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はじめに

｢啓蒙 と は ､ 人間 が 自分 の 未成熟状態 か ら抜

け 出 る こ と で あ る ｡ と こ ろ で こ の 状態 は ､ 人 間

が 自 ら 招 い た も の で あ る か ら ､ 彼自身 に そ の 責

め が あ る ｡ 未成熟 と は
､ 他∧の 指導 が な け れ ば

､

自分自身 の 悟性 を 使用 し え な い 状 態 で あ る｣

( K a n t 1 9 73 : 1 6 9) .

文 ｢ 啓蒙 と は 何 か｣ の 冒頭 で ､ カ ン ト は 啓蒙 を こ

の よ う に 規定 し た ｡ こ こ に 見 て 取 る こ と の で き る

図式 ､ す な わ ち他律的 な 未成熟状態たあ る 者 を 自

律的 な 成熟状態 へ と 発展 的 に 導く と い う図式 は ､

近代教育学 が 自 ら の 基礎 に 据 え て き た も の で もあ

る ｡

も ち ろ ん ､ こ の 図式 に 対 し て は ､ すぐさ ま い く

つ か の 疑問 が 浮 か ぶ ｡ 啓蒙 さ れ て い る と い う 自己

理 解､ な い し は 自 ら の 悟性使用 が 適切 で あ る と い

う 自己理 解 は い か に 正当化 さ れ る の か ｡ あ る い は ､

よ く知 ら れ て い る よ う に ､ 1 7 84 年 に 発表 し た 論 ~ 他人 を 未成熟 と み な し ､ 指導的 に 介入 し よ う と す
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る 態度 は い か に 正当化 さ れ る の か .
,

.
こ れ ら は､ 大

人 と 子 ど も の 間 の 教育的 な 関係 の 場 に お い て も､

ま た 広く は 近代化 を 先進的 に 成 し遂 げ た国と.後発

的 に 達 成 し つ つ あ る 国 と の 間 に お い て も､ 実 際 に -

と り わ け啓蒙 さ れ る側 か ら 一提出 さ れ て い る疑 問

で あ る｡ と り わ け ､ 啓蒙 の 名 に お い て な さ れ る 指

導的介入 の た め に
､

そ れ ま で に 存在 し て い た 自然

や 文化 が 破壊 さ れ ､ 約束 さ れ た 幸福 が も た ら さ れ

な い よ う な 場合 に は ､ J.

こ の 疑問 は切実 な も の と な

る｡

啓蒙 さ れ て い る と い う 自 ら の 自己 理 解 を ､ 再 び

自 己自身 で 正 当化す る と す れ ば ､ そ れ は 単 な る循

環論法 に 終 わ っ て し ま う ｡ 同様 の 理解 を も つ 他人

,A
, ら.の 正 当化 を あ て に し よ う と す れ ばく 今度 は そ

の 他人 も含 め た 自分 た ち の 自 己理 解 は 何 に よ っ て

正当化 さ れ る の か ､ を 考 え な け叫ゴな ら な いh
. ま

し て や ､ 啓蒙 さ れ る 側 か ら
.
め正当化 を 期待す る こ

と は - そ の た め の 判断力を も ち あ わ せ な い こ と が

未成熟 と い う こ と な の だ か ら 一不可能 で あ る ｡

啓蒙 に 内在す る こ̀ の 問題 ゆ え に ､ J .

- F .

L
リ オ タ ー

ル に 代表 さ れ る ポ ス ト モ ダ ン 思想 は､ 近代 に お け

′ る啓蒙 の 理 念 に 対 し て 懐疑 的 な 立場 を 取 る ｡ そ し

て
､ 啓蒙 さ れ た唯

一

普遍 の 主体 の あ り 方 で は な く ､

む し ろ 相互 に 異質 な 他者 ど う し に よ る 闘争的な関

係 を 政治 ､ 社会 の 基礎 に 置く ｡ こ れ に 対 し て
､ 他

者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を 通 し た 合意形成 の な

か に 正当化 の 根拠 を 求 め
､

留保 っ き で は あ れ 啓蒙

の 理念 を擁護 し よ う と す る の が J ノ ､ - パ ー マ ス で

あ 右｡ 自他 の 異質性 と 多様性 ､
そ し て 闘争 的 な 関

係 を 過度 に 強調する こ と は ､ 社会的連帯 の 構築 よ

り も解体 を 招 き か ね な い か ら で あ る
1 )

0

と こ ろ が ､
- ー パ ー マ ス と も､

そ し て ポ ス ト モ

ダ ン 思想 と も異 な り ､ 他者性 を 引 き 合 い に 出す こ

と な く 現代 に お け る 啓蒙 の 意義 を 探究 し た 思想家

が い る ｡ M .
フ ー

コ
ー が そ の 人 で あ 声｡ フ

⊥
コ

ー

は そ の 最晩年 に
､

ハ
ー バ ー･ 7 ス と 同 じ よ うた カ ン

ト の 小論
､

｢ 啓蒙 と は 何 か｣ を 主要な 研究主題 の ひ

と つ と し た が
､

そ こ か ら 導 き 出 さ れ た の は ハ
ー バ ー

マ ス と は 正反対 の 啓蒙 理 解 で あ っ た .
ハ ー バ ー マ

ス の 最大 の 論敵 の ひ と り で も あ る フ
ー

コ
ー

に お い

て
､】啓蒙 が ど の よ う に 捉 え ら れ て い る の か

､
- ｣

パ ー マ ス と の 対立点 は 何 に 起因 し､ そ し て そ の こ

と-は人間形成論的 に 見て ど の よ う な 意味 を も つ の

か ｡ 本論 で は こ の 点 に
一
ち い て 考 え た い ｡

7
_

-

コ
-

の 啓蒙 理 解 は
.

､

一

般 に 私的 な ｢ 自己 の

自 己 自身 に 対 す る 関 係｣ の 次 元 で 考 え ら れ て い る

が
2 )

､
そ こ に は や は り 自 己 と 他者 の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 的 な 関係 - し か も リ オ タ ー ル に お け る 闘争

的 な 関係 と も - ー パ ー マ ス に お け る 合意形成的 な

関係 と も異 な る 関係 - が 前提 と な っ て い る と 考 え

ら れ る ｡ そ の 相 違 の な か に ､ 近代 的 な 人間形成

(未成熟 な 者 に 対する啓蒙的 ､ 目的論的 な 形成)

の イ メ̀
- ジ と は 異 な っ た 人間形成 の イ メ

ー ジ を ど

の よ う に 見 て 取 る こ
ーと

が で き る の か を 探 り た い
.
と

思 う ｡

Ⅰ .

