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水 谷 雅 彦

(序)

『倫理 学 にお け る形 式主 義 と実 質 的価 値 倫理 学』(以 下 『形 式主義 』 と略 す)に お

いて構想 され た シ ェー ラー の倫理 学 は,そ の基 礎 を,理 念 的対 象 た る価値 の情緒 的

直観 によ る認識 に置 い てい る。 したが って,そ れ以 降 の シェー ラー に とって の倫理

学上 の課 題 は,明 証的 な価 値 認識 を獲得 す るため の方 法 を示 す こ とに あ った と言 っ

てよ い。 こ の問題 に対 す る シ ェー ラー 自身 の 答 えは,一 応 最晩 年 に提 出 され た実践

的 な現象 学 的還 元理 論 のな か に見出 す こ とが で き る亀1)しか しな が ら,こ の よ うな問.

題設 定 の うちに は,現 代 の哲 学的 情 勢 の なか で シェ ー ラー倫 理学 を(少 な く とも表

面的 には)時 代 遅 れ の もの であ るかの よ うに みせ て い る も う一 つ め問題 が 存 してい

る.。す な わ ち,近 年 解 釈 学 をは じめ とす る諸 々の立場 か ら疑 問視 され て い る 「明証

性J(Evidenz)の 概 念 に関 わ る 問 題 で あ る。獲 得 され た価値 認 識 が明 証 的 で あ る

とい う保証,あ るい は その基 準(Kriterium)を シ ェー ラーに求 めて もむだで ある。

シェー ラー に従 うな らば,直 観 の明証 性,す な わ ち 「思 念 され た もの.と与 え られ た

ものの合 致 」(DeckungvonGemeintemundGegebenem)の 基 準 を さ らに

問 うこ とは背理 で しか ない。 なぜ な ら、 あ らゆ る基 準は 「自体所 与性 」(Selbstge-

gebenheit)と して の明証 性 をこそ そ の根 底 に もつべ きもので あるから.であ る(X382).

また,コ ギ タチ オ,超 越論 的 主観 性 とい った ものの 唯一 の明証 を 「絶 対 的 始 ま り」

(absoluterAnfang.)と.し て 確 保 し,そ れ に よ る対 象 の構 成 を考 え る とい う立 場

を シェー ラー は始 め か らと らない(z)内 約 知覚 の優 位性 とい う,超 越論 的 哲 学 の うち

に潜 む前 提 に論 文 『自己認 識 の イ ドラaで 鋭 く切 りこ んだ シェー ラー ゐ立 場 が,こ

こで はか え って,素 朴 な本 質観 取 の 立場 であ るか の如 き印 象 を生 じさせ る こ とに な

る。

それ で は,こ の明証 性概 念 の もつ 問題 を,間 主 観的 妥 当性 や伝 遠,コ ミュニ ケー
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シ ョンの 問 題 に還 元 ナ る こ とに よ って解 決 す る こ とは 可能 であろ うか 。少 な くと

もシェー ラー に関 す る限 りは,そ れ は次 の二 つ の点 か ら不 可能 であ る と思 われ る。

まず,シ ェー ラー 自身 は人格 の共 同性 の本 来 的 な あ り方 を,コ ミュニ ケー シ ョンに

で は な く 「総体 人格 」(Gesamtperson)ゐ 内で の 「連 帯 性」(Solidalitat)に 求 め

て い る とい う点,換 言 す れ ば,伝 達(Mitteilung)で はな く「共遂行 」(Mitvollzug;)

が重 要視 され て い る とい う点 に注 目 しなけれ ば な らな い(皿386.522ff.)。 次 に,異

なっ た価 値 認識 の間 の軋 礫 とい うさ しあた って生 じるで あろ う問題 に つい て は,「い

わ ゆ る 『普 遍的 な規準 』 とい うも㊥ は こ こで は存 在せ ず.場 合 に応 じて決定 され ね

ば な らない。」(X394),あ るい は,「 『現象 学 的 な軋礫 』と私 の呼ぶ,存 在 す る うち

で最 も深 い軋礫 は,ま さに社 会 的 に調 停 し えない ので あ るか ら,他 者 を 『ほ お っ て

お き』,彼 の道 を行 かせ て もよい。」(V18)と い うよ うな消 極 的言明 のみ 炉 シェ ー ラ

ー の テ クス トに は見 出 され うる とい うこ とが ,今 述 べ た 「否」の理 由 と して真 剣 .に

うけ とめ られ なけ れば な らな い で あろ う。 これ らの点 に は,本 質 あ.るい はア プ リオ

リの問題 を普 遍妥 当性 の問題 か ら峻 別 し(II94,III123ff.), .「私 に とっての 自体的 善 」

(An-sich-Gutefurmich>の 存在 を認 め る とい うシ ェー ラー独 自 の考 え(II482)

が密 接 に関連 して い る。

以 上 の よ うな問題 構 制 に対 して,本 論 で は明証 性 概念 そ の もの を直接 に問 い の対

象 と し,一 挙 に解 決 をは か るこ とは で きな い。 しか し,わ れ われが 問題 に す べ き事

柄 が,価 値 の情緒 的 認識 で あ る とい うこ と1と再度 目をむ け る こ とは この よ うな問 題

に とって も重 要 で ある と思 わ れ る 。ま ず,価 値 の認 識 とい う点 に関 して注 目 され る

べ き.ことは,明 証 性 概念 へ の疑 問 の提 出 が,r絶 対的 始 ま り」としての 明証性 の主 張

に 対 して,わ れ わ れ の認 識 は必 ず何 らか の 「先 行 せ る もの」に拘 束 され て い る と

い うこ と を明 らかに しよ うとす る試 み と軟 を一 に してい る とい うこ とで あ る。まず,

シェ ー ラー に よれば,対 象 の認 識 に 関 して は価 値 認識 そ の ものがそ の よ うな 「先行

せ る もの」 で あ る。 この 「存在 所 与 に対 す る価 値 所 与 の優 位性」(V82)と い う考 え

は,『 形 式 主 義』 にお い て も既 に 「対 象 の価値 が対 象 に いわ ば先立 って進 む 。価 値

は対 象 の個 別的 本 性 の第 一 の 『使 者』(Bote)で あ る。」(■40)と い う言 い 方 で表 わ

れ て い る。 また,シ ェ ー.ラー が,そ のっ どの価 値 認 識 に先行 す る.もの と して の エー

トス の重要 性 を強調 して い る とい う点 も見 逃 す こ とは で き ない。

さ らに,情 緒 的 直観 で あ る と.いう点 に関 しては,シ ェ ー ラー にお け る情 緒 的 な る
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もの「 般 の意義 が注 目 され なけれ ば な らな い。 シ ェー ラーは人 間 の個 々め情 緒 にっ

