権 力 を 意 の ま ま に し

て い な い 。し た が っ て 、埋 葬 の よ う な 、家 族 の 掟 に 属 す る 領 域 で し か ク レ オ ン に 対

抗 す る こ と が で き な い 。ア ン テ ィ ゴ ネ は「 人 間 の 掟 」の 領 域 に お け る「 命 令 」に し

た が っ て 罰 を 受 け 、自 ら の 罪 を 認 め る 。し か し な が ら 、ヘ ー ゲ ル は ア ン テ ィ ゴ ネ の

告 白 を「（ ロ マ ン 主 義 的 な ）イ ロ ニ ー 」と し て 理 解 し て い る の で は な い 。こ の 告 白

は 、た ん に 他 方 で あ る ク レ オ ン の 正 当 性 を 認 め る こ と だ け を 意 味 す る の で は な く 、

ア ン テ ィ ゴ ネ の 掟 が 「 行 為 す る 者 〔 ア ン テ ィ ゴ ネ 〕 に と っ て 実 体 で あ る こ と を 止

め 」、そ の「 非 現 実 性 に 到 達 す る こ と 」（ G W 9 ,  2 5 6）を 含 意 し て い る 。つ ま り 、ア ン

テ ィ ゴ ネ の イ ロ ニ ー 性 は 、敵 か ら 根 本 的 に 否 定 さ れ 、も は や 存 立 す る こ と が 不 可 能

な ほ ど の 没 落 を 被 る こ と で 発 動 す る 。ソ フ ォ ク レ ス に 即 し て 言 え ば 、こ れ は ア ン テ

ィ ゴ ネ が 悲 運 の う ち に 絶 命 す る 結 末 と 重 な っ て い る 。そ れ で は 、〈 ア ン テ ィ ゴ ネ ＝

女 性 ＝ 家 族 の 領 域 ＝ 地 下 の 掟 〉が 没 落 す る こ と は 、共 同 体 全 体 に と っ て 何 を 意 味 す

る の だ ろ う か 。  

重 要 な の は 、〈 ク レ オ ン ＝ 人 間 の 掟 ＝ 男 性 ＝ 国 家 の 領 域 ＝ 地 上 の 掟 〉と ま っ た く

同 様 の 意 味 で 、〈 ア ン テ ィ ゴ ネ ＝ 神 々 の 掟 ＝ 女 性 ＝ 家 族 の 領 域 ＝ 地 下 の 掟 〉も ま た

共 同 体 に と っ て は
、 、 、 、 、 、 、 、

本 質 的 な 構 成 原 理
、 、 、 、 、 、 、 、

だ
、
と い う こ と で あ る 。そ の た め 、ア ン テ ィ ゴ ネ

の 抵 抗 は 、 共 同 体 に と っ て 外 か ら の も の で は な く 、「 内 的 な 」 敵 と し て 登 場 す る 。

悲 劇 が「 ア イ ロ ニ カ ル 」な の は 、共 同 体 に お け る 反 対 の 価 値 を 転 倒 さ せ る か ら で は

な く 、そ れ に よ っ て 共 同 体 全 体 を
、 、 、 、 、 、

危 険 に 晒 す た め で あ る 。言 い 換 え れ ば 、共 同 体 全

体 が 、自 ら の 根 拠（ モ メ ン ト ）の ひ と つ（ す な わ ち 、ア ン テ ィ ゴ ネ ＝ 女 性 ＝ 家 族 の

領 域 ＝ 地 下 の 掟 ）に 即 し て 没 落 す る の で あ り 、全 体 を 支 え る は ず の 根 拠 が 、い ま や

か え っ て 全 体 を 揺 る が す 危 険 な も の へ と 転 倒
、 、

す る の で あ る 2 4。そ れ ゆ え 女 性 は 、男

性 に と っ て の「 イ ロ ニ ー 」で あ る ば か り で は な く 、よ り 正 確 に は 、共 同 体 全 体 に と
、 、 、 、 、 、 、