一カン ト ｢啓蒙とは何か｣

①啓蒙の条件と時代状況

-
相反す る 理 解 が そ こ か ら導 か t t た T 啓蒙 と は何

か｣ といぅ テ ク ス ト

ー

は
､

そ もそ も ど の よ う な 内容､

そ し て 問題 を 含 ん で い る の か占 ま ず最初 に そ の 要

点 を 確認 し て お き た い . テ ク ス ト の 主題 と な･

T ' て

い る の は ､ 啓蒙 を 可能 に す る 条件 と は何 か｣ そ の

条件 と 当時 の 政治状況 と は ど の よ う に か か わ る の

か
､

で あ る
3 )

｡

ま ず､ 啓蒙 の 条件 に つ い て
､

カ ン ト は個人 の 場

合 と 公衆 の 場合を区別す る｡ そ し て ､ 個人の 成熟

は､ 本人 の 怠惰 と 臆病 ､
お よ び そ れ を嘩強す る 後

見人 の 配慮 の た め に 困簸で あ
_
る の に 対 し ､ 公衆 の

啓蒙 は む し ろ 容易 で あ る と い う ｡ 公衆 の 啓蒙 に 必

要 と な る 条件 と･ は､ 少数.
の 啓蒙 さ れ た個人 の 存在､

そ し て 理性 の 公的使用 の 自由 で あ る ｡ 理性 の 私的

使用 と 公的使用 と い う 奇妙 な 区別 を 説明す る た め

に カ ン ト が 挙げ る の が
､ 次 の 有名 な 例 で あ る

~
｡

｢ こ こ で 私 が 理 性 の 公的使 用と.

い う の は ､ あ

る 人 が 学者 と し て
､

一

般 の 読者全体 の 前 で 彼自

身 の 理 性 を 使用す る こ と を 指 し て い る ｡ ま た 私

が 理 性 の 私的使用 と い う の は こ う で あ る 一公民

と し て あ る 地位もしく は 公職 に 任 ぜ ら れ て い る

人 は､ そ の 立場 に お い て の み 彼自身 の 理 性 を 使
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用 す る こ と が 許 さ れ る ､
こ の よ う な 使用 の 仕方

が､ す な わ ち 理 性 の 私的使用 な の で あ る
q

･ ･ ･

上 官 か ら､ 何 か あ る こ と を 為 せ
､

と 命 じ ら れ た

将校 が
､ 勤務中 に

｡
も か か わ ら ず そ の 命令 が 適切

で あ る
＼

か ど う か ､ あ る い は 有効 で あ る か ど う か

な ど と あ か ら さ ま に 議論 し よ う と す る な ら
､

そ

れ は 甚 だ 有害 で あ ろ う ー彼 は あ く ま で 服従 し な

け れ ば な ら な い
｡ し か し彼 が 学者 と し て ､ 軍務

に お け る 欠陥 に つ い て 所見 を 述 べ
､ ま た こ れ ら

の 所見 を 公衆
一

般 の 批判 に 供す る こ と を 禁 じ る

の は 不当 で あ る｣ ( K a n t 1 97 3 : 1 71)

理 性 の 私的使用 は ､ 現実 の 共同体 の 公益 の た め

に 制限 さ れ う る ｡ そ の 場合､ 自由 な 議論 は 許 さ れ

て お ら ず､ 服従 あ る の み で あ る ｡
こ れ に 対し ､ 現

実 の 立場 を離 れ た 自由 な 議論 こ そ ､ 公衆 の 啓蒙 を

促進す る 条件 と な る ｡

次 に
､

こ の よ う な 啓蒙 の 条件 と 当時 の 政治状iR･

と の 関係 に つ い て
､

カ ン ト は
､ 同時代 は ｢啓蒙 さ

れ た 時代｣ で は な い が ｢ 啓蒙 p 時代｣ で あ る と
.
い

!

う ｡ そ の こ と は ､ 当時甲政治的統治 の 原 理 を 示 し

た 次 の 標語 に 表 さ れ て い る ｡ ｢ 君 た ち は い く ら で

も､ ま た何 ご と に つ い て も､ 意 の ま ま に 議論 せ よ
､

た だ し 服従 せ よ ! ｣ (I bid ∴ 1 75) ｡ す な わ ち ､ 君

主 で あ る フ リ ー ド
I

T) ヒ ニ 世 は 自身 が 啓蒙 さ れ た 人

物 で あ り
､

ま た 国家 の 安寧 を保障 で き る軍 隊を保

持 し て い る が ゆ え･に ､ 公衆 に 議論
■
の 自 由を 与 え 啓

蒙を促進す る と 同時 に ､ 彼 が 制定す る 法律 へ の 服

従 を 要求す る こ と が で き る ｡ こ う し た 政治形 態 こ

そ
､
｢ 啓蒙 さ れ た 時代｣ が 出現 す る た め･の 前提条

件 だ と カ ン

､

ト は 考 え る の
i
E

t

あ る｡

服従 が 理 性甲公的使用 の 自 由の 条件 と な る
､

と

い う 言 い 方 は奇妙 で あ る｡ し か し カ ン ト は ､ そ の

よ う な 制限 の も と で 初 め て ､ ｢ 自 由 に 思考 し よ う

と す る心 的傾 向 と 使命感｣ (I bid .: 1 7 6)
ー
が 個 人 の

な か に 生 ま れ る の だ ､ と い う ｡ 自由 に 思考 し ､ 行

動､ し よ う と す る 公衆 の 意志 と 立法意志 と の
一

致 こ

そ ､ ｢ 啓蒙 の 時代｣ の 特徴 に は か な ら な い ｡ テ ク

ス ト は 次 の よ う な 言葉 で 結 ば れ て い る ｡ ( そ の 使

命感 は) ｢ 徐々 に 人 々 の 意識 ( こ れ に よ っ て 人 々

は ､ 次第 に唱 由 に行動す る こ と が で き る よ う に な

る) に 作用 を 及 ぼ し､ つ い に は統治 の 原則 に す ら

影響 を 与 え る の で あ る ｡ す る と 政府も､ 今 で は 機

械 以 上 の 存在 で あ る と こ ろ の 人間 を
､

そ の 品位 に

ふ さ わ し く 過す る こ と こ そ 政府自身 に と っ て 有利

で あ る こ と が わ か る よ う に な る の で あ る｣ (Ib id .)