い ての研 究 を 「情 緒 的 生 の意味 法 則 」 とい う標題 の も とに体系 化 しよ うと して い た

とい われ る(V皿10>。 こ の試 み 自体 は未 完 に終 わ った が,残 され た個別 研 究 の ほ と

んどいず れにおいて も,情 緒 が単 に因果 法則 に のみ従 う 「状態」(Zustand)で は な く,

何 らかの積 極的 な認識 意義 をもつ ものであるこ とが強調 されてい る(a)そ れ 自身 が情 緒

的 直観 で ある価 値 認識 に とっ ては, .情 緒 は単 に それ の結 果 と して生 じる状 態 で は な

く,逆 にそれ を導 くとい う意義 を もち うるの で あ る。本論 で は まず この点 に注 目し,

そ の際 にわれ われ に とって の も う一 つの問題 で あ る,認 識 にお け る 「先 行 す る もの」

に深 く関 わ る と思 われ る情 緒 的作 用 で あ る 「悔悟 」(4)(Reue)に つ い ての シ ェー ラ

ー の所 論 を シェー ラ ー倫理 学全 体 と の連 関 の なか で考 察 す る こ と を試 み たい
。

(1)

ひ とつ の情 緒 が,あ る特 定 の時 代,あ るい は民族 の心 的 特性 を代表 して い る かの

よ うに言 われ るこ と,さ らに は 人間存 在 一般 の特質 を表 わす 徴 標 であ るか の よ うに

中'ら的 に取 り扱 われ る こ とが しば しば あ る。 しか しそ の一 方 で,あ る情緒 を単 に消

極的 で不必 要 な作 用 で あ ると して,全 く注 意,反 省 の対 象 とは しない とい うこ とも

あ る。 シ ェー ラー に とっ ては,悔i吾 はそ の よ うな,忘 れ 去 られ た情緒 の ひ とつ で あ

った 。既 に触 れ た よ うに,シ ェー ラーの個 別 的 盾緒論 の意義 は,任 意 の ひ とっ の情

緒 の研 究 を もって人 間存 在 の特徴 づ け を行 うこ とにあ るの では な く,当 該 の情緒 的

作 用 き人 間 の 情 緒 的 生 の全 体 的 連 関 の うち で位 置 づ け るこ とに あ る。われ わ れ に

とうて も,こ こで シ ェー ラー の 『悔 悟 と再 生 』 を と.りあ げ る とい うこ と に は,前

節 で あ げ た本 質 的 理 由 の他 に,こ の 「悔 悟 論 」が,シ_一 ラー の 惰 緒 論 と して こ

れ ま で中心 的 に取 り扱 われ て きた 「同 情論 」や 「差恥論 」に比べ てい さ さか 軽視 され

て き た,い わ ば忘 れ られ た情 緒 論 であ る とい う理 由 も付随 す る。

さて,近 代 哲 学 は,悔 悟 をもっぱ ら,単 に不 必要 な もの で あ る と考 えて きた 。 し

か し なが ら, .シェ ー ラー に よれ ば,こ の よ うな考 えは,悔 悟 を過 ぎ去 って し まった

こ とを元 どお りに しよ うとす る無 意 味 な試 み で.あるとす る,根 本 的 な誤 解 に基 づい

て い る。 生 命 な き 自然 の 変化 に欄 して は確 か にそ の よ うな こ とは不 条理 であ ろ う。

しか し,過 去,現 在,未 来 の三 区分 を有 す るわ れ われ の人 格的 な生 に おい て は,わ
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れ われ の過 去 の生 の いか な る部 分 も,わ れ わ れ の生 の全 体的 意味 の うちへ と部 分的

意 味 と して常 に可能 的 に新 た に組 み こ まれ るに際 して,そ の意味 内 容,価 値 内 容 に

関 して は,さ らに修 正 され うる とシ ェー ラー は言 う。 こ のた め,わ れ われ の過 去 の

体験 は,生 の連 関 の内 で それ に可能 なす べzの は た らき を果 た さない 限n,価 値 に

関 して は常 に未 完 の ま まで あ る こ とに な る。す な わ ち,過 去 に は,そ れ をわれ わ れ

が ど う扱 うべ きで あ るか とい う問題 が常 に付 着 して.いるので あ る。 これ は単 に個 人

的 な生 の領域 に とどま らず,「 歴 史的 事態 」のすべてに関 して言 うこ とが で き る。 シ

ェー ラー に よれ ば,「 歴 史 的 事態 」は未 完 で あ り,「 救済 可能 」(edosbaz)な もの で

あ る(V33f.)。

この よ うに考 兄 る こ とが許 され るな らば,わ れ われ の過 去 に関 わ る 「悔 悟 」 も単

に無 意 味 な もの とは言 えな くな るで あろ.う。 それ で は悔悟 の作 用 の もつ倫 理 的 な意

義 は ど こ に存 す るので あ ろ うか。

過 去 に関 わ る作 用 と しては通常 「想 起 」(Erinnerung)が あげ られ る。想 起 は こ

の揚 合,過 去 をわれ われ の現在 の生に はた らかせ るもの と考 え られ ることが 常 で あ る。

しか しなが らシ ェー ラーV'よ れば そ の意義 は む し.ろ逆 の と ころに あ る。「想 起 は,思

い 出 され る存在 や出 来事 の もっ暗 き力 か らの 自 由の始 ま りで あ る。」(V35)つ ま り

想起 は心 理的 な因果 性の流 れ の一部 分 では な く,む しろ逆 に こa)流 れ を中断 し,そ.