っ て
、 、

の「 イ ロ ニ ー 」な の で あ る 。し た が っ て 、ヘ ー ゲ ル は 次 の よ う に 言 う 。「 為 さ

れ た こ と に よ っ て〔 … 〕、む し ろ 、そ れ ぞ れ の も の は 、自 己 自 身 と そ の 他 方 の 無 化

で あ る こ と が 証 明 さ れ る 」（ G W 9 ,  2 5 1）。以 上 の よ う な 意 味 で 、「 女 性 一 般 」が「 共
、

 
2 4  人倫全体を根拠づけるものとしての「地下のもの」が、「破壊的なもの」へと転倒すること

については、 M at ě j č k o v á  [ 2 0 1 8 ] ,  S .  2 2 3 も参照。  
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同 体 の 永 遠 の イ ロ ニ ー
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

」で あ る こ と は 理 解 で き よ う 。ア ン テ ィ ゴ ネ の 抵 抗 は 、た ま

た ま 人 倫 の 一 員 が 引 き 起 こ し た 事 件 で は な く 、 人 倫 そ の も の の 根 底 を 揺 る が す モ

メ ン ト ど う し の 徹 底 的 な 衝 突 を 惹 起 し た こ と に 、 そ の 本 質 的 な 意 味 が あ っ た の で

あ る 。そ れ ゆ え 、「 あ る 特 定 の 男 性 」に 対 す る「 あ る 特 定 の 女 性 」の 関 係 で は な く 、

「 男 性 一 般 」と「 女 性 一 般 」 が 問 題 と な る わ け で あ る 。「 女 性 一 般
、 、

」 と は 、 人 倫 の

一 方 の モ メ ン ト を 管 轄 す る〈 神 々 の 掟 ＝ 女 性 ＝ 家 族 の 領 域 ＝ 地 下 ＝ ア ン テ ィ ゴ ネ 〉

の 根 拠 と し て の あ り 方
、 、 、 、 、 、 、 、 、

の こ と を 暗 に 示 し て い る と 解 釈 す る べ き で あ る 。  

悲 劇 の 人 物（「 性 格 」）は 、た し か に 、行 為（「 為 さ れ た こ と 」）に よ っ て 共 同 体 に

埋 没 し た 状 態 を 一 旦 は 脱 し 、 個 と し て の 個 人 を 形 成 す る た め の 運 動 の 起 点 と な る

と 理 解 で き る 。し か し な が ら 、ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 に お い て は 、そ れ は と り も な お さ

ず 人 倫 の 解 体 で あ り 、人 倫 の 人 物 の 没 落 を 意 味 し て い る 。そ の な か に あ っ て 、ア ン

テ ィ ゴ ネ は 、近 代 的 な〈 自 律 的 主 体 〉と し て の 性 質 よ り も 、実 体 の 威 力（「 パ ト ス 」）

に 突 き 動 か さ れ る 古 代 的 な「 性 格 」と し て の 特 色 を 最 後 ま で 残 し て い る よ う に 思 わ

れ る 。と い う の は 、ア ン テ ィ ゴ ネ の 行 為 は 、あ く ま で「 パ ト ス 」に し た が っ て 為 さ

れ た も の だ か ら で あ る 。悲 劇 を 通 じ て 生 じ る「 法 状 態 」の「 人 格 」は 、実 体 と の 関

係 を ま っ た く 欠 い て い る よ う な 、抽 象 的 な（ 没 精 神 的 な ）存 在 で し か な く 、「 人 格 」

ど う し は 、「 世 界 の 主 人 」（ G W 9 ,  2 6 2）と い う「 点 的 な も の 」（ G W 9 ,  2 6 3）へ と 集 約