②啓蒙の両義性

現実 の 共 同体 の ｢ 員 と し て 理 性 を 私的 に 使用す

る 個人 は､
い わ ば 共 同体 に と っ て の 機械 で あ り道

具 で あ る｡ こ れ に 対 し て ､ 個人 が 成熟 し､ 現実 の

共同体 の あ り方一最終 的 に は そ の 政治的 な 統治形

態- を 反省 し､ そ れ に つ い て 自由 に 議論す る こ と

が で き る場合 に 初 め て ､ 理 想的 な ｢ 目的 の 王国｣

が 実現す る ｡ - こ の よ う な 議論 に は ､ し か し な が

ら､
は か ら ずも両義性 が 含 ま れ て い た ｡ オ

ー

ウ ェ

ン に よ れ ば ､ そ れ は カ ン ト に よ っ て 区別 さ れ た 叡

知界/ 現象界 の 二 元論 に端を発 し て い る ( オ ⊥
ウ ェ

ン 2 00 2 : 17ff .) ｡

す な わ ち
､

カ ン ト は
､

テ ク ス ト の 最初 で 啓蒙 を

広 く 成熟 と 同
一

視 し
､ 自 己 自身 の 悟性 に 従 っ て 行

為す る 能力 と し て 規定す る が
､ 結末 の 部分 で は 啓

蒙を狭く道徳的自律 と 同
一

視 し ､ 道徳法則 の 理 性

的 な 召 己立法 と し
.

て 規定す る ｡
こ れ は ､

カ ン ト が

仮象 の 現象界 と し て の 理 論理性 の 領域 と ､ 物自体

ゐ叡知界 と し て の 実践理性 の 領域 を 区別 し た上 で ､

理論 理 性 の 領域 が 自然法則 に 規定 さ れ る の と 同 じ

よ う に 実践 理 性 の 領域 は道徳法則 に 支配 さ れ る と

考え ､ 自己自身の 意志を指 向す る こ と と 道徳法則

を指向す る と と を同
一

視 し た
､

と い う文脈 の な か

で 捉 え る こ と が で き る｡

し か し な が ら､ 歴史的 ､ 経験的 に 条件 づ け ら れ

た 現実 の な か で 道徳的 に 行為 し よ う と すれ ば
､

一

方 で は 理 性 は そ の 経験的現実 を 捉 え る た め に 現実

の 外部 に 超歴史的 に 措定 さ れ る も の で な け れ ば な

ら な く な る ｡ け れ ど も他方 で は ､ 理 性 は そ の 経験

的現実 を 道徳法 に 支配 さ れ た 自由 の 領域 へ と 変化

さ せ て い く
~も の で も な け れ ば な ら な い ( つ ま り理

性 は 歴史 を も つ もの で な け れ ば な ら な い) の で あ

る ｡

人間 を 自由 な 存在 で は な く機械 や 道具 と 同類 と

み な す決定論 ､
な ら び に 道徳を現実 の 幸福 や 快楽

と い う 目的 か ら規定す る 目的論的 な 道徳論 を 克服

-
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し ､ 自由 と い う 人間 の 条件 を 叡知界 と 現象界 と い

う 二 元論 の 導入 に よ っ て 基礎づ け よ う と し た カ ン

ト は ､ は か ら ず も因果性 の ア ン チ ノ ミ
ー･ と 同型 の

ア ン チ ノ ミ
ー

に 陥 る こ と に な っ た . そ し て そ こ
'
b ゝ

ら
､

- - ゲ ル に よ る 自由と決定 の 弁証法 の み な ら

ず ､
ニ

ー

チ ェ に よ る 自由 と 必然 の 闘争主義も生 ま

れ る こ と に な っ た の で あ る ｡

Ⅱ. フ ー コ ー の啓蒙理解

①差異概念 としての啓蒙

周知 の ご と く ､ ア
ー

コ r
-

は 初期 の 代表作 で あ る

『言葉 と 物』 (1 9 66 年) に お い て カ ン ト に み ら れ る

人 間主義 を 批 判 し た ( フ
ー

コ
ー 19 7 4

, 与 り わ け

第 9 章 ､ . 第1 0 章) ｡ 九 ン ト は ､
そ の 理 性批判 の 作

業 に よ っ て 人 間理 性 の 限界 を指示 し た が
､ そ れ は

同時 に ､ 神 な き後 の世界 に お け る 諸学 問 の∧間主

義 を 規定す る こ と
■

に も な っ た ｡ そ し て ､

･ そ の 諸学

問.( 人文諸科学)･ は ､ 人 間 の 起源 に つ い て の 問 い

を 立 て る代 わ り
.
に 実体 と し て の 人間 の 本 質を追究

し
､

そ れ に 合致 し な い 者 の 排除 ､ 抑圧 を 生 み 出す

結果 を 招 い た の で . あ る . け れ ど も フ ー コ ー は ､

1 98 3 年 に 行 な っ た 二 つ の 講義. (｢ カ ン ト に つ い て

の 講義｣ お よ び ｢ 啓蒙 と は何 か｣ )
し

の一な か で ､
カ

ン'ト の ｢ 啓蒙 と 時何 か｣ が も つ も う ひ と っ の 意義

に 光 を 当 て た . す な わ ち
､

カ ン ト は そ の 論文 で ､

｢ 哲学 的考察 の 場 に ま っ た く新 し い タ イ プ
.
の 問 い

を 出現 さ せ｣- ( フ ー コ ー
ー
2 oo 2b : 1 7 2) た と 理 解

す る の で あ る ｡ そ の 間 い と は､ ｢ 現在 に つ い て の

問 い
† 現実 a c t u alit e に つ い て の 問 い ｣ (I bid . :

1 7 3) で あ る ｡

フ ー

コ
ー に よ れ ば､ カ ン ト が そ の 論文 で 示 そ う

と し て い る の は､ 発展図式 を 前提 と し た 段階概念

な い し は.時代概念 と し て の 啓蒙 で は な く ､ 差異 に

か か わ る 概念 と し て の 啓蒙 で あ っ た ｡ ｢ カ ン ト は
､

ひ と っ の 全体 や ､ 将来 の 成就 か ら 出発 し て ､
. < 現

在 > を 理 解 し よ う と は し な い ｡ 彼 は < 今 日 > は
､

< 昨 日.
> に た い し て ､

い か な る 差異 を 導入す る も

の な の か
､

ひ と つ の 差異 を求 め る の で あ る｣ ( フ
-

=
- 20 02 a : 6) .