の関与 を停 止 させ る もの で あ る。換 言 す るな らば,「 想 起 は,以 前 の わ れ われ の生

が わ れ われ の現在 に及 ぼ す はた らき を媒 介す るの では な く,む しろ逆 にこの は た ら

き の もっ宿 命 か らわれ われ を救 う」ので ある(ibid.)。

しか し,こ の よ うな想起 作 用 に基 礎 づ け られ て,す なわ ち想 起 に よ って生 じた像

に悔IAの 作 用 が関 わ るの で はな い とシ ェー ラー は言 う。想起 作 用 の うちに見出 され

る記 憶 像 は,想 起 の志 向 目標,方 向 に よ って制約 され て い るが,こ の志 向 方 向 を導

くも の こそが悔悟 の情 緒的 作 用 なの で あ る。す なわ ち,人 格 の作 用 として の悔 悟 の

光 が わ れ われ の過去 の内 へ とまず 侵入 して照 ら し出 す こ とに よって,そ れ が な けれ

ば想 い 出 さなか った よ うな多 くの もの を像的 に想起 させ るの で あ る(V37｣.)。 シェ

ー ラー の言 う悔 悟 とは,自 負(Stolz)に 満 足 を与 え 自負 を正 当 化 す る も0)だ け

をわ れ われ の過 去 か ら うかび あが らせ る.ような 自負 の 閾 を打破 る,ひ とつ の心 情 運

動 な ので あ る。

こ の よ うに,過 去 の領域 の手術(operativerEingriff)で あ る とされ る悔悟 は,

一4一



当該 の行 為 の もつ 「悪 」 とい う価値 性 格 を掬 肖し,つ ね に新 しい悪 を生 み出 さ ざる

をえな い よ うなそ の繁殖 力 を断 ち切 る とい う,「倫 理的 若 返 り」(sittlicheVerjun-

gang)(V36)の 能 力 で あ る と も言 われ る。そ れ で は,以 上 の よ うな理論 が シェ ー ラ

ーの価 値 倫理 学 全体 に.対して もつ意義 は ど こに あ るの か。 シェ ー ラー63「 本 質 認 識

の機能 化 」(FunktionalisierungderWesenserkenntnis)と い うこ.とを言 っ て い

る(s)こ れ を価値 認 識 の領 域 に あて は め て簡単 に述 べれ ば次 の よ うに言 え るのでは な

いだ ろ うか 。す な わ ち,シ.エ ー ラー に おい て は 「機 能 」(Funktion)は 『形 式 主義』

以 来一 貫 して 自我,生 命 に属 す る もの で あ り,し た が って本 質直 観 と しての価 値認

識 が 「機能 化」す る とい うことは,そ れ が一 た び獲 得 され るや 「機能 」とな っ て生 命的

な もの の流れ の うちに と りこまれ る こ とで あ る と思 わ れ る。 さて,前 に も触 れ た よ う..

に,わ れ われ の価 値 認識 はいつ も明証 的 で あ る とい う保 証 は どこに もな く,む しろ

錯 誤(Tauschung)の 可能 性 をは らん で い る。 ところ が,.そ の錯 誤 せ る直 観 も,そ

れ が本 質 に関 わ る直観 で あ る限 りにお い て は,こ の機 能 化 とい うこ とに対 す る条件

は同 じはず で あ る。 そ うす ると,わ れ われ の現 在 は,生 命化 して 「身 に っい た」 過

去 の錯 誤 に よっ て何 らかの影響 を うけ るこ とに な ろ う。 この点 に悔 悟の意 義 が存 す

る と思 われ る。 『形式 主義 』 で の シ ェー ラー は,諸 価 値 の位 階 は つね に新 た に把 握

され るべ きで あ る と言 い(II107),論 文 『哲 学 の本 質』.でも 「無前 提 の認 識 」 が要

求 され て い る(V63f・)。 この 「つね に新 た に」(i皿merneu)を 可 能 に す う作用 と

して悔 悟 を考 え る こ とが で きるの で はない だろ うか。シェー ラー 自身 も,悔IAは 「汚

れ な き始 ま り」(V36).を 可 能 に す る と してい る。

さて,こ の よ うな悔 悟 のは た ら き を重 要視 す るな らば,わ れわ れ の現 在 と 「先行

す る.もの 」との 間 の関係 に も当然 何 らか の 光が あて られ る と思 われ る。 しか し,こ

こで は即 断 を避 け,シ ェー ラ ー 自身 の悔悟 に対 す る論 究 を今 少 し克 明 に考 察 す る こ

とに よ り,.こ の 問題 に接近 す る こ と を試 み た い。

(II)

シ ェ「 ラー は,悔 悟作 用(及 び それ に対 応 す る想起)の あ り方 に は,「 行 為 の悔

悟 」(Tatreue)(及 び そ れ に対応 す る出来 事 の想起)と,「 存在 の悔 悟」(Seinsreue)

(及 び そ れに対 応 す る機 能 の想起)の 二 つ があ る としてお り,後 者 のほ うに重 き を.
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お いて い る。後者 にお い てそ の対象 となる のは,過 去 の個 々の行 為 では な く,そ の

よ うな行 為 を生 み出 した 「.われ われ の全 体 的 人 格 の内 に あ る 〔過 去 の〕分肢的 な 自我」

で あ る。 つ ま り,個 々の行 為 で も,ま た 人格 そ の もの で もな く,そ こか らあ る行 為 .

が必 然 的 に流 れ 出て きた よ うな,当 時 の 自我 の 具体 的構 造 が,.悔 悟 の作用 を通 じて

追 体 験 され,否 認 され,人 格 の全 体 性 か ら押 し出 され る とシェー ラー は言 うの で あ

る(V39f.)(sl

シ ェー ラー にお け る厄介 な問題 のひ とっ で あ る,人 格(Person)と 自我(1(血).