さ れ る と い う 形 態 を と る 外 的 な 関 係 し か 結 ぶ こ と が で き な い 。 悲 劇 論 に お け る 主

体 形 成 の 限 界 は 、こ の よ う な 点 に 見 定 め ら れ る よ う に 思 わ れ る 。簡 潔 に 述 べ る な ら

ば 、悲 劇 論 の 枠 組 み で 呈 示 さ れ て い る の は 、既 存 の 規 範 か ら の 離 脱
、 、

と 、そ の 解 消
、 、

だ

け な の で あ る 。そ れ ゆ え 、メ ン ケ が 看 取 す る よ う な 近 代 的 な 主 体 の 完 成 の 過 程 は 、

『 精 神 現 象 学 』 の 悲 劇 論 に は 認 め ら れ な い 、 と 言 わ ね ば な ら な い 。  

こ の こ と は 、 以 下 の よ う な ヘ ー ゲ ル の 叙 述 の う ち に よ り 明 確 に 確 認 す る こ と が

で き る 。す な わ ち 、「 人 倫 的 世 界 に お い て 個 別 者
、 、 、

は 妥 当 し 、存 在 し た け れ ど も 、そ

れ ら が 現 実 的 で あ っ た の は 、家 族
、 、

の 普 遍 的 な 血 縁
、 、

と し て の こ と に 過 ぎ な い 。個 別 者

は 、こ の
、 、

個 別 者 と し て 、没 自 己 的 な 死 別 し た
、 、 、 、 、 、 、 、 、

（ a b g e s c h i e d e n）精 神 で あ っ た 」（ G W 9 ,  

2 6 1） 2 5。 つ ま り 、 本 来 の ヘ ー ゲ ル 自 身 の 悲 劇 解 釈 に あ っ て は 、 ア ン テ ィ ゴ ネ は 、

あ く ま で 「 家 族 ＝ 地 下 の 掟 」 の パ ト ス に よ っ て 突 き 動 か さ れ て 行 為 し た だ け で あ

り 、そ れ に よ っ て 悲 劇 的 な「 運 命 」の 暴 力 を 被 っ た と は い え 、結 局 の と こ ろ 、個 と

し て の 主 体 を 確 立 す る ま で に は 至 ら な い の で あ る 。そ れ ゆ え ヘ ー ゲ ル の『 ア ン テ ィ

 
2 5  本章 2 節冒頭で引用した、 G W 9 ,  2 5 1 の「自 己 意 識 は 、 そ の 法 権 利 に お い て ま だ 個 別 的 な

、 、 、 、

個 体 性
、 、 、

と し て 登 場 し た の で は な い 。つ ま り こ の 個 体 性 は 、こ の 国 に お い て 、一 方 で は た だ

普 遍 的 な 意 志
、 、 、 、 、 、

と 見 な さ れ て い る に 過 ぎ ず 、他 方 で は 家 族 の 血 縁
、 、

と し て 妥 当 し て い る に 過 ぎ

な い 。 こ の 個 別 者
、 、 、 、 、

が 妥 当 す る の は 、 た だ 非 現 実 的 な 影
、
と し て の こ と に 過 ぎ な い 」という叙

述もあわせて想起されたい。  
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ゴ ネ 』論 の う ち に は 、 近 代 的 な 意 味 で の「 反 省 性 」も 見 ら れ な け れ ば 、「 ロ マ ン 主

