
へ一ゲル青年期 に於 ける

宗教 そ して国家 ・歴史 をめ ぐる

思惟 の展開 について

平 石 隆 敏

1

へ 一 ゲルの青 年期 ① の諸 草稿 は,H・ ノー ルに よ りrぺ:ゲ ル初期神 学 論 文集

(HegelstheologisdheJugendsChriften)』 と附題 されて編集 され てい るよ うに,

宗教 の問題 を論 じた もめが大部 分 を占めてい る。 しか しなが らそれは決 して純粋 に 「神

学 」 的 な議 論 なの で は ない。

彼 は,最 初 の草稿 で あ る 『民族 宗 教論(Fragmente旨berVolksrdigionund

Christentuln1793-1794)』 の 冒頭 に於 い て次 の様 に,宗 教研 究 の意 義 を語 って

い る。 す なわ ち宗 教 は,「 我 々の生 活 の大 きな部 分 を占 め」 て お り,言 わ ば我 々 の

生 活 がそ の まわ り を回転 す る とこ ろ の 「中心 点」 で あ る 。 そ れ故 に 「宗 教 は,

(2)我 々 の生 活 の最 も重 要 な要 件 の一 っ なの であ り」(HtJ ,S.3=W,LS,g), だか ら

こそ問題 とされ ねばな らないので ある。 この ことは彼 の 「民族宗教(Volksreligion)」

の構 想 に於 いて も見 て取 るこ とが で き る。す なわ ち,「 民族 宗 教 」 とは,ま ず 第一

に個 々人 の教 化 や 薫 陶 を事 とす る 「私 的宗 教(Privatreligion)」 で はな く,民 族 の

生 活 の全 体 に 働 き か け,民 族 の精 神 を高 揚 させ るべ き.「公 的 宗 教(6ffentliche

Religion)」 であ る。そ して第二 には,教 義 の体 系 と して示 され る よ うな 「悟 性 と記

憶」 の事柄 で あ る 「客体 的宗 教(。bjektiveReligion)」(=神 学)で はな く,人 々

の心 情 や行 為 の内で の み働 くよ うな 「心 胸 の事柄(dieSachedesHerzens)」 であ

る 「主 体 的宗教(subj6ktiveReligion)」 で なけれ ば な らな いの で あ る。

へ 一 ゲル は,か か る 「主体 的 」 で あ り且 つ 「公的 」 な宗 教 と して の 「民族 宗 教 」

の構 想 を もって出発 す る訳 で あ るが,そ こに解 決 す べ き課 題 と.して二 つ の 問題 が現

われ るこ と とな る。第一 の問題 は,主 体 的宗 教 は如 何 に して可能 で ある のか,言 い

換 えれ ば 眼前 の客 体 的 な るキ リス ト教 体制 を主 体的宗 教 へ と回復 す る こ とは如何 に
コ 　 コ

して 為 し得 るのか で あ り,第 二 に は,さ らに主体 的 な る宗 教 が,.同 時 に また 公的 な
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る宗 教 で あ る こ とは如 何.に.して可能 で あ るのか,そ こ には一 定 の 客体 的 な る側 面 が

不 町欠 なの で はない か,と い う問題 で あ る。.

後 者 に関 して言 え ば,へ 一 ゲル は;「民 族宗 教 」 が単 に個 人 の上 に安 ら う 「私的 宗

教 」 に留 ま る こ とな く,本 質 的 に民族 の生活 全 体 に於 い て,従 っ て人 々の 共 同性 に

於 いて 働 くもの で ある が故 に,教 説 ・儀 式 な どの客体 的 な る要 素 が必 要 で あ る こ と

を認 め て い る。 しか しま た,そ れ らが客 体的 宗 教 へ と道 を闘 く もの とな らない た

め.に;次 の よ うな限 定 を設 定す る。

(11教 説 は,普 遍 的理 性 に基 づ き,.し か も単純 で,aつ 人 間的 な もの で あ るこ と。

② 想 像 力 ・心胸 ・感 性 が生 き生 き と働 き得 る もgで あ る こと。
.

131民 族 の生活 の全 ゆ る面 に密 接 に結 び つ いて い る こ と。
(3)

と りわ け公 的 な国家 行 為 に結 び っい て い るこ と。(HtJ.S.20ff.=4V.LS.33ff.')

しか しな が らこの問題 は,こ こで は まだ正 面 か ら取 り組 まれ ず,言 わば そ の間題

性 が予感 され て い るに留 まって い る。宗教 が 「公的 」 で あ る こ との意味 は,し か し,

イ ユ ス の運 命 につい て の考 察 の中 か ら,再 び 問 われ るこ と とな るで あ ろ う。

む しろ 当面 彼 が追求 して い くの は,前 者 の 「客 体 性 に対 して主 体 性 を回 復 す る

こ とJで あ る。そ して それ は,『 キ リス ト教 の 実定 性(diePos.itivitatder

christrichenReligion1795-96)』 に至 って,「 主体 的 で な い とは,如 何 な るこ

と であ る のカリ ④ とい う形 で答 え がな され る ・ ととな る。

彼 は 「理 性 の 自律 」及 び そ れ に基 づ く 「道 徳 性」 の立場 に対 して,「 全 き他律 ・

受動 」の状態,「 死せ る機械主 濁 の状態 を「実定性(Positivitat)」 の概 念 に よ?て 捉

え,如 何 に して古代 ギ リシ ア ・ローマ 共和 国 の 「自由な宗 教 」 一 これ は彼 の 「民

族 宗 教」 の具 体的 イ メー ジ で あっ た 一 が駆遂 され,実 定的 キ リス ト教 体制 が形成

(s)さ
れ て い っ たか を明 らか に しよ うとす る。

こ の実定 化 の過程 は,貴 族 政 の登 場 に よ る共 和 政 の崩壊 に始 まる。古 代 些和 国 に

於 い ては,人 々が その ため に働 き,そ れ に よ って動 か され ると ころ の ものは,「 公

の徳 」 で あ わ,.「 共 和国 の理 念 」 で あ った 。 しか もこの理念 は,現 実 に彼 らの共 和

国 に於 いて,「 実現 され て い る理念 」 で あ り,さ らに それ は 「自分 自身 の もの と呼

び得 る」 もので あ った。彼 らは共和 国 の理 念 と一体 不 可 分 で あ り,そ れ故 彼 らに と

っ て共 称 国 は,「 自己の活動 の所 産 と して の国家 」 な の で あっ た。

しか し共 和 国 の崩壊 と と もに,彼 らに と って 国家 は,も はや 「自己 自身 の もの」
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とは呼 ぴ得 ず,従 って 「永遠 な る理念 」は現 実 の世界 の内 には見 出 され得ぬ もの となった