の関係 につ い ての 問題 が ここに現 われ てい る。 しか しシェー ラー 自身 は,こ こで は

これ を,人 格 の 「集 中 」.(Sammlung)と い うこ とで簡 単 に触 れ て い るだ け で あ る。

た だ,人 格 の集 中 の水 準(Niveau)が 現 在 で は過 去 よ り高 いが ため に悔悟 が可能

に な る のでは な く,む し ろ逆 に,悔ioの 作 用 を通 じて こそ よ り高 い水 準 に達 し うる

の だ とい うシェー ラー の見解(V41)は 注 目に値 す ると思 われ る。こ.の見 解 は 人 格

の 自 己超 出 の あ り方 の 問 題 との関 連 を も っ の で.ある。す な わち,悔 悟 は過 去 の 自

我 の構 造 へ とむ か う志 向的作 用 で あ るが,そ れ が遂 行 され るのは,人 格が 現在 の 自 .

己 を超 え出 てい こ うとす る際 に,現 に あ る自我 の あ り方 が謙虚 に反 省 され る場 合 で

あ る と考 え られ る。 何故 な ら,シ ェー ラー に よれ ば,現 にあ る 自我 の うちには それ

以前 の分肢 的 自我 の総 体が 以前 の罪責 と共 に暗 に含 まれ て い るので あ って,そ の た

めに悔 悟 の作 用 は まず現 在 の 自我 か ら過去 へ過去 へ と遡 つて ゆ かねば な らない か ら

で あ る。 した がっ て 「よ りよ くあれ た 」と.いう認 識 自体 は,こ の悔悟 の遡行 の結 果

生 じるも の にす ぎな い。 また,こ の遡 行 は個 人 的 な生 の領 域 に とど ま らず,社 会 的

一歴 史的 な領 域 に まで及 ぶ もの で あ るこ とは以 前 に もみ た とお りで あ る。

しか しいずれ にせ よ,こ れ だ けで あの 人格 一 自我問 題 が解 決 され た とは と うてい

思 え ない。 この問 題 に何 らか の解 決 をつ け る こ とは,わ れ われ の課 題 に とって不 可

欠 で あ る。 それ故,次 にわれ われ は シェ ー ラー にお け る人格 一 自我 の問題 を,そ れ

に対 応 す る もの であ る世 界(Welt一 環 境 駐界(Umwelt)の 問題 と関連 させ なが

ら,主 と して シェー ラー後期 の立場 か ら考 察 す る こ とにす る。

(皿)

『宇 宙 に お け る人 間 の地 位』で の 「世 界」につ い ての有 名 な図 式 は,(シ ェー ラ ー
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自身 の曖 昧 な記 述 に もよ るが)動 物 が それ ぞ れ の環 境 世 界 を持 つ のに対 して,人 間

は世 界 を持 つ とい うよ う.に解 釈 され てい るが,こ れ は は た して正 当で あ る のだ ろ う

か。 この よ うな解 釈 か ら派生 す る批 判 のひ とつ に,ジ ェー ラ」 には.特殊 に人 間 的 な

環境 世界 の考察 が欠 け て い る とい う トイニ ッセ ンに よ る指 摘 が あ る(7)しか しなが ら,

この批 判 は,シ ェー ラーが一 貫 して行 って きた自然 的世 界 観 の分析 がす べ て こ の人

間 の環 境 世 界 の 問題 に関 わ って い る とい う事 実 を見落 と して い る。例 えば 『哲 学 の

本 質』で は,「 あ らゆ る自然 的世 界観 の第一 の特徴 は,そ のよ ラな世界 観 をもつ 主 観

が,彼 のそ のつ どの環境 世 界存 在,あ るい は可能 的 な環 境 世 界 存在一般 を世 界 存在

一般 で あ る とみ な してい るとい うご とで あ る」(V87)と して い る。 す な わ ち環 境

世 界 が世 界 そ の もの であ る かの よ うに与 え.られ る とい うの で あ る。 これ は価値 論 的

側 面 か ら具体 的 にみ れば,『 ルサ ンチ マ ン と諸価 値 の転 倒 』 で ルサ ンチマ ンの源 泉 の

ひ とつ で あ る と され た,価 値 を,そ れ が 「われ われ の実践的 歩 みに とっての,環 境 世

界 の特徴 書 き」(SignalemenYderU.mweltfUrunserepraktischenSchritte)

とい う意味 を もつ 限 りにお い て把 握 す る とい う こ と(皿273)に 対応 して いる と思 わ

れ る 。

それ では シ ェー ラー の世 界概 念 とは,人 間が そ のつ どの環 境世 界 を対 象化 して超

え出 る こ とに よ る,そ れ の拡 大 の 目標 た るべ き理念 で あ るの か。 シェー ラーな らば,

まず こ の 「拡大 」 とい う点 に異 をさ しは さむ で あう う。何故 な ら,先 に あ げた 噌 学

の本 質 』で は,世 界 はそれ ぞ れ の環境 世 界 を人間一 般 に とって 普遍 妥 当的 な環 境世

界 に まで拡 大 した結 果 得 られ る もので は ない と言 われ て い る ので あ る(V88f・)。

しか し,だ か ら と言 って,シ ェ ー ラ ーに とって の世 界 を,ト イニ ッセ ンの言 うよ う

に人 間 か ら独 立 した 「実 体 」で あ る とみ なす わ けに は いか ない($)そ の よ うな解 釈 は、

既 に 『形 式 主 義』で批 判 され た,人 格 を固定 した実 体 で あ る とみなす の と同 じ誤 り

をお か す ことに な る と思 われ る。 とい うの も,『形 式 主義 』以 来,人 格 に 対応 す る も

の と して こそ世 界 は世 界 た りうる とシェ ー ラー は考 えて い るか らで あ る.。つ ま り,

人格 はそ の作用 の遂行 を通 して 「他 と成 る こ と」(Anderswerden)を 自 らの本 質

とす る 自己超 越的 存在 で あ るが ため に対 象化 不 可能 な存 在 であ って 決 して固定 した

実 体 とは言zず,そ れ に対応 す る もの と.して の世界 に もnじ こ とが あ て は ま る と考

え られ る ので あ る。 これ に,後 期 のシ ェー ラーで は,世 界 根 拠 と して の神 す ら もが,

未 完成 の生成 中 の もので あ る と言 わ れ て い るこ と を考 え あわせ るな らば,世 界 とは
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「歴 史 」で あ る と も言 い うるの で はな いだ ろ うか 。事 実,「歴史 と して の世 界 」とい

う表現 をシェー ラ.一自身 もしてい る(IX70)。 シ ェー ラー の言 う<Weltoffenheit>と

は 「世 界 へ の開 け」で あ る と同時 に 「世 界 の 開 け」を も意 味 す る と考 え られ る。 し.