義 的 イ ロ ニ ー 」 の 態 度 も 認 め ら れ な い 、 と 結 論 づ け ね ば な ら な い 。  

そ れ で は 、メ ン ケ の よ う な 洞 察 は ど の よ う な 意 義 を 持 ち う る だ ろ う か 。最 後 に 、

そ の 要 点 と 思 わ れ る 視 座 を ふ た つ 挙 示 し て お き た い 。可 能 性 の ひ と つ は 、『 精 神 現

象 学 』「 精 神 」 章 の 後 続 の 節 を 主 体 の 観 点 か ら 考 察 す る こ と で あ ろ う 。 た と え ば 、

マ チ ュ イ チ ュ コ ヴ ァ が 適 切 に 述 べ て い る よ う に 、「 真 な る 精 神 」節 に お け る 悲 劇 の

イ ロ ニ ー 的 モ メ ン ト と し て の ア ン テ ィ ゴ ネ は 、同 じ く「 転 倒 」を も た ら す（『 ラ モ

ー の 甥 』を モ デ ル と し た ）「 分 裂 し た 意 識 」の 立 場 を 前 も っ て 示 し て い る と 理 解 で

き る 2 6。こ の よ う に 、「 イ ロ ニ ー 」と し て の 主 体 の 構 想 は 、「 精 神 」章 に お い て 反 復

す る も の と 捉 え る こ と が で き る だ ろ う 。も う ひ と つ は 、こ の モ チ ー フ を「 悲 劇 論 」

と し て で は な く 、「 芸 術 宗 教 」節 の 喜 劇 を 含 め た「 劇 理 論 」全 体 と し て 再 構 成 す る

可 能 性 で あ る 。と い う の は 、喜 劇 の 意 識 も ま た「 イ ロ ニ ー 」的 な 主 体 と し て 理 解 さ

れ て い る か ら で あ る 。そ こ で は ま さ し く 、「 普 遍 的 な も の か ら 分 離 し た 個 別 性 の 原

理 」（ G W 9 ,  3 9 8）と 言 わ れ る も の が 主 題 と な る 。喜 劇 の 人 物 は 、も は や「 性 格 」と

し て で は な く 、「 軽 や か な 心 」（ G W 9 ,  4 0 1）と し て 表 現 さ れ る 。そ れ は「 無 媒 介 な 個

別 性 の 目 的 が 、普 遍 的 な 秩 序 か ら 完 全 に 解 放 さ れ 、 そ れ を 嘲 笑 す る 」（ i b i d .）喜 劇

的 な 「 イ ロ ニ ー 」（ G W 9 ,  3 9 8） を 表 現 す る も の に 他 な ら な い 2 7。 喜 劇 の こ う し た あ

り か た に こ そ 、メ ン ケ の 言 う「 ロ マ ン 主 義 的 イ ロ ニ ー 」の よ り 適 切 な 範 例 が あ る と

考 え ら れ る 。  

 

おわりに  

本 稿 で は 、メ ン ケ の 議 論 を 参 照 軸 と し な が ら 、主 に ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 の 主 体 形 成

の 理 路 と し て の 側 面 を 考 察 し た 。メ ン ケ は 、ヘ ー ゲ ル の 正 し い 、釈 義 的 な 解 釈 を 呈

示 し よ う と し て い る わ け で は な く 、 ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 を 共 同 体 の 対 立 を 通 じ た 個

人 の 形 成 の プ ロ セ ス と し て 理 解 し よ う と し て い る こ と に そ の 狙 い が あ る 。 メ ン ケ

の ア プ ロ ー チ は 、そ の 際 に ア ン テ ィ ゴ ネ の「 イ ロ ニ ー（ 転 倒 ）」に 注 目 し た 点 に 最

大 の 特 徴 を 持 っ て い る 。  

と は い え 、ア ン テ ィ ゴ ネ の「 イ ロ ニ ー 」は レ ト リ カ ル な 、ロ マ ン 主 義 的 な 意 味 で

理 解 さ れ て い る の で は な く 、共 同 体 全 体 に と っ て の「 イ ロ ニ ー 」な の で あ る 。た し

か に 、ア ン テ ィ ゴ ネ の 行 為 は 、個 と し て の 個 人 の 起 点 と 解 釈 す る こ と が で き る 。だ

が メ ン ケ が 見 逃 し て い る の は 、 ア ン テ ィ ゴ ネ は ク レ オ ン に 対 抗 す る こ と で 確 固 と

し た 主 体 と し て 自 ら を 公 的 領 域 へ と 形 成 す る の で は な く 、 ク レ オ ン と と も に 没 落

を 被 る 個 人 と し て 構 想 さ れ て い る こ と で あ る 。ア ン テ ィ ゴ ネ の「 イ ロ ニ ー 」は 、共

 
2 6  M a t ě j č k o v á ,  o p . c i t ,  i b i d .  
2 7   「 軽 や か な 心 」 と 『 精 神 現 象 学 』 に お け る 喜 劇 に つ い て は 、 以 下 の 拙 稿 も 参 照 さ れ た い 。