ので あ る。 そ こに在 るのは 「国 家 とい う機 械(Staatmaschine)」 と,そ の 「歯車 」

として,個 人 的 な事柄 にの み関 わ る諸 個人 だ けで あ る。 こ こに於 い て,一 切 の自由

と自立 性 は失 われ,従 って 「永 遠 な る もの,絶 対 的 な るもの を,神 へ と逃 げ込 ませ

ざる を得 ぬ」(HtJ.S.227=W.1.S.211)こ と とな る。 人 は理 念 を,そ して それ を実

現す る力 を,自 己 の外 部 の存 在者(=神)へ と譲 り渡 し,も はや 自 ら 「意志 す る」

こ とは な く,た だ神 に願 い,服 従 す る ので あ る。

そ して さ らに人.々か ら 「全 体」 「理念 」 へ の一切 の関心 が消 え去 り,た だ 日々の

安逸,幸 福へ の要求 のみ が心 を占 めるに至 るこ とに よって理 性 は,・そ の優越 を喪 失す るこ
　 　 コ コ

と.となる。何 故 なら理 性 が提 示 す る のは,た だ道徳 性の無条 件 の貫 徹 で あ って,幸 ・

不幸 の問題 は,む しろ感 性の領域 に属す る ものだか らで ある。か くて理 性は,そ の 自己完

結 性 を失 な い,感 性 と融 合 す るこ とに よって,「 自然 に対 す る支 配 力 を備 えた,或 る

疎 遠 な る 存 在 者 」(H・J.S.238;W.1.S.・96)舷 て る の で あ る!6)こ こ}.至 っ て,.

の存在 者(=「 無 限 な る客 体 」,「無 限 な る 自然」.)は,も はや再 び主 体性 へ と取 り

戻 す こ との で きぬ存 在 とな る。人 は こ の絶対 的 な,疎 遠 な る支 配 者 の前 に は,無 力

で無 価 値 な 「機 械 」 にす ぎず,た だ 「この機械 の最初 の始 動者 が,良 き ・慈 悲深 き

主 人 と して この機 械 の世 話 を し,停 止 しそ うな時 に は修理 を して くれ る」(HtJ.

S.237=W.工.S.194)こ と を祈 るの み な ので あ る。

こ うした実 定的宗 教 は,小 さな宗 派 の内部 に留 って い る段 階 か ら,信 仰.が広 が り

集 団 が拡大 して,「 教 会」 を なす こ とに よ って,そ して さ らに教会 と国 家 とが結合

した 「国家教 会 」 へ と至 るこ とに よ って完 成 され る。 それ が実 定 的 キ リス ト教 体 制

な ので あ る。

2

以 上簡 単 にチ ュー ビンゲ ン ・ベル ン期 の,『実 定 性論 文 』 に至 る までの経 緯 を概 観 し

た が,そ こで は前 述 の よ うに 「客 体 性」 「実 定 性」 に対 し 「主体 性」 「自律 性 」 が

対 置 され,前 者 は後 者 に よ って否 定 す べ き もの とす る立揚 が採 られ てい た と言 い得

るで あ ろ う。 これ に対 して フ ラ ン クフ ル ト期 に至 って,ヘ ー ゲ ルの思 惟 は一 つ の大

き な転 回 を迎 え るこ と とな る。そ れ ほ言 うな らば 「実定性」 の研 究 を通 じて の,「 客

体 性 の否 定」 か ら,「 何 故 に客 体 的 ・実定 的 な る もの,或 い は その よ うな時 代 が存
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在 す るの か」 とい う問 いへ そ して 「客 体性 の承 認 」 へop展 開 であ る。

フ ラ ン クフル トに移 った 直後 の 断片 に於 い て,彼 は次 の よ うに書 いて い る。.

「あ る客 体 に依 存 す る とい う極 に対 す る も う一 方 の極 は,.客 体 を恐 怖 す る とい う

極 で あ り,客 体 か ら逃 れ 去 るこ と,客 体 とめ合一 を恐 れ る こ と,つ ま り極 度 の主 体

性 で あ る 。」(HtJ.S.376=W.1,S.241)

前 者 の 「客体 べ の依 存 」 の極 は,明 らか に それ まで 「実 定性 」 と して捉 え られ て

い た もので あ るが,後 者 は,そ の 「実 定性」 を克 服 す べ く求 め られ てい た 「主体 幽

の立 場 では な かっ た のか。

我 々 の眼前 の世 界 は,す で に かの古 代 共和 国 なので は ない 。我 々は 「客体 的 な る

もの」 に取 り囲 まれ て お り,「 理念 と現 実 との分離 が現 実 の痛 み を引 き起 こす ほ ど

大 き く」(HtJ.S.377;W.LS,243.)広 が って い る世 界 の 内 に生 き てい る ので あ る。

確 か に,そ こで客 体 の力 に屈服 し,「 死 せ る世 界」 の内 に留 まろ うとす るこ とは,

「実 定 幽 に陥 る こ とで あ る。 しか し逆 に,客 体 の力 や諸 対 立 に 自己 が規 定 され る

こ とを恐 れ,そ れ に背 を向 け るこ とは,世 界 との諸 関 係 か ら逃 れ,虚 無 へ と引 き寵
コ ロ ロ

る こ.とに よ って,わ ず か に 自己の形式 的 統 一性 を救 わん とす る ことで しか な いで あ

ろ う。 そ れ故 にへ 一 ゲル は,客 体 に 「依 存 」 す る ので も,客 体 か ら 「逃 避」 す るの

で もない 「愛」,「 愛 に よ る生 の合 一」 に,現 実 的解 決 の道 を求 め よ うとす る ので

あ る。

こ の時 期 に特 徴 的 な概 念 の一 っ で あ る 「生(dasLeben>」 は,「 未 発

展 の合 一」 か ら 「形成(Bildung)」 の過 程 を経 て,「 完 全 な る合 一」 へ と.至る

「円環(Kreis)」 と して描 かれ る。そ して この 「円環 」 に於 い て確 証 され る ところ

の,人 間 と人 間.との,人 間 と自然 との生 け る統一性 が,従 って 存在 者全 体 の 自由な

生 け る共 同性,全 体性 が,「 生」 な ので あ る。

.最初 の 「未発 展 の合 一 」 の段 階 は,「 生 」 が い まだ何 らの分離 を も被 らず,従 っ

て 世 界 との諸 関係 が 未 済 で あ るが故 に,無 垢 の 「合 一」 として あ る状態 で あ る。

「生 」はまだ 自己 自身 を見出 してはいない。しか し「生」 は,こ の 幸福 な 「自然状 態」

に安 ら うこ とは で きな い。何 故 な.らか か る 「生」 は,す で に現 実 の世 界 の内 で決済

を迫 られ て い るか らで あ る。言 い換 えれ ば,「 生 」 は 自己 自身 を再 び 多様 な る全体

的 生 に於 い て見出 さん とす る 「衝 迫 」 を も?て,現 実 の個別 的諸 関 係 の 内へ と足 を

ふみ 入 れ てい くので あ る。
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この個別 的 現 実 との交渉 は,そ の都 度 「反 省 」 に よ って,自 己 自身 を 「主体 」 と