か し,対 象化 不可 能性,固 定視 不 可能 性 とい うこ とを真 剣 に うけ とめ るな らば,こ

れ らの こ とは(ウ ィ トゲ ン シ ュタイ ン流 の言 い まわ しを借 りれば)決 して言 明 し う

る こ とでは な く,た だ 「示 され る」(sichzeigen)だ けの こ とで あ るの か も しれ な

いQ

一 方
,自 我 及 び身 体 とそれ に対応 す る環 境 世 界 は人格 の作用 の対 象 となる(正387)。

そ れ故 に,わ れ われ は 自己 の環 境世 界 を超 え出 る ことが で き るので あ る。 ただ ここ

で,こ の人格 一 自我 の区別 が,単 に対 象化 で き る もの とで きな い もの とい う区別,

あ るい は対 象化 す る もの とされ る もの とい う区 別 で あ るにす ぎない な らば,こ の 区

別 は シ ュ ッ ツ も言 うよ うに,シ ェー ラー の恣 意的 区別 で あ って,(9)両 者 を全 く切 断

して しま うもの とな って しま うであ ろ う。そ の よ う.な場 合 には,わ れ わ れ に とって

の 問題 で あ る悔 悟 も空虚 な もの にな らざ る をえ ない。 しか しな が ら,最 終 的 に は行

為 とい う形 で帰結 す るわれ わ れ の実践 に お い て,こ の 人格 と自我 との構 造連 関 が説

明 され る とす るな らば事 情 は異 な る。 シェー ラー は後期 に な って こ の連 関 を考 え て

い た と言 って よい ので は ない だ ろ うか。す なわ ち,『 宇 宙 に お け る人間 の地 位 』や

P哲 学 的 世界 観』で は,現 実 に対 してい った ん 「否 」を発す る ことに よって理 念 的 な

もの に関 わ うが,そ れ 自身 は現 実 の創造 に関 して無 力(Ohnmacht)で ある 「精神 」

(人 格)と,能 産 的.エネ ルギ ー を もつ 「生 命」(自 我)の 相 互 貫入(gegenseitige

Durchdringung)に よ る 「協 和 」(Ausgleich)と い うこ とを説 く(D(44ff.)。 この

よ うなは た らきの なか で生 じるそ のつ どの意欲 の主体 もや は り生 命的 自我 で あ るた

め に,こ の精神 と生 命,人 格 と自我 の連 関 は,新 た な る 自我 の い わば弁 証法 的 な産

出 の構 造 をな して い る と解 釈 して よ いで あ ろ う。 この よ うな連 関 は先 に述 べ た 「本

質 認 識 の機 能化 」 とい う考 えのな か に も曖 昧 な形 で は あ るが既 に あ らわれzい る。

精 神 の作用 であ る本 質 認 識 が機 能化 す る とい うこ とは,新 た な る機 能 的 自我 が 生 み

出 され る とい うことに他 な らない。 また,そ こ か ら 「人格 の集 中 の水 準 」が その ま

ま 「自我 の水 準 」に つ な が る もの と して理解 され るこ とに な る。
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(N)