段 階概念･な い し は 時代概念 と し て 啓蒙 を 捉 え る

な ら ば ､ 未成熟状態 は
､

そ こ か ら 一 旦抜 け 出 て し

ま え ば 消 え 去 っ て し ま う･｡ 成熟状態 こ そ 価値 を も

つ の あ り ､ 未成熟状態 は せ い ぜ い 成熟状態 の 前提

と し て の 消極 的 な 役割 を 果 た す に す ぎ な い
｡ こ れ

に 対 し て
､ 差異 に か か わ る 概念 と し て 啓蒙 を 捉 え

る な ら ば ､ 未成熟状態 か ら 安定 的､ 恒常的な 成熟

状態 へ と 抜 け出 る こ と
､

は あり え な い
｡ 達成 さ れ た

よ う に み え る 成熟も､
･･ つ ね に 新 し い 未成熟状態 の

始 ま
･

り か も し れ な い の で あ るb 現在 の 自己を っ ね

に 問 い 直 し ､
つ ね に 新 し い 自己 の あ り 方を創出す

る 過程 と し て 啓蒙 を 捉 え る こ と - そ れ は 決 し て 弁

証法的発展 と し て は 理 解 さ れ な い - ､ こ れ が フ
ー

コ
ー の 示す啓蒙 理 解 で あ るこ

フ
ー

コ
ー

に よ れ ば ､ 現在 に 対 す る こ の よ う な 態

度 こ そ 近代 の 人 間像 の 特徴 で あ り ､ そ れ は例 え ば

ボ ー

ド レ ー ル に お い て 典型的 に 示 さ れ そ い る ( フ
ー

コ
ー

20 0 2 a : 1 2f .) o け れ ど も フ
ー

コ
ー は ､

- i

パ ー

マ ス の よ う に ､ こ の よ う な 自 己反省 の 態度 を

人 間主義的 に錘解 し よ う と は し な い .
ハ ー バ ー マ

ス は ､ 芸術 を 科学 ､ . 法 - 道徳 と 並ん で
､ 近代 に お

い て 確立 さ れ た 価値領域 の ひ と つ に 割り振 る ｡ そ

し て そ れ ぞ れ の 領域 に お け る 制度化 さ れ た 専門文

化 と 日 常的 な 生活実践 と の 帝離 ､ 専門文化 に羊る

日 常実践 の 抑圧 を 批判 し
､ 両者 の 往還 関係 を 構築

す る こ と で 解放 と 啓蒙 を 推進 し よ う と す る ｡
'そ の

プ ロ セ ス の 原動力 が ､ 自律 し た 主体 の 問 の 相互行

為 で あ る コ

/

s ユ ニ ケ
ー

シ ョ ン 的行為 で あ る ｡ フ
⊥

コ ー が 疑 問視す る の は
､

ま さ に そ の 解放 さ れ 自律

し た 主体 と い う 想定 で あ る ｡ 18 世紀以降 ､ 人間は

神&=

.
代 わ っ て 自 ら す べ て を 対象化 し て 批判 し

､ 真

理 の 探究 を通 し て 進歩 す る こ と が 可能 に な っ た -

こ の よ う な 人間像 は は た し て 何の 留保 も な く主張

し う る も
r

o な の か .
- - パ ー マ ス は､ 人間 の コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 自体 の な か に 合意 と 真 理 と い う
.
目 的

が 内在 し て い る と 主 張す る が ( H a b e r m a s 19 8 1
,

B d .1 : 38 7) ､ そ れ は 証 明す べ き当の も の を あ ら

か じ め 前提 と し た 説明 で あ り､ 人間主義 の 正当性

の 根拠 づ け と は な っ て い な い の でiまな い か .

･ フ
ー

コ
ー

に よ れ ば ､ 課題 と す べ き は
､ 人間主義

の 立場 に 立 っ て 権力 か ら 自由 な コ ミ ュ キ ケ - シ ョ

ン の あ り 方 を 提示す る こ と な ど で&よな く ､ 人間主

義そ れ 自体 が 意図 さ れ ざ る 大 が か り な 排除 と 抑圧
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啓蒙 を め ぐ る - - パ ー

マ ス と フ
ー

コ
ー

を 生 み 出す権力 と な りう る こ と を正 し く認識 し た

上 で ､ 権力 の 作用 を 最小 限 に と ど め る 方途 を 探 る

こ と で あ る ｡ ｢ 知 の 自律性 と そ の 権威性 に お い て

現 れ て く る 永続 的 な プ ロ セ ス｣ と し て の 啓蒙､ そ

う し た ｢ 啓蒙 の 遺産 が 生 々 と ､ 少 し も損 な わ れ る

こ と な く 守 ら れ る こ阜を 望 む 人 々 の 信m] JL ､ は そ の

ま ま に し て お き ま し ょ う｣ と フ ー

コ
ー が 述 べ る 時

( フ
ー

コ
ー 2 0 02 b : 1 82) ､

そ の 念 頭 に ハ
- バ

_
-

マ

ス が 浮 か ん で い た こ と は 想像 に轟く な い ｡ 与れ に

続 け て フ
-

ヲ
ー は 次 の よ う に 述 べ て い る o ｢ 保存

し な け れ ば ならな い の は啓蒙 の 残余 で は な い の で

す｡

■

思 考 さ れ な けれ ば な ら な い も の と し て ､ つ ね

に 精神 の う ち に 現前 さ せ ､
つ ね に 保 ち 続 け な け れ

ば な ら な い の は ､ こ の 出来事 ､ そ し てそ屯意 味 に

対す る 問い一普遍的 な も の に つ い て の 思考の 歴史

性 に 対す る 問 い - な の で す｣ (I bid .) 0

②自己自身に対する実践として の啓蒙

こ の 課題 に 対 し て フ
ー

コ
ー

は ､ 現在 の 由来 を 明

ら か に す る 考古学的 ア プ ロ
ー チ

､
さ ら に は現在 と

い う 規準自体 の 偶然性 を 明 ら か に す る 系譜学 的 ア

ブ t?
-

チ に よ っ て 臨 ん だ ｡ そ し て ､ 最晩年 の 『性

の 歴史』 第 二 巻 (1 98 4 年) な らび に 第 三 巻 (同)