「客 体 と して の世 界」 とに,或 い は 「欲 求」 と 「対 象 」 とに分 離 し,反 措 定 に於 い

て捉 える過 程 で あ る。そ して この反措 定 は,個 別 的 な客体 の主 体 への無 化 ・享 受 と
　 ロ コ

い う個別 的感 情 の内 で,再 び 「生 」 へ と 一 しか し 「部 分的 生 」..へと もた らされ る。

従 って さ らに よ り多 くの多様 な る現 実 と関 わ り,反 省 に よっ て よ り多 くの反措 定 を

捉 え,そ の都度 「部分 的生 」 へ の 充足 を得 なが ら,「 生 」 は展 開 してい くので あ る。

そ して遂 にそ の最 高 の段 階 に至 って,「 反省 が人 間 の全 体 そ の もの を,彼 自身}こ対

立 させ る」(HtJ.S.379=W.1,S,246)こ と とな る。 す なわ ち 自己の存在 そ の もの を

「客体」として自己 自身 に反措 定す るに至 るので ある。 しか し ここ に於 いて は充 足 に達

す るこ とは で きない 。何故 な ら人 は 自己 の存在 そ の もの を無化 し,従 って虚 無 の 内

に 自 らを救 わん とせ ね ば な らぬ で あ ろ うか らで あ る。

ここ に 「反省 」 か ら 「愛」 へ の飛躍 が生 じる。 「愛」 に於 いて無限 なる 「反措 定」・

「反 省 」 の立場 は止 揚 され るので ある。 「愛 」.は,「 対 立 せ るもの」 を支配 し,無

化 せ ん とす る ので はな く,そ こ か ら 「疎遠 な る もの」 とい う性 格 を奪 い取 り,自 己

と等 しき生 け る者 と感得 す る もので あ る。 かか る 「愛」 に於 い て,「 生 」 は 自己 自

身 を 「完 全 な.る合 一 」,すなわ ち 「形成 」 の過 程 を経 た多様 なる ・しか も生 け る全体

性 と して,も はや欠 け ると ころ な く見出 す ので あ る。

「愛 に於 いて生 は 自己 自身 を見 出す 。 自己 自身 の二重 化 と して,自 己 自身 の合一

として見 出 す ので ある 。」(HtJ.S.379=W.LS,246)

3

斯 くして 「愛 に よ る生 の合 一」 の原 理 に よって 「死 せ る世 界 」 を克 服 せ ん とす る

(7)を も改 め る
ヘ ー ゲル は,そ れ まで の 「純 粋道 徳 性 」 と し.てのイ エ スの教 説 の理 解

こ ととな る。新 た なイエ スは 「愛」 の精神 に よって 和解 を もた らす べ く登場 す る。

.イ エ スは,ユ ダヤ民 族 の実 定 性,す なわ ち律 法 の全 き客 体性,適 法 性 と闘 い,こ

れ に人 間 の全 体性,「 心 の純 粋 さ」 を対置.した。 しか しそ れ は,以 前 の よ うに 「純

粋道 徳 性」 の貫徹 を目指 す もので は ない 。 む しろ こ こ で は 「命 令 の客 体 性 」 とい

う点 に於 い て,ユ ダヤ の律 法 主義 と同様 に,「 道徳 法 則 」 「当為」 の立場 も批 判 の

対 象 とな る。何故 な ら両者 の相 違 は,「 前者 は 自己 の外 部 に支配 者 を有 す るが,後

者 は 自己 の内部 に支 配者 を持 ち,自 己 自身 の奴隷 で あ る」(HtJ.S.26fi=W.LS.323)
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とい う点 に あ るにす ぎぬ か らで あ る。人 間 の内 に 立法 者 ・普 遍 者 と,衝 動 ・傾 向性

・感 性 な どの特殊 者 とを対 立 させ,前 者 に よ り後者 を支配 せ ん とす る限 り,両 者 は

合 一 に は達 し得 ず,特 殊 者 に とっ て普 遍者 は,疎 遠 な る もの ・客 体的 な る もので あ

り続 け る もので あ る。

そ れ故 にイ エ スが律 法 の客 体性 に対 して説 くのは 「汝 ら自身 が 自己 に課 した もの

であ るが故 に掟 に従 え」 とい う自己立 法 性 で は な く して,「 律 法 か ら律 法的 な る も

の を,律 法 とい う形 式 を取 り去 る」 こ と,す なわ ち律 法 の 「補 完 充 実(π初 ρωμα)」

なの で あ る。・そ れ は律 法 か ら,疎 遠 な る ものrし て主 体性 に対 立 し ・支配 す る とい

う性 格 を奪 い去 るこ と,従 っ て掟 の 命 ず る よ うに行 為 しよ う とす る心術 で あ り,
.

傾 向性 と掟 との一 致 とい う 「徳」,「 美 しき魂 」 で あ る。そ の限 りで この 「徳」 は,

す で に主 体 性 と客体 性 との合 一,「 愛 の一 つ の様態 」 なの であ る。

しか しまた 「徳 」 は,一 つ の客 体的 な力,個 別 的 な分離 の状 況 に応 じて生 起 す る

個 別 的 な る徳 であ る。従 っ て個 々 の徳 は普遍 性 ・統 一 性 を持 た ぬが故 に,多 数 の諸

徳 の並 存 とい う現実 の場 面 に於 いて は,諸 徳 の間 の衝 突 が生 じ得,徳 は同 時 に ま た

「悪 徳 」 と もな り得 る こ と とな る。 「人 間 関係 の多様 駐が増加 す るに応 じて,諸 徳

の数 も増 加 し,ま た必 然的 な衝突 も,徳 の実 現 の不可能 性 も増 す 。」(HtJ.S.294=:

W.LS.360)