以 上 の よ うに考 え るな らば,そ のつ どの環 境 世界 を対 象 化 して超 え出 る とい うこ

とが われ わ れ の問題 で あ る悔悟 と密接 な関係 を もつ とい うこ とは明 らか で あろ う。

われ われ の過 去.の認 識 一行 為 は生 命 的 自我 の流 れ に刻 印 され,わ れ われ の現 在 の生

を規 定す る。 す なわ ち,現 在 の われ われ に とって の環境 世 界 を開示 す る。 既 に 『形

式 主義 』にお い て シェー ラー は 「環 壌 と呼 ばれ た ものは,そ の時 間 的延 長 に お いて

は伝統 と呼 ばれ る」 とい う こ と を見抜 いて い た(皿61)≦ ゆ わ れ わ れ の現 在 の環 境

世 界 は,無 反 省 に生 きて い る限 りは決 して生 き生 き と した現在 で あ るので は な く,

む しろ過 去 の産 物 で ある と言 え よ う。

と ころで,こ の よ うな 自己 のそ のつ どの環 境世 界 に反 省 の 目がむ け られ る とい う

こ と自体 は珍 ら しい こ とで は な い。新 しい もの との真 の出 会 い は常 に そ の よ うな契

機 を含 む もの で ある。 こ こで は シェ ー ラー の 『同情 の本 質 と諸 形式 』 に お け る 「共

悪 」(Mitgefuhl)の 倫 理的 意義 をそ の一 例 と して あ げ よ う。 「共感 は1(中 略)私

が 『自己 中心 主 義』(Egozentrismus)と 名 付 け る自然 的 な錯 覚 を廃棄 す る とい う

す ぐれ た形 而 上学 的 意義 を もつ 。・自己 中心 主 義 とい うこ とで私 は 自 らの 『環 境 世界』

を 『世 界 』 とみ.なす錯 覚,す な わ ち 自 らの環 境 世界 が 『唯一 のa世 界 であ ると して錯

覚的 に与 え られ るこ とで あ る と理解 す る。」(V皿69).この よ うに,他 者 への共感 が,自

然的 世 界観 に基 づ く錯 誤 を廃 棄 し,自 己の環 境 世界 の殻 を破 る契機 の ひ とつ であ る

こ とは確 か であ ろ う。しか し問題 は,そ の よ うな共感 だ けで 自己の.「身 にっ い た」環

境世 界 を抜 け出 るこ とがで き るで あ ろ うか とい うこ とで あ る。環境 世 界 の問 主観 的

拡 大 とい う ことが眼 目であ る な らば そ うも言 い うるか もしれ ない が,「身 につ いた」

もの で あ る環 境 世 界 の殻 を破 る とい うこ とに は必 然的 に一種 の 自己否 定 の契機 が含

まれ るべ きでは な いだ ろ うか 。わ れ われ は こ こに 「悔 「吾」の は た ら き をみ る。 シェ

ー ラー も言 うよ うに悔 悟は そ の結果 と して 「苦痛 」(Schmerz)を もっ 情 緒 的 運 動

で あ る(V47)。 この苦 痛 とは ま さLく 「身 につ い た」 もの に メ ス を入 れ る,自 己否

定 の苦 痛 で あ る と思 われ る。他 者 に対 す る共感 が真 に倫 理的 意 義 をもつ のは,.そ の

遂 行 にお い て,自 己 を尺 度 と して他 者 をみ る場 合 で は決 して ない 。 これ は シ ェー ラ

ァ も言 うよ うに明 らかに 「ルサ ンチマ ン」の源 泉 で あ る(皿46ff.)。..わ れ われ の み た

よ うに,真 の共 感 が必 然的 に 自己 へ の悔 悟 を伴 うべ きで あ る とす るな らば,.そ の意

一y一



義 は,他 者 の認 識 で あ る とい うこ と以 上 に 自 己認識 であ る とい う点 に求 め られ る と

は 言 えない で あ ろ うか。

(vJ

これ までの考 察 に よ って,自 然 的 な世 界観 の うちに生 きるわれ われ にそ のつ ど与

え られ るも のは,過 去 の作 用 に よって開示 され た環 境世 界 の うちで のみ意味 をもつ も

ので あ るこ とが明 らか とな っ た。換 言 す れ ば,生 命的 な自我機 能 の対 象 で あ る もの

のみ が われ われ に とっ て の所与 とな る。『形 式 主義 』での シェー ラー の言 い方 を借 り

れ ば,こ こでは価値 は純 粋 な価値 性質 と して で は な く,何 らか の 「財 」 と して の み

与 え られ てい る ので あ る。 この よ うな事 態 は,ま さ し くハ イ デ ッ ガー が 「解 釈 学 的

循環 」(hermeneutischerZirkel)と 呼 ん だ もの に深 く関 わ るもの で あろ う。(ii)

こ こに われ われ は,先 の問 い,す な わ ち価 値 認 識 に先行 す る もの ど闘 吾との関係

の問 題 に立 ち返 る こ とに な る。侮 悟 の作 用 は,我 々の現 在 の環 境世 界,自 我 の殻 を

破 壊 す る。それ は 「汚れ な き始 衷 り」 を可 能 にす る とす ら言 われ た。そ れ で は この

「汚 れ な き始 ま り」は,か の 「絶 対的 始 ま り」 を意 味す る こ とに な るので あ ろ うか。

換 言 す れば,「 悔悟 」は解 釈 学的 循 環 を断 ち切 る もので あ るの か。

「この世 界 の始 ま りには ひ とつ の罪 が あ る!」(V57)と い う原 罪 の意識 に基 づ い

て,.「再 生 」(4Viedergeburt)に 至 る と言 わ れ る 「匠沁 的 悔1吾」(Bekehrungsreue)

を悔 悟 の本 来 的 な姿 で あ る とす るカ トリック期 の シェ ー ラー(V42)な ら ば 答 え は

「然 り」で あろ う。 しか しな が ら,わ れ わ れ は こ こで,目 常生 活 に お いて は た らく

悔 悟 を非本 来的 な もの とす る立場,つ ま り悔悟 を宗 教 的作 用 に のみ 限定 して しま う

立 場 を敢 て とらな い。 シ ェー ラー の悔 悟論 の背後 にい か な る宗 教 的,形 而 上学的 な

「信 」が あろ うと も,「倫 理 学 が今 目で も当時 と同 じ く絶 対 的存 在 にっいての あ らゆ

る形 而 上学 に とって も重 要 で あ る と思 われ るが,形 而 上学 が倫 理 学 の基 礎 づ けに と

って そ うで あ る とは思 われ な い。」(II17)と い うシェー ラーの言 をこそ重視 す るわ れ

われ は,あ くまで現 実 の 目常 生活 で の実 践 か ら出 発 す る。 そ うす るな らば,先 の問

い に答 え るた めに は悔悟 の遂 行 の前 後 に注 目す る必 要 が あ る。.・

まず,悔 悟の作用 も,悔 悟 以 前 の行 為,自 我 とい うものが,「 私 の 」行 為,自 我 で あ

った とい う事実 を決 して無 く して しま う もの で はな い と考 え られ る。悔 悟 の作 用 は,
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過去 の行 為,自 我 の罪 責 が もつ,そ の ま まに してお けば一定 の方向 へ と繁 殖 して い

くよ うな生 命的 な力 の流 れ を断 ち切 る もので あ った 。 これ は過 去 の行 為,自 我 を無

にす る こ とでは な く,そ れ を正 し く評価 す るこ と,正 し くわれ わ れ の生 の 連 関 の う

ちで作 用 させ るこ と を意味 す る と思 われ.る。す なわち,過 去 を,現 在 に無 意 識 の うち

に入 り混 じった もの で はな く,真 に過 去 た ら しめ る もの は,忘 却 で はな く,悔 悟 と

それ に 導 かれ る想起 なの で あ る。 こ の こ とは,ハ イ デ ッ ガーの言 う 「も ろ もろ の事

象 その もの に基 づ い て,そ れ らの先行 構 造 〔先行 把 持,先 視,先 行把 握 〕を仕 上 げ

るこ と(Ausarbeitung)」 に あた るので は ない だ ろ うか∫12)またそ のハ イデ ッガー

自身 は,先 の解 釈学 的 循環 に関 して,こ の循環 を悪 しき もの(vitiosum)と みて は

な らな い と して,「 決定 的 に大 切 な こ とは,循 環 か ら脱 け 出 る こ とで は な く,正 し

い仕 方 で その内 へ 入 って行 くこ とで あ る」と言 う(is)ま さ に こ の孟 し`・在芳 七循爽

の内 へ入 って行 くた めの 条件 の ひ とっ と して シ土 一 ラー の言 う 「悔 悟」 を.考え る こ

とが で き るの では ない か と思 われ る。 われ われ は,わ れ われ の価値 認 識 が錯 誤 の可

能 性 を常 に もつ とい う問題 意 識 か ら悔IAの 意義 を考 察 して き たが,明 証 的価 値 認 識

を前 提 と した上 で の議 論 を して い る場 合 の シ ェー ラー は,権 威 や典 型(Vorbild),

あ るい は伝統 の もっ積極 的 意 義 を既 に認 め て い る(.II97f.,202,566f・)。 ま.た先 述

した本 質認 識 の機 能化 とい うこ とも,人 間 の精 神 の成長 のた め の条件 として も語 ら

れ て い たの で あ る。 シェー ラー は認識 の解 釈 学的 な先行 構 造 に既 に気 が つ い て いた。

.そ うして.シ ェー ラー が なそ う と した ことは,そ れ を宿 命的 な もの と して絶 対 化 す

る こ とで も,啓 蒙 主義 的,合 理 主義 的 に排 除 す る こ とで もな く,ま さにそ の よ うな

構造 をそ の よ うな構 造 として 人格 に 自覚 的 にひ き うけ させ る こ とで あった の で はな

い だ ろ うか。(エ4:)