で は ､
カ ン ト が ｢ 啓蒙 と は 何 か｣ で 示 し た 自 己 反

省 の 可能 な 様態 が ､ 古代 ギ リ シ ャ
･

こ

ロ
ー

マ の 人 々

の 生活実践 の な か に 求 め ら れ る ｡ そ の 生活実践 の

規準 と さ れ た の は ､ 外部か ら 主体を規制す る 道徳

的 な 規範 と の 関係 で は な く ､ 自己自身 の 生 に 対す

る 主体 の 関係 で あ っ

J
T= o

.
こ の よ うな 生活実践を フ

ー

コ
ー は ｢ 生存 の 技法｣ あ る い は ｢生存 の 美学｣ と

名 づ け ､ 次 の よ う に 説明す る ｡

｢ そ れ は 熟慮 や 意志 に も と づ く･ 実践 で あ る と

解 さ れ な け れ ば な ら ず ､
そ の 実践 に よ っ て人 々

は ､ 自分 に 行為 の 規則を 定 め る だ け で な く
､ 自

分自身 を 変容 し､ 個別め存在 と し て 自分 を 変 え

よ う と 努力し ､ 自己 の 生 を
､

あ る 種 の 美的 な価

値 を に なう
､

ま た あ る 種 の 様式基準 に 応 じ る ひ

と っ の 営 み と化 そ- う と努力す る
.
の で あ る｣ ( フ ー

コ
ー 19 8 6 : 18) ｡

例 え ば ､ 古代 ギ リ シ ャ の 性道徳 に つ い て み れ ば ､

外面的 に は 後 の キ リ ス ト 教道徳 と 同 じ よ う に 禁欲

や 節制 が 重視 さ れ て い る｡ し か し そ れ は ､ 性的 な

もの阜悪 と み な し ､. 個 ･々
.
人 に 自戒 を 迫 る 規範 の ゆ

え で は な く ､ 自己自身 の 固有 の 生き方 を 創造す る

た め の ひ と つ の 技法 な の だ っ た ｡ 古代 ギ リ シ ャ に

お け る性行動 ( ア ラ ロ デ ィ ジ ア)
1

は､ そ れ 自体道

徳的 な 実践 の 領域 と し て 理 解 さ れ て い た ｡. そ れ は
､

性行動 の ｢節度 と 時機､ 量 と 好機 を 旨 と す る 戦略｣

が そ こ で 用 い ら れ た た め で あ る が
､
｢ そ の 使用 が

目指す目標 は ､ そ の 完成 の 頂点 と し て の
､
- そ の 終

局 と し て の ､ 完全 な 自 己統御｣ で あ り ､ ｢ 自己自

身 を 統御 し て い る こ の 主体 の 設定 に 含 ま れ る厳格

さ の 要請 は ､ 各人 が ､ そ し て 万人 が し た が わ ね ば

な ら な い よ う な ､ 何 ら か の 法 の 形 と し て は現 れ｣

ず ､ ｢ む し ろ ､ 自分 の 生 に可能 な か ぎ り の 最 も美

し い ､ 最 も完聖 な 形 を 与 え た い と 望 む 人 々 に と っ

て ､ 行為 の 様式化 の ひ と っ の 原則 と し て 提示 さ れ

て｣ (I bid . : 3 1 9) い た の で あ る ｡ そ こ で 問題･t

さ れ7 = の は ､ キ リ ス ト教道徳 に み ら れ る よ う な 性

そ の も の の 抑圧 で は な く ､ 自 己自身 に 対す る 考 え

抜 か れ た 実践 で あ る ｡ そ し て そ の 限 り で は快楽 も

ま た 忌避 さ れ る も の で は な く 活用 さ れ る べ き も の

だ っ た の で あ る ｡

｢ 自己自身 を 統御｣ し て 行為す る と は ､ す な わ

ち ｢他人 め 指導｣ な し に 行為する こ と で あ り ､
こ

れ は ま さ しく カ ン ト の い う 啓蒙 に は か な ら な い ｡

し か も､ ど の 程度 が 自ら の 節度 (理想) な の か は

普遍的 な 規範 に よ っ て あ ら か じ め 一

律 に 規定 さ れ

て い る わけ で は な く､ 自己自身が自らを作り上 げ

て い く過程､ 現在 の 差異化 と 白
~
己反省 の な か で そ

の つ ど 定 め ら れ る ｡ フ
ー

コ
ー は ､ カ ン ト に な ら っ

て 自 ら ｢普遍 的 な も の に つ い て の 思考 の 歴史性 に

対 す る 問 い｣ に 取 り 組 み ､
そ の 結果 ､ 近代的 な 人

間像 の 普遍性 の 想定 を 相対化 し う る 主体化 の 様式

が ､ 1 9世紀 の ボ
ー

ド レ
ー ル や1 7 世紀 に カ ン ト が 立

て た 問 い に は る か に 先立 っ て ､ 歴史 の な か に あ り

え た こ と を 示 し た の だ っ た ｡
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Ⅱ
. 主体と倫理

① コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 倫 理 - ハ ー バ
ー

マ ス

- ー パ ー

マ ス の フ ー

コ
ー 批 判 は､ 直接 に は 『近

代 の 哲学 的 デ ィ ス ク ル ス 』 (1 9 85 年) に お い て 展

開 さ れ て い る ｡ 批判 は ､ フ
ー

コ
ー

の ア プ ロ
ー

チ に

含ま れ る次 の よ う な 性格 に 向 け ら れ て い た｡ ｢( 1 )

意図 せ ざ る 現在中心主義 - すな わ ち ､ 記述者 が 出

発点 と す る 現在 の 状況 に 拘束 さ れ ､ 歴史記述 が ､

意図 し な い ま ま に 現在 を 中'L ､ に 置く立場 を と っ て

･し ま う こ と ､ ( 2 ) 不可避 の 相対主義
-

す な わ ち ､

そ の よ う に 現在 に 結 び つ い た 分析 が､ そ? つ ど の

コ ン テ ク ス ト に 依存 し た 実践的 な 企 て と し て し か

理 解 さ れ な い た め
､ 不可避 の 相対主義 に 陥 っ て し

ま う こ と ､ ( 3 ) 窓意
~
的 な 党派性 - そ の 批判 が

､

自 ら の 規範 的土台 を 排 除 し え な い た め に ､ あ る 特

定 の 党派的 な 立場 を 慈意的 に 採 ら ざ る を え な い は

め に 陥 る =
.