こ うした諸 徳 を和 解 させ,単 な る 「概念 の統 一」 で はな く,「 生 け る統一 」 を与

え る原 理 が 「愛 」 な ので あ る。徳 が律 法 を補 完 す るよ うに,愛 は諸 徳 を補完 す る。

何故 な ら徳 は律 法 の客 体性 を止揚 す るが,し か しな おそ れ が個 別 的 に,客 体 との 関

係 に於 いて あ る限n,徳 に とって は客 体 的世 界 そ の ものは,な お存続 し続 け てお り,

合一 は個 々の人 間 の内 面性 の内 に留 ま るの で あ る。従 って徳 は 「客体 的 世 界 を止揚

す るの で はな い。 人間 は個 別 的 な ま ま存 し,ま た世 界 もそ うで あ う」.(HtJ.S.289

=W.1.S.303) 。これ に対 して 「愛 」 は 「存在 者 そ の ものの生 け る関係 」 で あ るが故

に,徳 が そ の外 側 に持 って いた 客体 性 を取 り去 り,そ こに人 間 た ち の間 の,人 間 と

世 界 との分 離 が 「生 け る全 体 性 」 へ と もた らされ るので ある。

しか しなが らこ う した 「愛 」 自体 も,ま だ不 完 全 な もの で あ る。確 か に 「成 功 し

た愛 の瞬 間 」 には,完 全 な る合 一 が達 せ られ,何 らの客 体性 の余 地 も存 在 しは しな

い。 しか しそれ は 「瞬 間 」 で あ り,そ れ 自体 で 自己 を保 持 し,持 続 させ る力 は持 た

な い。 それ故 「反省 」 に よっ て愛 は廃 棄 され,再 び客 体性 が現 われ る ことに な る。
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さ ら に ま た こ の 「成 功 した愛.の瞬 間 」 が生 じる の は,ま だ少 数 の 者 た ち の 問 に

限 られ て お り,一 挙 に全 体 へ と愛 の合 一 を拡 大 ナ る こ とは不可 能 で あ る(a)

ヘー ゲル は 「生 」 を 「光(φ ∂く)」に喩 えて,次 の よ うに語 ってい る。 光 は人 間 的

諸 関係,人 間 の生 活 の全 体 の内 に浸 透 してお り,す べ て の人 間 は光 の所 有 物 で あ る。

しか し光 に は 「神 的 な るもの か ら隔 って い るこ と,現 実の下に と らわれ てい るこ と」,

す なわ ち 「暗 闇」 が対 立 して お り,人 間 は言 わば,こ の 「光」 と 「暗 闇」 との 「中

間状 態 」 に あ る。 そ して それ故 にそ こには 「光 」 を予感 し,渇 望 す る こ とが,言 い

換 えれ ば 「神 的 な る ものへ のr仰 」 が必 要 な ので あ る(e)それ が 「宗 教 」 で あ る。 す

なわ ち 「宗 教 」 とは,「 反 省 と愛 とが一体 化 され,両 者 が結 びつ け て考 え られ た も

の」〔HtJ.S.3(応;W.LS.370)で あ り,ま た 「神性 」 とは 「愛 が構想 力 に よっ て存在

者 へ ともた らされ た もの」(HtJ.S.376=W.LS.242)な の であ る。斯 くして 「心術

は命令 の実 定 性 ・客 体性 を,愛 は心 術 の制 限 を,そ して宗教 は愛 の制 限 を止 揚 す る」

(HtJ.S.289=W.LS.302)こ.と とな る。

4

さ らに この 「宗 教 に よる愛 の補完 」 の意味 を考 え てい くた めに,「 運 命」 とい う

概念,そ して 「愛 の運 命」 とい う問題 に触れ てお きた い 。

「運 命」 とい う概 念 は,例 え ば ユ ダヤ民族 に関 して 次 の よ うに述 べ られ る。 す な .

わ ちユ ダヤ民 族 の運 命 は,そ の始祖 で あ るア ブ ラハ ムの精神 一 人間 と 自然 と め,

人 間 と人 間 との全 ゆ る美 しき関係 を破 壊 し敵 意 へ と変 え,徹 底 的 な分 離,対 立 関係

の 内に身 を置 くこ と一 に よ って 引 き起 こ され た(io)nし てそれ はアブ ラハ ム以 降 の

ユ ダ ヤ民 族 の全 ての歴 史 を通 じて,さ まざ まな状 況 に応cて,そ のつ ど姿 を変 え な.

が ら,宗 教,国 法 政 治 体制 な どの民族 の 生 活 の あ らゆ る面 を貫徹 し,莱 配 してい

くので あ る。 こ のよ うに して 人 間 の主体 性 に とって は 「外 か ら」 現 われ,「 敵 対的

な威 力」 と して働 く力 が 「運 命」 と呼 ばれ る。

かか る もの と して の 「運 命」 を,そ れ故 に人 は怖 れ,ま た 「罰」 として意 識 す る

で あ ろ う。 しか しそれ は犯 罪者 が 「刑 罰 」 に対 して抱 く恐 怖 とは,根 本 的 に異 って.

い る。 「刑罰 」 が 自己 に と0て 疎遠 な る支配 者 か ら下 され る罰 であ る の に対 して,

「運 命 と して の罰」 は,人 間 が 自分 自身 で傷 つ け,破 壊 した と ころの彼 自身 の 「生1

が,彼 に対 して敵対 的 な威 力 と して立 ち現 われ た もの に外 な らない の で あ る。 「生

一21一



は不 死 で あ り,殺 され る と恐 るべ き亡 霊 と して現 われ,そ の分 身 を働 かせ て復 讐 の

女 神(Eumeniden)を 放 っ 。」(HtJ.S.280=W.1.S.342)

従 っ て 「運命 」 は,決 して 自己 に疎 遠 な る とこ ろか ら加 え られ るカ なの で はない 。

た とえ他人 の不 当 な仕 打 ちに よ って 「運命 」 が 引 き起 こ され た よ うに見 えて も,実

は それ は単 な る きっか けで あ る にす ぎ ない 。 この他 人 の行 為 に対 して闘争 した り,

忍 従 した り,.球 い は 自 らの意志 で身 を引 くな どの さま ざまな対 応 が可能 なの で あっ

て,彼 が一 定 の態 度.を選 び採 る こ とに よっ て こそ,.彼 は 自己 の運 命 を生 ぜ しめた の

で あ る。 それ故 に人 は,自 己 の意志 に基 づ いて,他 人 に対 して,ま た世 界 に対 して

行 為 をす るこ とに よ って 彼 自身 の運 命 を負 う。従 って世 界 の内 に存 在 す る こ とに よ

って す で に,何 者 も運命 か ら免 れ て い る こ とは あ り得 ないの で あ る!l1)