K u d o mi  [ 2 0 2 1 ] ,  9 9 f f .  
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同 体 の 根 拠 が 共 同 体 全 体 を 危 険 に 晒 す こ と の う ち に そ の 本 質 的 な 意 味 が あ る 。 し

た が っ て 、ヘ ー ゲ ル 自 身 が 言 っ て い る よ う に 、よ り 正 確 に は 、ア ン テ ィ ゴ ネ は「 共
、

同 体 の
、 、 、

イ ロ ニ ー 」な の で あ る 。ヘ ー ゲ ル は 、主 体 が 十 全 な 意 味 で 自 律 的 な も の と な

る た め の 理 路 を 、悲 劇 論 の 枠 組 み の う ち で は 呈 示 し て い な い 。こ う し た 解 釈 は 、悲

劇 論 の 主 体 形 成 に 対 す る 射 程 を 考 察 す る 際 に 問 題 に な る と 考 え ら れ る 。 共 同 体 の

規 範 に 対 す る「 イ ロ ニ ー 」と い う 着 眼 点 に 関 し て 言 え ば 、さ ら な る 補 完 的 な 観 点 は 、

「 精 神 」章 の「 教 養 」節 お よ び「 芸 術 宗 教 」節 の 喜 劇 論 か ら 得 ら れ る と 考 え ら れ る 。

と い う の も 、そ こ で は ヘ ー ゲ ル 自 身 が「 転 倒 」や「 イ ロ ニ ー 」を 主 題 に し て い る か

ら で あ る 。  

と こ ろ で 、メ ン ケ が ヘ ー ゲ ル に 抗 し て ま で 現 代 を〈 悲 劇 の 時 代 〉と し て 捉 え 、「 法

状 態 」と 重 ね た の は な ぜ な の だ ろ う か 。も ち ろ ん 、一 義 的 に は メ ン ケ の 専 門 領 域 が

美 学 で あ る と い う こ と が あ る だ ろ う 。だ が 、推 察 す る に 、そ こ に は さ ら に メ ン ケ の

あ る 種 の ペ シ ミ ス テ ィ ッ ク な 現 代 観 が 投 影 さ れ て い る の か も し れ な い 。『 精 神 現 象

学 』で は 、「 精 神 」 の「 陶 冶 」 を 経 て 、近 代 的 な 共 同 体 が 相 互 承 認 の 関 係 と し て 成

立 す る ま で の プ ロ セ ス が 描 か れ て い る の に 対 し て 、「 宗 教 」章 や「 美 学 講 義 」で は 、

ポ ス ト 悲 劇 の 時 代 と は 喜 劇 的 意 識 の 登 場 す る 時 代 で あ る 。そ し て 喜 劇 的 意 識 と は 、

共 同 体 や 実 体 的 な も の と の 繋 が り を 完 全 に 喪 失 し た「 不 幸 な 意 識 」で も あ る 。現 代

に 対 す る 診 断 を ヘ ー ゲ ル か ら 取 り 出 そ う と す る メ ン ケ に と っ て 魅 力 的 に 映 っ た の

が 承 認 論 で は な く「 法 状 態 ＝ 不 幸 な 意 識 」で あ っ た の は 、ひ ょ っ と す る と 不 幸 な 意

識 を 乗 り 越 え る 共 同 性 の 再 興 と い う 試 み に 希 望 を 託 せ な か っ た か ら か も し れ な い 。

あ る い は 、こ う し た 洞 察 が 、承 認 論 か ら 現 代 を 読 み 解 く ホ ネ ッ ト と メ ン ケ を 隔 て る

立 場 の 違 い と 言 え る の か も し れ な い 。し か し な が ら 、メ ン ケ が ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 論 読