と｣ ( H a b e r m a s 1 9 8 5 : 32 5) ｡ 理 性批

判 と 権力批判 を 徹底す る な ら ば ､ そ の 批判 と い う

作業自体 を も正当化す る こ と も
■

で き な く な り､ 結

果的 に 自己矛盾 や 相対主義 に 陥 っ て し ま う の で は

な い か
､

と い う の が ハ ー バ ー マ ス に よ･ る 批判 の 要

旨 で あ っ た ｡

こ の よ う な 批判 の 視座 は
､

1 9白4 年 ､
フ ー

コ
- の

死 に 臨 ん で 著 さ れ た 追悼論文 ｢ 現代 の JL ､ 臓 に 打 ち

込 ま れ た 矢 と と も に｣ に お い て も変 わ っ て い な い o

そ の 論文 に お い て ハ ー バ ー マ ス は ､ ｢ 啓蒙 の 伝統

に つ ら な る思想家 と し て の
-

7
- コ ー の 自 己理 解 は､

ま さ に こ の 近代 の 知 の 形式 に 対す る- そ れ ま で の 彼

の 見 ま が い よ う の な い 批判 と､

~
い っ た い ど の よ う

に 調和す る の だ ろ う か｣ ( Ⅲa b e r m a s 1 9 84 :■1 29) ､

と 疑 問 を 呈 し た 後 で ､ ｢ フ
ー

コ
ー は ､ ア ク チ ュ ア

リ テ ィ に よ っ て 傷 つ い た 権力批判 を 真理 の 分析論

と 対立 さ せ た が
､

こ の 対立 の た め に ､ 前者 が 後者

か ら借り て こ な け れ ば な ら な い は ず の 規範的基準

が 失 わ れ て し ま い
､ そ の た め に 矛盾 に 巻き込 ま れ

た｣ (Ibid . : 13 1) ､

-

t 結 論 づ け て い る ｡ モ ノ ロ
-

グ 的 な 主体 の 自己反省 か ら は 社会批判 の 正 当 な 根

拠 を得 る こ とが で き な い - こ う し た 認識中ら､
ハ ー

バ ー マ ス は
､

そ の 根拠 を コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 的行

為 と い う 相互行為 に 求 め た の で あ る ｡

た しカ; に ハ ー バ
丁 マ ス も ま た

､
美的近代 - フ ｣

コ
- が 注目 し た ま さ に そ の ボ

ー

ド レ ー ル や ア ヴ ァ

ン ギ ャ ル ド 芸 術 - の も つ 反 省 的 ､ 批 判 的 な 態 度 の

も っ 可能性 に 注目す る｡ 近代 を ｢ 未完 の プ ロ ジ ェ

ク ト｣ と 特徴 づ け た 名高 し
.

､ 講演 に お い て も ､ 論 じ

ら れ て い た の は ､ 近代 の 自然科学的 ､ 社会的側面

で は な く ､ 美的近代 で あ っ た ( H a b e r m a s 1 9 80) 0

け れ ど も ハ ー バ ー マ ス は ､ あく ま で も美的近 代

(芸術) の 可能性 を 近代 の 合理性 め ひ と つ の 局 面

と し て 位置 づ け る ｡ な ぜ な ら そ の 可能性 に 全面的

に 依拠 し て 近代 の 諸問題 を 打開 し よ う と す る こ と

は ､ 自己矛盾や 相対主義 に 行き着 い て し ま う か ら

で あ る｡

し た が っ て ハ ー バ ー マ ス は ､
い か な る 種類 の 合

理 性 も コ ミ ュ ニ ケ ⊥
シ ョ ン 的行為 と い う 包括的 な

枠組 み に 根拠 を も つ と 考 え る ｡ 道徳 の 根拠 も ま た
､

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的行為 り な か に 求 め･ ら れ な け

れ ば な ら な い ｡ 価値 の 多元性 を 条件 と す る 現代社

会 で は ､ 実質 的 に 正 し い 行為規範 を ひ と つ に 決定

す る こ と は不可能 で あ り ､
そ の つ ど 状況可変的 に

決定 し て い か な け れば な ら な い ｡

､
し か し

~
そ れ を 決

定す る コ ミ ュ ニ ケ -

㍗
- ヨ ン と い う 手続き自体 は 一

暴 力的 な 手段 を 回避 し よ う と す る 以上一普遍的 な

妥 当性 を も つ も の と 見 な さ れ な け れ ば な ら な い
｡

こ う し た 手続 き を と れ る こ と こ そ､ 啓蒙 さ れ た 自

律的 な 主体 の 証左 な の で あ る ｡
- - パ ー マ ス は次

の よ う に 言 う ｡

｢ 合理性 と い う 語 を ､ 私 た ち は ま ず､ 言語能

力 と 行為能力 を 備 え た 主体 が
､ 誤 りであ る こ と

も あ り う る知識 を 習得 し
､ . 使用す る性 向 に 与 え

る ｡

.
･ ･ ･ コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ

.
ン 的 理 性 は ､ そ の

基準 を ､ 命題 の 真 理 性 ､ 規範 の 正当性 ､ 主観 o
一

誠実性1 そ し て 美的 な 整合性 の 要求を､ 直接あ

る い は 間接 に 実現 し よ う と す る ､ 論証 の 手続 き

に 求 め る の だ｣ ( E a b e r m a s 1 9 85 : 3 66) 0

②自己へ の配慮として の倫理 -

フ
ー コ ー

も っ と も ､
フ

-

コ
' - は

､

- ー パ ー

マ ス が 考 え る

よ う に
､ 権力作用 の 及 ば な い 地点 に 立 っ て

､
あ る
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啓蒙 を め ぐ る ハ ー バ ー

マ ス と フ
ー

コ
ー

い は現在 と い う･時点を不動の 基準 と し て ､ 理 性批

判 ､ 権力批判 を 行 な っ て い る わ け で は な い ｡ 自 ら

の 言説 も ま た 諸 々 の 権力作用 のなか に あ る こ と を

踏 ま え た 上 で
､ 自己 に 及 ぶ 権力 の 作用 を 最小限 に

と ど め る た め の 分析 を試 み る と い う
､

き わ め て ダ

イ ナ ミ ッ ク な 課題 を 自 ら に 課 す甲 で あ る
4 )

｡ そ の

た め に 採 ら れ た の が 系譜学的 な ア プ ロ
ー

チ で あ り､

ま た 実践 に つ い て の 微視的 な 分析 で あ っ た ｡

逆 に フ
ー

コ
ー. か ら 見 れ ば

､

コ ミ ュ ニ ケ - シ
l

ヨ ン

の 普遍性 を 強調 す る - ー パ ー

マ ス の 思考 こ そ ､ 主

体 の 解放 ど こ ろ か
､ 排除 と 抑圧 に 加担す る も の 以

外 の 何物 で も な い ｡ す な わ ち
､ 解放 と 自律 の

､

基準

を コ ミ
t

ユ ニ ケ - シ ョ ン 能力 に 求 め る な ら ば ､ そ の

能力 の な い 者 を 未成熟 と い う 領域 に 割 り 振 り-＼ 啓

蒙 の 名o) も と に 支配 し 管 理 す る こ と に つ な が る か

ら で あ る｡ 学校 や 病院 に 代表 さ れ る 近代 の 諸 シ ス

テ ム が そ の 装置 と し て 機能 し た こ と は 今 日 で は 自

明 の 事実 と い っ て よ い だ ろ う ｡

現在 と い う 状況か ら離 れ た と こ ろ に 主体 や 社会

の 普遍的 な 理想 を 仮構 し､ そ れ に 向 け て 主体 や 社

会 を 方向 づ け て い こ う と する思考 は､ 意図 せ ぎ る

形 で 主体 に 過剰 な 権力作用 を 及ば し て し ま う ｡ こ

う し た 認識 に 立 っ て
､

フ
ー

コ
ー は ､ 他者 や 社章と

の 関係 に お け る 自 己の 解放 を 問題 と す
_
る の で は な

く､ 現在 の 自己自身 に 対す
ーる 自 己の 関係 の な か に

倫理 を求 め よ う と す る の で あ る ｡ 他者 や 社会 に よ っ

て 規定 さ れ た 究極的 な 自己 の あ り 方 へ と 自己 を 形

成 し て い く の で は な く ､ つ ね に 現在 の 自己自身 か

らず れ て い く雀 の 様式 を 創造す る こ と が
､

フ
ー

プ
一

に お け る 啓蒙理解 で あ っ た ｡

け れ ど も
､

こ の よ う な理解 は ､ 単 な る ア ト ミ ズ

ム と ど の よ う に 異 な る･の だ ろ う か ｡ 自己が つ ね に

他者 と の 関係わ な か で 生 を 営 む 存在 で あ る
~
以 上

,
-

自 己 へ の 配慮 の な か か ら 他者 に 対す る意識 は ど の

よ う に し て 生.ま れ る の だ ろ う か ｡ こ の 点 に 関 し て

フ
ー

. コ
.