しか し,か か る 「運 命 」 が,単 な る 「暴 力 」或 いは 「災厄 」 と して で はな く,そ

もそ も 「運 命 」 と して人 間 に とって現 われ るの は,彼 の 自己意識 ・自覚 に於 いて の

こ とで あ る。運命 の働 きが起 こ るのは,人 が彼 自身 の生 が破壊 され て い る と感 得 し

「良 心 の疾 しさ」 と と もに,自 己 が打 ち砕 か れ て い る と知 る時 な ので あ る。従 っ て

人 が,敵 と して現 われ た威 力 そ の もの を,自 己 自身 が敵 に まわ した ところ の 「損 わ

れ た生 の反 作用 」 で あ る と感 じるか ら こそ,「 運 命」 が 自覚 され るの で あ る。 それ

故 に 「生」 が傷 つ け られ て い る こ とを,そ して 自 己の 「運 命 」 が,こ の 「生 」 の威

力 で あ るこ と を深 く自覚 すれ ば す るほ ど,「 運 命」 は よ り厳 しい もの として彼 に現

われ る こ と とな る。

しか し,ま た そ れ故 に こ そ 「運 命 」 は 和解 され得 る。何故 な ら 「運 命」 に於 い

て 自己 の損 わ れ た 「生 」 を自覚 す る こ とに よ.って,す で にそ こに 「生 今 の憧 憬」 が

喚 起 され,「 生 」 の回 復 が求 め られ て い るnら で ある。先 述 の生 の円環 構 造 に即 し

て言 うな らば,人 間 に とって 「運 命」 とは,「 反 省」 に よっ て分離 され,反 措 定 さ

れ た 「生 」 が,「 損 われ た生 」 で あ る こ とを 自覚 せ しめ,さ らに人 を 「全 体的 生」

へ の復 帰 へ と向 かわせ る推 進 力 と して働 く力 で あ り,言 わば 「生 の合 一」 へ と至 る

否 定 的媒 介 の契機 な ので あ る。従 らて こ の 「生 の合 一 」 への復 帰 は 「愛」 の原 理 に

よっ て完遂 され る。す なわ ち 自 己に対 立 し,敵 対 的 な もの と して現 わ れ た 「運 命」

自体 が, .自己 自身 の 「生」 の威 力 に外 な らな い と感 得 す る と ころ の 「愛」 の感 情 ピ

於 い て,.「 生」 は 自.己自身 を再び 見 出す ので あ る。 こ の意 味 に於 い て 「運命 は愛 に

於 い て和 解 され る」(HtJ.S.283=W.LS.346)の で あ る。
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5

しか しなが ら,こ う した 「運命 」 は,或 る個 人 の 「運 命」 と呼ば れ るのみ で はな

い。 む しろ よ り根 源 的 に は,彼 の属 す.る共 同体 ・民 族 こ そが 「生 」.の基体 で あ り,

従 ってそ れ が 「運 命 」 の働 く領 城 な の で あ る。 共 同体 の生 け る全 体性 が実現 され て

お らず,生 の諸 関係 が分 離 ・対 立 に よ0て 損 われ てい る限 りは,「 運 命 」 の威 力 は

働 き続 け る。.それ故 に こそア ブ ラハ ム の精神 が,そ の子孫 た るユ ダヤ民 族全 体 の運

命 と して現 われ,ま たオ イデ ィプスの子 で あ るこ とに よ.ってジ ア ンテ ィ ゴネー はそ の

運 命 を負 うこrと な るの で あ る(12)この よ うに個 別的 な人 間 の主体 性 を越 え た,よ り

広 い領城 で 「運 命」 は働 き,従 っ て或 る世 界 の内 に生 き るこ とに於 い て,人 はす で

に そ の運 命 を担 って い る㊥ で あ る。

へ一 ゲルは運 命 の現 わ れ る様 態 の一 つ と して 「魂 の美 しさ(dieSchonheitder

Seele)」 を挙 げて いる。す なわ ちそれ は,敢 えて力 と力 との闘 争 の場 に ふ み入 るこ

とも,苦痛 とともに権利 を譲 り渡す こ ともせず,.む しろ自 らの意志 で身 を引 くことによっ

て死せる関係の内に引き込まれることから免れようとす浄のである。.「生を自己の敵と

す る前 に,自 己に対 して運 命 を怒.らせ る前 に,生 か ら逃 れ 去 る。」(HtJ.S.289=W.

1.S.350)し か し斯 く して諸 関係 か ら身 を引 き,一 切 を放棄 す るこ とに よ って,自 己

の純粋 さ を保 持 せ ん とす ると ころ に こそ,「 最 高 の負 い 目の無 さ と最高 の罪 とが,

あ らゆ る運 命 を越 えた崇 高 さ と最 高 の ・最:も不 幸 な運 命 とが,.一 つ にな り得 る」

(ebd.)の で あ る。人 は,自 己 の魂 の美 しさ を保 ち,そ の主 体 性 に於 い て和解 を為

した として も,全 体 的 な生 が損 われ て い る限 りはそ の 「運命 」 を免 れ る こ とはで き

ない。 しか も 「運 命 は,最 も崇高 な罪,罪 な き者 の罪 に対 して,よ リム層 恐 るべ き

姿 で現 れ る」(HtJ.S,283=W.LS.379)の で あ る。

さて先 に見 た よ うに,イ エ スは 「愛 に ホる生 のP」 の教 え をもっ て登場 した。

従 っ て彼 は 「彼 自身 で は運 命 を越 えて い た」 の で あ る。 しか しさ らに彼 は 「彼 の民

族 に も,そ れ を越 え させ よ うと試 み」(HtJ.S.261=W。1.S.317)ね ば な らな か った 。

.何故 な ら運命 の働 く領 域全 体,す なわ ち民族 全 体 に於 け る完全 な る 「生 」 に 至 って

始 めて,こ の運 命 との和解 が成 し遂 げ られ 得 る か らで あ る。ユダヤ民族 の生 の分裂 ・

.死せ る世 界 の 中 で,イ エ スは 「攣 に よ る運 命 との和解 」 とい う構 想 を もっ て,現 実

の世 界全 体 に対 して働 きか け て.いかね ば な らな か った ので あ る 。

従 って そ こで は,現 実 の世 界全 体 に於 け る和解 に至 る変 革 の過程 が問題 とされ ね
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ば な らない。 す なわ ち客体 的 な るもの の力,分 離 ・対 立 に対 抗 して全 体 的 生 を構 築

し上 げ る力 が,言 わば社 会 的形 成 力 が 「愛」 に問 われ るこ と とな る。 「神 の国 は こ

の世 界 の もの では な い。 しか しこの世 界 が それ に対 立 す る もの と して現存 す るのか,

或 い は現 実 に存 在 せ ず に、 ただ可 能.的で あ るのか,は 神 の国に とって大 きな違 い で

あ る。」(HtJ.S.327=W.LS.399)1

イ エ スに とって 「神 の国」 す なわ ち愛 の共 同体 は,前 者 の もの で あ った。 「愛」

の関 係 は現 実 の世 界 に対 立 す る もの と して存 せ ね ばな らなか った ので あ る。

「愛 」 に は 「巨 大 な客 体性 の領域 」 が対 して い る。そ れ は例 えば 「所 有」 で あ り,

「(客 体 的 な る)社 会 関 係 ・国 家」 で ある。 愛 は客体 的 な関 係 とは,決 して両 立 し

得 な い。 したが っ て愛 の関係 は,客 体 的 な諸 関係 に巻 き込 まれ るか,或 いは客 体的

な しか し存 在者 の諸 関係 で ある限 りは 一 生 の諸 関係 を逃れ 去 るか のい ずれ かで

あ る。言 い換 えれ ば,イ エ スは◎ ユ ダヤ民 族 の運 命 を自己 の もの として受 け入 れ,

しか し死 せ る世 界 を甘 受 す る こ とに よっ て 自己 の純 粋 さ を犠 牲 にす るか,㈲ ユ ダヤ

民 族 の運 命 をつ き放 し,他 方 で 自己の生 を未発 展 で,享 受 され ぬ ま ま自 己の内 に保

持 す るか の いず れ か の道 を採 らね ば な らな か った の であ る。

「イ エ ス は世 界 が変 わ らない と見 る限 りに於 いて,世 界 か ら,あ らゆ る関 係 か ら

逃 れ た」(HU.5.327=W.LS.399)。 彼 はユ ダヤ民 族 の運 命 を放 置 し.,あ らゆ る社:

会 関係 を避 け,た だ教化 のた め に個 々の人 々 との孤 立 的 ・個別 的 な関 わ りのみ を持

つ・・を郵 ・・燭 ぎ13'ここ・於い・ 「神-CJ・ 現実・堺 ・対立す・も・・

と して,た だ胸 の内 に抱 き得 るのみ とな った 。 「愛 」 の関 係 は,自 己 を拡 大 し,.社

会全 体 を覆 うに至 るので は な く,逆 に 「巨 大 な客体 性 の領 域」 を 目の前 に して,ま

す ます 排他 的 に 自 己 自身 へ と局 限 され て い くの で あ る。 それ は 自己 の内 に引 きこ も

り,よ り少数 の者 た ちの間 に集 中 され,従 っ て 「最 高 の生 で あ りなが ら,生 き生 き

と して い ない状態 に留 まる不活 発 で未 発 展 な愛」(Ht7.S,323f.=W.1.S.397)と し

て の み 自 己 を保持 し得 る。 確 か に愛 に於 け る合一 は,そ の豊 か きに よ って真 に,無

限 に得 る ところ が あ る。 しか し人間 の 主体 性 に於 け る局 限 され た救 済 に留 ま り.,「概

念 に於 いて すべ て の特 殊 的 な るもの を自己 の内 に包摂 す る普 遍 性 を欠 い てい る」

(HeJ.S..296=W.1.5.327)の で あ る。 「愛 の この 自己 自身 へ の局 限,あ らゆ る関係

か らの逃避,… … この よ うに して一切 の運 命か ら遠 ざかる ことが,ま さに愛 の最 大 の運

命.であ る。 イエ スが運 命 と最 も崇高 な仕方 で関 わ り.なが ら,し か し運 命 に苦 しむ の
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は,ま さに この点 な ので あ る」(HtJ.S.324=W,1,S397.)』

世 界 の客 体 的 な る関係 か ら逃 れ,自 己 の内 に 引 き込 も.らざる を得 ない が故 に,愛

の関係 はそ の運 命 に襲 われ ね ば な らなか っ た。 そ うで あ る な らば全 体 的生 へ の回復

は,客 体 性領 域 を断罪 す るa)で は な く,む しろそ れ を肯 定的 に 自己の必 然 的契 機 と

して承認 すべ き道 に求 め られ ねば な らない 。従 っ て 「愛 の共 同体」 が,現 実 の世 界

に於 いて は 「自然 本 性 を跳 び越 えて」 お り,彼 岸 的 な理 想 に留 ま ら ざる を得 ない と

す れ ば,「 愛 」 は本質的 に,「反 省 と愛 との 結 合 」 で あ り客 体 的 な形 式 を備 えて い

る.「宗教 」 に よ。 て補完 され ね ば な らぬ ・.ととな ・ｫa;

そ して この こ とは 「宗 教 」 に於 け るよ り以 上 に心 情 的 な結 合 の困難 で あ る国家 ・

共 同体 の あ り方 に 関 して重 要 な 問題 で あ る。 もは や客 体的 な る諸 関係 を,単 に否 定

す べ き もの と して扱 い。 愛 の関係 のみ に共 同体 の形 成原 理 を求 め る こ とは で き ない。

そ うで は な くて,む しろ客 体 的 な諸 関係 の有 す る意 義 を認 め,そ の上 に全 体 的 生 ・

共 同 性 を求 め るの で なけれ ば な らない 。言 い換 えれ ばそ れ はそ れ以前 の 「公」 「全

体 性 」 の前 に消 失 すべ き,.或 い は減少 す べ きも の と して の 「私」 「特 殊 閏 の立 場

か ら,特 殊者 を包摂 す る生 け る統 一 と して の全 体性 へ の転 回 で ある。

r1800年 の体 系 断 片(Systemfragmentvon1800)』 と名 付 られ た草稿 の 内 に

は,有 機 体 と して の生 の全 体 性 に関 す る議論 を見 るこ とが で き る。そ こに示 され る

の は,「 個体 的 な生」 が,対 立 を排 除 す る抽 象 的 普遍 として あ るの では な く,「 単

一 性 」 と 「多数 性 」,「全体 性 」 と 「部分 性 」 との内在 的 関係 を含 む もの と して のみ,

一 っ の有機 的 な生 で あ り得 る
.ことで あ る。生 に於 い て個 体性 と全体 性 とは統 一 され

て い る。 そ こで は一 つ の個 体 が,そ れ 自身 個 体的 生 で あ り,自 立性 を有 してい.るこ

と.と,か か る諸 個 体 を諸 部分 と しz含 む全 体 が,全 体 的 生 と して統 一性 を有 す るこ

とが と もに保 たれ て い るの で あ る。従 って もはや 個体 性 は,「 個 の全 き喪 失 と して

の全 体 性 か ら救 われ て い る」。一 つ の個 体 ・個体 と して の人 間 は 「(そ の内部 の)あ

らゆ る要 素 と,彼 の外 部 の個 体 性 の無 限性 と異 っ てい る」 とい う 「対 立」 の側 面 と

同 時 に,「 これ らの要素 と,ま た外 部 の生 の無 限性 と一 っで あ る」 とい う 「合 一」

の側面 と を含 む限 りで のみ,そ れ 自身 「個 体 的生 」 と して あ り得 るの で あ る.。従 っ

て人 問 は,個 別的 独 立性 と同時 に,彼 を部 分 として含 む全 体 的生 へg)帰 属性,.合 一

性 に於 いて存 在 す る。

き らに この問題 を存在 者全 体 の関係 と して の共 同体 ・国家.の全 体 的生 に於 い て考
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え れ ば,「 生 け る全 体性 」 は,個 体的 生 の 多様性 ・自立性 を全 く排除 した全 体 の単