解 に よ っ て 、〈 現 代 の 法 状 態 〉 に 対 す る 有 効 な 解 決 策 （ 消 極 的 に 言 え ば 、 弥 縫 策 ）

を 見 出 そ う と し て い る こ と も ま た 事 実 で あ る 。さ ら に 、『 精 神 現 象 学 』の 承 認 を 高

く 評 価 す る ベ ア ト ラ ム が メ ン ケ の 悲 劇 論 を 肯 定 的 に 受 容 し て い る こ と が 示 し て い

る よ う に 2 8、 ヘ ー ゲ ル の ふ た つ の 洞 察 は 、「 あ れ か こ れ か 」 の 関 係 に は な い こ と も

心 に 留 め て お く べ き だ ろ う 。 ヘ ー ゲ ル の 悲 劇 的 な コ ン フ リ ク ト の 側 面 を 強 調 す る

メ ン ケ の ア プ ロ ー チ は 、対 立 す る 者 の 間 に 共 同 性 が 成 立 し 、最 終 的 に は 大 団 円 を 迎

え る と い う 相 互 承 認 の 物 語 に 対 す る 批 判 的 な 視 座 を 提 供 す る も の と 言 え る だ ろ う 。 

本 稿 の 考 察 は 、個 と し て の 個 人 の 形 成 の 理 論 を 完 成 さ せ る も の で は な く 、ヘ ー ゲ

ル の 悲 劇 論 の 枠 組 み の な か で 、そ の 意 義 を 考 察 す る に と ど ま っ た 。し か し な が ら 、

『 精 神 現 象 学 』 の 行 程 は 悲 劇 を 越 え た 場 所 で た し か に そ の 理 路 を 私 た ち に 示 し て

 
2 8  V g l .  B e r t r a m  [2 0 0 8 ] ,  S .  8 8 1 ,  8 9 7 ;  B e r t r a m  [ 2 0 1 7 ] ,  S .  3 4 1 .  
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く れ て い る 以 上 2 9、だ か ら こ そ 悲 劇 論 の 理 論 的 限 界 を 見 極 め る こ と も ま た 、私 た ち

に 要 求 さ れ て い る こ と な の で あ る 。  

 

凡例  

A A :  S c h e l l i n g ,  F r i e d r i ch  Wi l h e l m  J o s e p h ,  H i s to r i s ch e - k r i t i s ch e  Au s g a b e .  I n  A u f t r a g  d e r  S c h e l l i n g -

K o m m i s s i o n  d e r  Ba y e r i sc h e n  A k ad e m ie  d e r  Wi s s en sc h a f t en ,  S t u t t g a r t - B a d  C an n s t a t t :  

F r o m m a n n - H o l z b o o g ,  1 9 7 6 ff .  （ 系 列 数 は ロ ー マ 数 字 、 巻 数 は 算 用 数 字 に よ っ て 示 す 。） 

G W:  H e g e l ,  G eo rg  Wi l h e lm  F r i e d r i ch ,  G e sa m m e l t e  We r k e .  I n  Ve rb in d u n g  m i t  d e r  D eu t s ch en  

F o r s c h u n g sg e m e i n s ch a f t ,  h g .  v o n  d e r  Rh e in i s ch - We s t f ä l i sc h en  A k ad e mi e  d e r  Wi s s en s ch a f t en ,  

H a m b u rg :  F e l i x  M e i n e r ,  1 9 6 8 f f .  （巻数は算用数字によって示す。）  

T S :  M en k e ,  Ch r i s t o p h  [ 1 9 9 6 ] ,  Tra g ö d ie  i m  S i t t l i c h e n .  G e re ch t i g k e i t  u n d  Fre ih e i t  n a c h  H e g e l ,  

F r a n k f u r t  a .  M . :  Su h r k a m p .   