-

は ､ ｢ 自由 の プ ラ チ ッ ク と し て の 自 己 へ

の 配慮 の 倫 理｣ と題 さ れ た イ ン タ ビ･ユ
ー の な か で ､

｢ 自 己 へ の 配慮 は ､

･ ･ ･ ( 自分自身 を 絶対化す

る)
.

と い う危険 を 冒す こ と に な り ま せ ん か ? こ

の 自 己 へ の 配慮 の (絶対化) - は､

､

他 者 を 支配 す る

と い う 意味 で
､ 他者 に た い す る 一

種 の 権力行使 に

な り う る の で は な い で し よ う か ? ｣ と い う イ ン タ

ピ ュ ア
ー

の 質問 に 対 し一散文 の 名手 と し て の 口 調

を 存分 に 発揮 し な が ら 一次 の よ う に 答 え て い る
5 )

0

｢ い い え ､
そ う で は あ り ま せ ん ｡ な ぜ な ら

､

他 の 人 び と を 支配 し､ 彼 ら に 対 し て 暴君 の 権力

を 行使す る 危険 は
､

た だ ひ と が 自分 の 自己 に 配

慮 せ ず ､ 自分 の 欲望 の 奴隷 に な っ て し ま っ た と

い う こ と か ら の み
､ 生 じ る か ら で す｡ し か し ､

も し あ な キが ､ 正 し く 自分自身 に 配慮す る と す

れ ば ､ つ ま り ､
も し あ な た が

､ 自分が何 で あ る

か を 存在論的 に 知 っ て い る と す れ ば
､ も し あ な

た が
､
' 自分 に 何 が で き る か を も ま た 知 っ て い る

とす れ ば ､ も し あ な た が ､ 自分 が
⊥
都市 の な か

の
一

市民 で あ る と い う こ と が ど う い う こ 士 か ､

自分 が 家 ( オ イ コ ス) の な か で 家事 の 長 で あ る

と い う こ と が ど う い う こ と か を 知 っ て い る と す

れ ば
､ も し あ年た が

､ 自分 は 何 を 恐 れ な け れ ば

な ら な い か
､.

ま た 自分 は 何 を 恐 れ て は な ら な い

か を 知 っ て い る と す れ ば ､ も し あ な た が ､ 何 を

希望 す る の が 適 当 で あ る か ､ ま た 反対 に 自分 に

ま っ た く 縁 も ゆ か り も な い 事柄 と は 何 か を 知 っ

て い る と す れ ば
､

最後 に
､ も し あ な た が

､ 死 を

恐 れ て は な ら な い こ と を 知 っ て い る と す れ ば
､

そ う で す ､
そ の と き に は

､
あ な た は他 の 人 び と

に 対し て 自分 の 権力 を 濫用す る こ と は で き な い

の で すo し た が っ て
､ 何 ら危険 は あ り ま せ ん ｡

そ う し た碍険 と い う 観念 が 現 わ れ て く る の は
､

も÷と 後 に な っ て か ら ､
つ ま り ､ 自己愛 が 疑 わ

し い も の と な り ､ さ ま ざ ま な 道徳的 あ や ま ち が

生 じう る原因 の
一

つ と し て 理解 さ れ る よ う に な っ

た と き で す｡ こ の 新 し い 文脈 の なか で ､ 自 己 へ

の 配慮 は ､ そ の 第
一 の か た ち と し て ､ 自己放棄

と い う か た ち を 取 る よ う に な る の で す｣ ( フ
ー

コ
ー 1 99 0 : 3 0f .) 0 -

さ ら に フ

L

- コ ー は ､ 上 の や り と り に 続 い て ､

｢ そ れ で は ､ 自分自身 の こ と を 考 え る こ と に よ っ

て ､ 他 の 人 び と の こ と を 考 え る の が､ 自 己 へ の 配

慮 な の で す か ? ｣ と い う 質問 に ､ ｢ は い
､ ま っ た

く そ の と お り で す｡｣ と 答 え て も い る (I bid ∴ 32) 0

ご こ に は ､ 個 々 人 の 現実 と は 無関係 に 規定 さ れ た

普遍的 な 規範 に 個 々 人 を 当 て は め
､

結果的 に 主体
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を そ れ
.
に 従属 さ せ て し ま う よ う な 啓蒙 の あ り 方 と

も､ . ま た 単 に 自己 の 欲望 に 執着 し ､ そ れ を 無制限

･

に 解放 し よ う と す る よ う な 自由至上主義 と も異 な っ

て
､

か け が え の な い 自 己 を 節 度 を も っ て 肯 定 す7 5

こ と か ら他者と の 連帯を構築し て い く可能性 が 示

さ れ て い る｡

Ⅳ . 倫理とコ ミ ュ ニケ
ー

シ ョ ンの多層性

①コミ ュ ニケ ー シ ョ ン的な関係の前提

と は い え1･ 自 己 へ の 配慮 を 通 し て 過剰 な 権力作

用 を克服 す る と い う
.