一 性 に のみ求 め るこ とも
,勿 論 逆 に個 体 的生 の対 立 性 ・多数 性 にの み求 め る こ とも

で きな い。生 はか か る両契 機 の合 一態 なの で あ る。(「 生 は結 合 と非 結合 との結 合

で あ る。」(HtJ.5.348=W.1.S.422))従 って 「人 間が 無限 な る生 を全体 の精神 とし

て,し か も彼 自身 が制 限 され た もの で あ るが故 に,自 己 の外 に立 て,同 時 に 自己 自

身 を制 限 され た もので あ る 自己 の外 に立 て,そ して 自己 を生 け る ものへ と高 め,こ

の生 け る もの と最 も深 い とこ ろで合一 す る時」(HtJ.S.347=W.1.S.421f),言 い換

えれ ば個 体 的生 の多 様性 ・客 体的 関係 が,同 時 に全 体 的生 に於 いて 見出 さ.れる とこ

ろに こそ生 け る全 体 性 ・共同性 が存立 し得 るの で ある。 か ってヘ ー ゲルに とっ て ギ

リシ ア古 代共 和 国 は,そ の まま再興 す べ き理 想 で あ り続 けた。 た しかに それ は幸福

.な状 態 で あ る。 しか し(近 世 的 な意 味 で の)個 体 的 人格 性 を欠 き,人 間 が共和 国 へ

と直接 的 に融合 し,渾 然一 体 を成 す が故 に こそ,そ れ は 美 しき調 和 を保 ち,統 一 体

と して存 す るの であ る。従 って い まや,か か る直接 的 統一 性 を,現 実 の世 界 に対 し

て理 想 と して対置 す る こ とは で きな い。 そ うで は な くて,そ れ まで愛 の 関係.に対 立

す る もの として排 除 され て いた 「所 有」(経 済的諸 関係)`「 国家 」(政 治的 諸 関係)

.の領 ぜ15)を,そ して個 体 的生 を自 己の必 然 的 契機 と して含 む と ころ の 「多様 な るも

の の生 け る合 一」 が,先 の 「生 の 円環」.に即 して言 えば,分 離 ・対 立 の形 成 の過程

を経 た 「完 全 な る生」 が求 め られ な けれ ば な らない。

さ らに か か る 「生 」 の 自己開示 の過 程 は,す で に 「歴史 」 と して把 握 され て い る。

す なわ ち こ の 「未発 展 の生 」 ⇒ 「分 離 ・対 立」 ⇒ 「完 全 な る生」 とい う円環 は,一

回的 な もの では な く,む しろ継 起的 な繰 り返 し を通 じて段 階 的 に発 展 の階梯 を辿 る

ので あ る。従 っ てあ る時 代 が生 のく 分離 一 合 一 〉の如何 な る段 階 に あ るか は,生

自身 に 関 して は必 然 的 で あ る と して も,そ の時 代.にとって は言 わ ば偶然 的 で あ る。

従 っ て また そ の段 階 に応 じて,そ の時代 に於 い ては,い まだ 生 へ ともた ら され て い

ない 客体 性 が現 存 してお り,こ の客 体的 な る もの をそ れ として保 持 せ ねば な らな い

こ とは必 然 的 な こ となの で あ る。た とえ或 る時 代 のあ り方 が,別 の時 代 の 人間 に と

って 不合 理 な誤 謬 と映 ろ うと も,む しろそ れ はそ の時 代 の段 階 に相 応 した あ り方 な

の で あ る 。

か か る理 解 の 下 に,こ の 『体 系断 片 』 のす ぐ後 に試 み られ た 『実定 性論文』の改稿

に於 いて,そ れ までの,一 っ の普遍的概念 を前 もっ て定 立 し,そ れ を絶 対的 な基 準 と
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して現 実 を否 定 せ ん とす る態 度 は改 め られ る。 か か る態 度 に よって は,「 民 族 や個

人 の習 俗 ・習 慣 や考 え方 の 〔そ の基 準 に合 わ ない〕 そ れ以外 のす べ て の多様 性 は …

偶然 的 な もの ・偏 見 ・誤謬 と され,従 って そ の多様 性 に ふ さわ しい宗教 も実 定 的宗

教 とな され る」(HtJ.S.140=W.LS.218)。 む しろ問題 な のは 「民族 や 時代 の習俗

や性格 との結 び っ きに於 け る宗 教 の真 理 性」(HtJ.S.144=W.1.S.222.)な の で あ る。

そ して また或 る宗教 の あ り方 が 「実 定的 」 と受 け取 られ るこ と も,そ の宗 教 が適 合

して いた時 代 の あ.り方 自体 が変化 し,新 た な 「時 代 の本 性」 が現 わ れ た こ とに外 な

らな い。従 ってい まや,歴 史 的現 実 の世 界 のあ り方,す なわ ちそ の 「民 族 や個 人 の

習俗 ・習 慣 や考 え方 の 多様性 」 の内 に,そ れ を貫 徹 して現 れ るそ の時代 め本 臨 生

の あ り方 の普 遍 性 を見 出 し,そ して か か る本 性 自体 の変容 の内 に,よ り完全 な る生

を求 め てい くの で な けれ ば な らない。

この こ と}ま,彼 自身 自覚 的 に ドイ ツ民族 の運命 と取 り組 む べ く着 手 され たrド イ

ツ憲法 論』 の第二 序 支 勉 こ於 い て も示 され る。 す なわ ち,「 自然本 性 に 関 して は否

定 的(negativ)で あ るが 〔実践 的 〕.意志 に関 して は既 存的 ・肯定 的(positiv)で あ

る もの の廃 棄 」(W.1.S.45S)は,決 して外 か ら運 命 に加 え る 「暴 力(Gewalt)」 に

よ って は為 され 得 な い。.何故 な らかか る暴 力 は 「特 殊 者 に対 す る特殊 者 」 にす ぎぬ

か らで あ り,ま た た とえ 「現 存 す る生 」 が,制 限 され た否 定 的 な る もの と映 ろ う

とも,そ れ は普遍 性 に基 づ く 「威 力(Macht)」 を有 して い るか らで あ る。 それ故

に,か か る廃 棄 が為 され るの は現 存 の生 が,自 己 自身 の真理 に よっ て矛 盾 へ と もた

らされ,「 そ の威 力 を,そ して一 切 の尊 厳 を失 って しまい,そ れ が純 粋 に否 定 的 な

る もの とな った時 」(ebd.)な ので あ る。

6

斯 く して い まや ヘー ゲルは,「 あ るべ き ところ の もゐ(wasseinsoll)」,「 理

想 」 を もって現 存 の世 界 を断 ず る ので は な く,む しろ 「あ る とこ ろの もの(was

ist)」 す なわ ち.現実 の世界 ・共 同体 り諸 関係 ・習俗 と して,そ の内 を貫 いて現 わ れ

る 「時代 の本性 」或 い はそ の変容 を了解 し,そ して そ こに生 の 自己生成 を認 識 して

い くこ とを課題 として 自覚す るに至 って い る。

.
へ 一 ゲル はす で に 『民 族宗 教論 』 に於 恥 て次 の よ うに述 べ て4・た。

「晟 族 の精神 の父 は クロ ノスで あ り,こ の精 神 は そ の全生 涯 を通 じて この ク ロ ノ
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スに だ けは依 存 し続 け る(時 態)。 その母 はポ リテイ ア ・国憲 で あ り,そ の産婆 ・

乳母 は宗教 で あ る。」(HtJ.S.27=W.1.S.42.)