原文の隔字体 (ゲシュペルト )は傍点で表わす。引用文中の〔亀甲括弧〕は引用者の挿入である。  
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„Die  I ronie  des  Gemeinwesens“  in  der  Ant igone :  

Z u  C h .  Menkes  In t e rp re t a t ion  de r  h ege l ’sch en  Tragöd ien theo r i e  a l s  

Sub jek t s theo r i e  

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  G e d a n k e n  z u m  S u b j e k t  i n  d e r  Tr a g ö d i e .  E r  z i e l t  

d a r a u f  a b ,  d i e  Tr a g w e i t e  v o n  H e g e l s  Tr a g ö d i e n t h e o r i e  u n t e r  H e r a n z i e h u n g  d e r  

I n t e r p r e t a t i o n  C h r i s t o p h  M e n k e s  ( Tr a g ö d i e  i m  S i t t l i c h e n .  G e re c h t i g k e i t  u n d  F re i h e i t  

n a c h  H e g e l ,  1 9 9 6 )  z u  e r k l ä r e n .  D e m  A u t o r  g e h t  e s  u m  d i e  F r a g e ,  w i e  w i r  ü b e r  d e n  

C h a r a k t e r  d e r  Tr a g ö d i e  z u  d e n k e n  h a b e n .  I m  H i n b l i c k  a u f  d i e s e s  P r o b l e m  w e r d e n  H e g e l s  

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 )  u n d  Vo r l e s u n g  ü b e r  d i e  Ä s t h e t i k  u n t e r s u c h t .  Z u e r s t  

w i r d  d e r  G r u n d r i s s  d e r  „ k r i t i s c h e n  T h e o r i e “  M e n k e s  z u s a m m e n g e f a s s t  u n d  s e i n e  T h e s e  

v o r g e s t e l l t ,  H e g e l s  Tr a g ö d i e n t h e o r i e  w e i s e  a u f  e i n e n  P r o z e s s  d e r  S u b j e k t i v i e r u n g  

( I n d i v i d u a l i s i e r u n g )  d e s  C h a r a k t e r s  i n  d e r  G e m e i n s c h a f t  h i n .  F ü r  H e g e l  b e s t e h e  d i e  

Tr a g ö d i e  d a r i n ,  d a s s  d i e  P e r s o n e n  k o n f l i k t h a f t  a u f  R e c h t  g e g e n e i n a n d e r  s t r e i t e n .  D a b e i  

k e n n z e i c h n e t  e s  M e n k e s  L e s a r t ,  d a s s  a u s  s e i n e r  S i c h t  H e g e l  A n t i g o n e  a l s  e i n e n  t y p i s c h  

n e u z e i t l i c h e n ,  i r o n i s c h e n  u n d  r o m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r  v e r s t e h t ,  o b w o h l  s i e  i m  a n t i k e n  

G r i e c h e n l a n d  g e l e b t  h a t .  E s  i s t  a u f f ä l l i g ,  d a s s  M e n k e  d a s  Ve r h a l t e n  v o n  A n t i g o n e  a l s  

„ I r o n i e “  i m  r o m a n t i s c h e n  S i n n e  v e r s t e h t .  D e r  A u f s a t z  b e a b s i c h t i g t  z w e i t e n s ,  z u  z e i g e n ,  

w i e  H e g e l  i m  G e i s t e s k a p i t e l  d e r  P h ä n o m e n o l o g i e  d i e  I r o n i e  A n t i g o n e s  k o n z i p i e r t .  N a c h  

d e r  h i e r  v e r t r e t e n e n  L e s a r t  e n t w i c k e l t  H e g e l  d e n  B e g r i f f  d e r  I r o n i e ,  e n t g e g e n  d e r  

A u s l e g u n g  M e n k e s ,  w e d e r  a l s  S u b j e k t i v i t ä t  i m  ö f f e n t l i c h e n  R a u m  n o c h  a l s  r o m a n t i s c h e  

I r o n i e  s o n d e r n  e h e r  a l s  S y m p t o m  e i n e r  d r o h e n d e n  K r i s e  d e r  G e m e i n s c h a f t .  H e g e l  v e r t r i t t  
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