次 に,悔 悟 の後 の価 値 認 識 に基 づ い た行 為 もそ の価値 内 容 に 関 しては,以 前 に述

べ た よ うにや は り未 完で あ る と言 わね ば な らな い であ ろ う。新 たな価値 認 識 作 用 に

よ って人格 が 自己 を超 え出 るrい うことは,先 に明 らか に した よ うに新 た な る 自我

一環 境世 界 を産 出 す る こ とで あ る
。 した が って,悔 悟 の後 の行 為 も未来 の反省 に対

して 開 かれ てい るとい うこ とは言 うまで もな く,そ の 限 りに お いて は悔悟 が可能 に

す る とい う 「汚れ な き始 ま り」も,以 後 の行 為 に関 してわ れ われ の責任 を免 除 す る

もので は決 して な い。

.以上 の よ う.に
,シ ェ ーラ ー の言 う悔悟 も循環 を脱 け出 た安住 の地 を保 証 す る もの
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で ない ことは 明 らか で あろ う。「汚れ な き始 ま り」は,そ こか ら道徳 的規 範 を論 理 的

合 理的 に導 出 し うるよ うな 「絶対 的始 ま り」で は な い 。 しか しこの点 に こそ悔 悟が

情緒 的 作 用 で あ る こ との本 来的 な意義 が存 す るの では な いだ ろ うか 。われ わ れ の経

験 が 閉 じた円環(Kreis)の な か を動 くの で はな く,開 かれ た もの で あ るべ きな ら

ば,(15)換 言 すれ ば,人 間 の本 来 のあ り方 を人 格 の 自己超 出 に求 め る とす る な らば,

真 の経 験 とは,ガ ー ダマ ーが適 切 に も記 してい るよ うに 「痛 い」(schmerzlich)も

ので あ る はず で あ るps>.し か し,こ の場 合 に経験 の対 象 が 「痛 み 」 を与 えると考zて

は な らな い と思 わ れ る。 む しろ,或 る痛 み を もっ て対 象 を うけ とめ る場 合 に のみ,

経 験 は痛 み を伴 うが 喜 ば しい 「出 会 い」と な る は ず で あ る。 こ の痛 みは きっ か け と
.
して新 しい もの との接 触 をもつ と して も,そ れ 自体 と して は内 発的 な もので こそ あ

る。 そ の よ うな痛 み をもたな い場 合 は,い か に新 しい もの と接 触 しよ う と も,既 に

「共感 」の例 で み た よ うに単 な る 「行 きず り」で終 わ るか,さ もな く.ばそ の もの を

自負 に基 づ い てル サ ンチ マ ン的 にね じまげ て理解 ナ るかで あ ろ う。 シェー ラー の言

う悔悟 とは,ま さにそ の よ うな自負 を破 壊 し,新 しい もの との接 触 を 「出会 い」に

まで高 め る情 緒 で ある。晩 年 の シェ ー ラー に即 してみ るな らば,人 格 の 自己超 出 の

.あり方 で あ る,精 神 と生 との永 続的 緊張 にお ける 「協 和 」(Ausgleich)の プロセ ス

のな か で,媒 介者 と して の役 割 を担 う もの のひ とつ が,情 緒 的 作用 と しての悔 悟で

あ る と言 え るで あろ うpa>

最 後 に,本 論 の出 発点 と.しなが ら も考察 の主 題 とは な しえ なか っ た明 証性 の概念

に言 及 してお きた い。 われ わ れ の考察 に よれ ば,悔 悟 も 「絶 対 的 始 ま り」と しての

合 理 的 出 発点 を実 践 に与 え る もの で は なか った 。 しか し,こ と実践 に関す る限 りは,

明証 性 を極 限的 な理念,認 識理 想 の座 にす えて お くこと もで きな い。 われ われ は つ

ね に決 断 せ ねば な らな い か らで あ る。行 為 に先 立 っ価 値 認識 が錯 誤 せ る もので は な

い か とい う反省,あ るい は正 しい価値 認 識 に 至 るた め の方法 的 努力 をなす にせ よ,

懐 疑 の立 場 で終 わ る こと はで きな い ので あ る。 そ の よ うな決 断 の よ りどころ として

は究 極 的 に は明証 性 をあげ ざる をえ ない のか も しれ な い。 しか し,こ のそ の つ どの

価 値 認 識 の明証 性 は,わ れ われ の実践 が安 易 な普 遍化 を拒 む コ ンテ ク ス ト,あ るい

は 「時 の要 求」(ForderungderStunde)の な かで な され る限 りは,固 定 した も

の.として確保 して お くこ との で きない もの で あ ろ う。わ れ われ は,む しろこ の概 念

の もつ否 定 的側 面 に注 目す る。 す なわ ち,明 証 性 の概 念 は,実 践 にお け る衝 突 が対.
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話 的 一合 理 的 な合 意形 成 とい う形 で論 理的 一形 式 的 に調 停 し うる もので は ない とい

うこ と,さ らに はそ の よ うな形 で合 意 が仮 に形 成 され た と して も,そ の 内実 が積 極

的 な善 で あ る とは限 らない とい うこ とを示 して もい るの で あ る。 シェー ラー 自身 も

この否 定性 を痛 感 して いた た.めに,人 問 の情緒 の非 形式 な豊 か さに注 目 した ので は

ない か と思 われ る。.