彼 晴 年期 を通 じて,そ の思惟 の方 向はか かる意識 に導 かれていた と言 って良いで あ

ろ う。 しか しこの言 葉 が,ふ さわ しき処 を得,そ の本 来の意味 に於いて 自覚 され るに至

ったの は,彼 が青年 期 を終 えよ うとしてい るこの時点 に於 いて なの で はな いだ ろ うか乙

そ して敢 えてへ一 ゲノレ哲学 の眼 目として,.① 実体=主 体 たる絶 対者 の自己生成 ② その

「場 」 は(「 われ」 ではな く 〉 「われ われ」 「われわれ の世界」 で あ り,③ その生成 の

過程 は 「歴 史」 で あるこ と,を 挙 げる ことが許 され るな らば,こ の フランクフル ト期 に

至 るまでの時期 は,ま さにその醸成 の過 程 なので あった。

〔註〕

u7こ こで 「青年期 」 とは,チ ュー ビンゲ ン ・ベ ルン時代(1788-96)一 主 要草 稿

と して は 『民族 宗教 論 』 『イエ ス の生涯 』 『キ リス ト教 の実定 性 』 一,及 び フ

ラ ン クフル ト時代(ユ796一 ユ800)一 愛 と宗教 に関す る諸断片,『キ リス ト教 ゐ精神

とそ の運 命』 『1800年 の体 系 断片』r実 定性 論 文改 稿』rド イ ッ憲 法 論 ・第一

第 二 序文 』 一 を指 す 。

Iz1引 用略 号 は次 の通 り。

HtJ.・ …HegelstheologischeJugendschri$en,hrsg.v.H.Nohl

W.1.… ・Hegel,WerkeinzwanzigBanden,Bd.L ,(Suhrkamp)

また 引用 文 中()は 原 注及 び 原語 附 記 を,〔 〕 は 筆者注 を示す 。

131「 民族 の精神 を形成 す るこ とは,一 方 で は民 族宗 教 の事柄 で あ り,ま た他方 で

は政 治的 諸 関係 の事柄 で あ る。」(HtJ.S.27=WJ.S.42)

(4)細 谷 貞 雄 『若 きヘ ー ゲ ルの研 究』 三,第 二 節,5(147頁 以下)参 照

〔5}「 何 百 年 も国 家 の内 に根 づ いて い た宗教 」,「人間 の力 の全 ゆ る面 と絡 み合 い,

最 も奥 深 い とこ ろで も最 も自発的 な力 と織 り合 わ され た魂 の習 慣 」 が打 ち倒 され,

追 い払 わ れ る とい う,こ の 「は っき り目 に見 え る大 きな革 命 に先 立 って,時 代 の

精 神 の 内に,静 か で秘 や か な革 命 が先 行 して い るはず で あ る。」(Ht):S.220

=W .LS.203)

〔6)こ の点 に ヘー ゲル は,カ ン トの(直 接 的 に はチ ュー ビンゲ ン神 学 派 の)「 要 請

論 」 の問 題性 を見 る と と もに,ま た イエ スに とっ て は民 衆 の耳 目 をひ く手段 にす
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サ 　 コ ロ コ

ぎ なか った 「奇蹟 」 が,「 奇 蹟 」 の故 にイ エ ス個 人 を信 仰 の対 象 とす る奇 蹟信 仰

へ と変 質 す るこ と.,そ してそ の 「迂路(Umweg)」.性 を指摘 す る。

〔7〕この作 業 は 『イエ スの生 涯』 に於 い て展 開 され た。

(8〕 「愛 」 は,単 に 「思惟 され た客 体」 にす ぎぬ 「普 遍 的人 類愛 」 な の では な く,

あ くま で 「隣 人愛 」(「 自分 を愛 す るよ うに,あ なた の隣 り人 を愛 せ よ」 マ ル コ

;12,31)で あ る。

(9}Vgl.「 彼 らが光 の子 とな るた め には,彼 ら自身 が光 を持 つ に至 る まで,光 を信

ず るべ きで あ る」 ヨハ ネ;12,36

㈹ ユ ダヤ民族 の運 命 の悲 劇 は 「自然 そ の もの か ら逸 脱 し,疎 遠 な る存 在者 に身 を

委 ね,そ の礼 拝 に よって人 間 的 自然 の一 切 の神 聖 な もの を蹉 欄 し殺 害 し,終 に は

自分 の神 々 か ら も見捨 て られ,そ の信 仰 そ の もの に よって打 ち砕 かれ ね ば な らな

か っ たマ クベ スの悲劇 」(HtJ.S.260=WJ.S.297)で あっ た。

(11)Vgl.「 そ れ故石 ころの存 在 の よ うに何 もせ ぬ こ とのみ が無垢 で あ る。子供 で さ

え も決 してそ うでは ない 。」(PhヨnomenologiedとsGeistesPh.B.S.334)
は

〔12}「神 意 に よっ て家 館 が揺 り立 て られ れ ば,そ の家 系 の 多勢 へ と禍 い は延 え及 ん

で尽 きる こ とが ない」(『 ア ンテ ィゴネ ー』584N5)

U3}「 こ う した 国家 との関係 と と もに,す で に生 け る合 一 の重 大 な る側 面 が…1一切

り離 され… … 多 くの活動 的 な関 わ り,生 け る関係 が失 わ れ て しまった 。」(HtJ.$

327;W.1.S.400)

⑳ 「美 とな り,神 性 とな るた めに は,形 象 は生 を欠 い てい た 。愛 の共 同体 に於 け

る神 的 な もの,こ の生 は形 象 と形 態 を欠 い てい た。しか し復活 し,天 へ と高揚 した

イ エ スに於 い て形 象 は再 び生 を,愛 はそ の合 一 の表 現 を見 出 した 。 …… この生 け

る実 在 の崇 拝 が, .いまや 教団 の宗 教 で あ る。」(HtJ.S.335=W.LS.408)

㈲ ロー ゼ ンク ラ ンッに依 れ ば,rキ リス ト教 の精神 とそ の運 命』 の最終 稿 の時期.

にへ 一 ゲ ルは,ス チ ュア ー トの 『政 治経 済学 原 理』 の独訳 へ の 「酷 評的 注解 」 を

通 じて,「 市民 社 会」 の研 究 を行 なっ て い る。(K.Rosenkranz,HegelsLeben,

S.86)

06}第 一 序 文 は1799年 初 め,こ の第土 序 文 は1799年 か ら1800年 に,そ して本論

が書 かれ るの はイ エー ナ期 で あ る。

(ひ らい し た か と し 博 士後期 課 程 一 回生)
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