(註)

・ 本 文 中 に 引 用 あ るい は 要 述 し た シ ェ
.一 ラ ー の所 論 の原 典 該 当 箇 所 儲,.そ の っ ど

括 孤 内 に 示 す 。 そ の 際 に ロー マ 数 字 で 示 さ れ る も の はFrancke版 シ ェ ー ラ ー 全 集

の 巻 数 番 号 で あ り,ア ラ.ビ ア 数 字 で 示 さ れ る も の は そ の 最 新 版 で の 頁 数 で あ る 。

(1)シ ェ ー ラ ー の こ の実 践 的 還 元 理 論 に つ い て は,拙 論 『シ ェ ー ラ ー に お け る価

値 認 識 へ の 道 』(『 倫 理 学 研 究 』関 西 倫 理 学 会,1984年 第.14集,掲 載 予 定)を

参 照 願 い た い 。

(2)シ ェ ー ラ ー は 既 に1900年 のHabilitationsschrift,,Dietranszendentale

anddiepsychologische.Methode,に お い て こ の よ うな 立 場 を批 判 して い る 。

(Vg1.G.W.Bd.1,S.238-307一)

(3)例 え ば,VonSinndesLeidensの 冒 頭!G.W,Bd.W,S.36)を 参 照 。

(4)〈Reue>の 訳 語 と し て4#一 般 に 「悔 恨 」 が使 用 され る こ と が 多 い が,そ の 認

識 的 意 義 を強 調 し た い わ れ わ れ に と っ て は 「恨 」 の 一 字 は い か に も誤 解 を ま ね

き や す い 。 そ こ で(一 長 一一短 は あ る も の の)あ え て 「悔 悟 」 と い う訳 語 を仮 に

使 用 す る こ と に す る 。

(5)こ の 概 念 は1920年 以 降 の シz一 ラー の 著 作 中 に 散 見 され る が,ま と ま っ た説

明 が な さ れ て い る の は 『宗 教 の諸 問 題 』 に お い て の み で あ る。(Vgl,G.W.Bd,

V,S.197ff.)ま た,論 文 集 『哲 学 的 世 界 観 』所 収 の 『知 の諸 形 式 と教 養 』 で は,

こ れ は 本 質 認 識 が 「血 と な り生 命 と な る 」こ とで あ る と さ れ,マ イ ノ ン グ の い う

ErfahrenheiCSwissenと 同 一 視 され て い る 。(VgLG,W.Bd.IX,$.IOBff.)私

見 に よ れ ば,こ れ は 『ニ コ マ コ ス倫 理 学 』(1147a21)で ア リ ス トテ レ ス の 言 う

「身 に っ く」(auｵ｢owas<σ ひμφ6ω)に あ た る と思 わ れ る 。 ま た,こ の 概 念

の積 極 的 意 義 に 関 して は,前 出 拙 論 を参 照 願 い た い 。
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(6)こ の よ う な 考 兄 か ら す れ ば,「 存 在 の 悔 悟 」 とい うシ ェ ー ラ ー の 言 い 方 は誤 解

を ま ね きや す い 。 わ れ わ れ の 人 格 存 在 一 般 に つ い て の悔 悟 ば シ ェ ー ラ ー 自 身 に

よ っ て も不 可 能 と され て い る か らで あ る 。

(7)MichaelTheunissen,Wetterstur'm.andStille.UberdieWeltdeutung

Schelersandihr[TerhaltniszumSeinsdenken,in:MaxSchelerim

GegenwartsgeschehenderPhilosophie,Bern,1975,S.101f.

(8)MichaelTheunissen,op.cit.,S.96f.

(9)AlfredSchutz,CollectedPapersI,1973,S.171f.

(10)こ れ に価 値 認 識 の 領 域 で 対 応 す る も の が 先 に 触 れ 准Ethosで あ る.

(11)MartinHeidegger,SeinandZeit,13Auf1.,1976,S.152f.

(12)ibid.

(13)ibid.

(14)こ の 点 か らす れ ば,ガ ー ダ マ ー が,歴 史 科 学 の進 歩 に よ っ て 伝 統 の 強 制 力 は

弱 ま る とい う 『宇 宙 に お け る人 間 の地 位 』 で の シ ェ ー ラー の 言 明(G.W。Bd.

工X,S.26)を 批 判 し て い るの は も っ と も で あ る よ う に も思 わ れ る 。(H。 。G.

Gadamer,WahrheitandMethode,4Aufl.,S。267.Anm.)し か し,

シ ェ ー ラ ー は 伝 統 の 力 が そ れ 自体 と し て 悪 シ キ物 で あ る と考 え て い た わ け で は

な く,ま た 歴 史 科 学 が何 物 に も依 存 し な い と考 え て い た わ け で も な い の で あ る。

シ ェ ー ラ ー に と っ て も,歴 史 科 学 の 出 発 点 の 背 後 に あ る もの が 問 題 な の で あ る。

(Vgl.G.V.BdoIX,S.78)

(15)シ ェ ー ラーg)言 う経 験 が い わ ゆ る 「閉 じた 」も の で は な い か と い う批 判 に 対

し て は,晩 年 の 『哲 学 的 世 界 観 』 に お け る シ ェ ー ラ ー 自身 の 次 の よ うな 言 明 を

指 摘 し て お くに と ど め た い 。

「人 間 は,そ れ 自身 で存 し て い る か,あ る い は 創 造 以 前 に既 に神 の うち で 存 在

し て し まっ て い る 『理 念 界 』,『 摂 理 』 を 模 写 す る も の で は な い … … 。」(G.W,

Bd.IX>S.83.)

(16)H.一G.Gadamer,op.cit.,S.338.

(17)シ ェ ー ラ ー に お け る情 緒 的 な る も の は,一 般 的 に こ の よ う な 媒 介 者 と して の

役 割 を担 っ て い る と思 わ れ る 。 例 え ば 「差 恥 」は 人 格 と生 命 の 接 触 す る場 所 で

あ る.と言 わ れ て い る 。(VgL,G.W.Bd.X,S.67.)

(み ず た に ま さひ こ 博 士 後 期 課 程2回 生)
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