フ ー

コ
ー の 理 解 に は

､
な お 疑

問 を 拝 む こ と が で き る ｡ 例 え ば ､ 自 己 と は何 か ､

何 が 自己 に と っ て の 節度 と な る の か に つ い て の 知

識 は
､ 自己 を 取り巻 く 他者 とe) 相互行為 な し に 得

ら れ る も の な の だ ろ う か ｡ あ る い は
､ 自 己統御 の

結果 と し て 出現す る 主体 の 実践 か ら 何 ら か の 社会

秩序 が 構成 さ れ る と い う僻証 は､ 何 に よ っ て 得 ら

れ るの だ ろ う か
o 逆 に 言 え ば ､ そ の 実践 が多様 な

価値観 の 揮沌 を - た だ ち に と い う わ け で は な い に

せ よ 一招く こ
'
と に は

一
な ら な い の だ ろ う か ｡ . あ る い

は そ
.も そ も､

~ 自己 へ の 配慮 が 他者 に 対す る意識 を

生 み 出すと い う 理解 は 楽観的すぎ る の で は な か ろ

う か ｡

も ち ろ ん フ ーL コ
- は政治的 な 抵抗 の 重要性 を 一

貫 し て 唱 え て お り ､ 倫 理 的主体 の 実践 に よ ,j て 調

和的 な 社会秩序 が 自ず か ら形成 さ れ る な ど と 考 え

て い た わ け で は な い ｡･ け れ ど もそ の 場合 の 抵抗 は､

リ オ タ - ル に み ら れ る よ う な ､ 規則 を 共有 し な い

立場 の 間 で の 積極的 な 抗争 と は異質 な も の で あ一る o

､ ＼

ノ リ ス に よ れ ば ､ フ
ー

コ
ー は ｢ 関係 の あ る 事実 を

所有 し て い る ど ん な 良心的 な 主体 に 対 し て も必然

的 に 妥当する ､ あ る道徳 的命令 の 主張 を 認 め て い

る｣ ( ノ リ ス 1 99 3 : 26 4) の で あ る ｡ 言 い 換 え れ

ば ､ 主 体̀ の 実践 に お い て は ､ ｢
.
｢ 基準 を も た ず に

判断す る こ と｣ ( リ オ タ
ー

ル の 撞着 語法的表現)
■

の 問題 で は な く ､
ど の 基準が あ る 特定 の 状況 に 適

切 に 当 て は･ ま る･ か を 問 い
､ 次 い で - こ う し た 根拠

に 立 っ て 一何 が 結果 と し て 誠実 な ､ 串る い は 倫 理

的 に 根拠 の あ る反応 と 見 な さ れ る か を 決め る ､

･

と

い う 問題｣ (I bid .) が 重要 と な る ､ と い う こ と で

あ る｡ ノ リ 不 に よ る こ の一よ う な 解釈 が 正 し い と す

れ ば ､

r
7 -

コ̀
- の 主体 は た し か に ボ ス

.
ト モ ダ ン 的

な 抗争 と は 無縁 と な る だ ろ う
.

｡ し か し 逆 の 面 か ら

見 れ ば ､ そ こ に コ 享 ユ キ ケ
ー シ ョ ン 的 行 為 と の 親

和性も見て 取
.
る こ と が で き るへ と言 っ て よ い か も

し れ な い ｡ 特定 の 状況 に 関 し て 根拠 を挙 げ っ っ 判
し
ヽ

断 し実践す る こ と は ､

.

た と え 仮想 的 に で あ る一
1

と し

て も､ 自 ら と は異 な る 根拠 を も つ 者 と の コ ミ ュ ニ

ケ ー

シ ョ ン 的 な 関係 を 前 提̀ と す る か ら で あ る ｡ も

ち ろ ん
､

フ
ー

コ
ー は

､

ハ ー バ ー

マ ス の よ う に
､

コ

ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 的行為 が 社会規範 の 正 当性 を 保

障す る 必要十分条件 で あ る ､ な ど と 考 え る こ と は

な い で あ ろ う が ｡

②倫理と コミ ュ ニケ ー シ ョ ンの多層性

同 じ よ う に 自 己 と他者 と の 関係 を 前提 と し な が

ら も､ 合意 に よ る 社会規範 の 基礎 づ け を 指向す る

バ ー バ ー

マ ス と ､

､

. B 己自身 と の 関係 の な か に 権 力

批判 の 手 が か り を 求 め よ う と す る フ
ー

コ
ー

一両者

の 相違 は ､ ひ と う に は 道徳 な い し倫理 の 捉 え 方 の

レ ベ ル の 相違 に 由来 し て い る ｡ フ
ー コ ー

は 道徳 を

次 の よ う な 三 種類 の 領域 に 区分 す る ｡ す な わ ち
､

( 1 ) 行為 の 基準 と な
.
る ｢ 道

~
徳規範｣ ､ ( 2 ) そ の

規範 と の 関係 に･ お け･る 人 々 の 現実 の 行為 で あ る

｢ 品行｣ ､ ( 3 ) 自己自身 に 対す る 関係 な い し 実践

の あ り 方 (｢ 倫 理｣) ､
で あ阜 ( フ

ー

コ
ー 20 01 :

2 4 3) . こ の 区分 に 従 え ば ､
- - パ ー マ ス

L
は '｢ 道徳

規範｣ の 領域 を 対象 と す る の に 対 し ､
フ

ー

コ
ー

が

対象 と す る の は ｢倫 理｣ の 領域 で あ
~
る- ｡ フ

ー

コ
ー

の 立場 か ら み れ ば ( た とえ あ る 社会規範 が 議論 の

レ ベ ル で 合意 さ れ 正当化 さ れ た と し て も､. そ の 規

範 の も と で は多種多様 な 実践 が 可能 で あ り ､ ま さ

に そ の 実践 の 次元 こ そ 権力 の 発生す る 場 で あ る ｡

し た が っ て フ
ー

コ
ー

の 関J[ ▲
､ は ､ 普遍的 な 行為規範

を い か に 根拠 づ け る か で は 屯 く ､ 個 々 人 の 実践 が

いぇゝ な る意 味を_も
っ か

､ , に 向か う の で あ る去
.

ラ イ

ク マ ン は､ 両者 の ア プ ロ ー チ の 課題 の 相違 に つ い

て
､ 次 の よ う に 述 べ て い る ｡ ｢ -

⊥ パ ー マ. ス の 出

発点 に は
､ 哲学 は 理 想 を 明確 に 述 べ て

.
き た の で あ

り ､
一批判 理 論 は そ の 理想 を 実践的 な も の に し な け

れ ば な ら な い と い う 仮説 が あ る占 フ
ー

コ
ー

の 出発
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啓蒙 を め ぐ る - - パ ー

マ ス と フ
ー

コ
ー

点 に は ､ 理 想 や 規範は つ ね に す で に ｢ 実践的｣ な

の だ と い う 仮説 が あ っ て
､ 批判 の 重点 は

､
, こ れ ら

の 規範 が 実際 に 現 わ れ る 実践 ､ し か も特定 の 種類

の 経験 を 規定 す る 実践 を 分析す る こ と で あ る｣

( ラ イ ク マ ン 1 98 7 : 1 48f .) 0

ま た
､

- - パ ー

マ ス と フ
ー

コ
ー

の 相違 は
､ 自 己

と 他者 の 関係 (社会的 な い し公的 な 関係) の 次元

に 対 す る 態度 の 違 い に も よ っ て い るo
ハ

_

- パ ー マ

ス は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 的行為 の モ デ ル を あ る 種

の 客観的 な 立場 か ら 提示 し､ 同 時 に 実際 に そ の 行

為 に よ っ て 社会的関係 が 変革 さ れ る と 考 え る ｡ こ

れ に 対 し て フ ー

コ
ー は ､ 自己 に 配慮す る 主体 が 直

接 に 他者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を 通 し て 社会的

関係を変革す る ､ It は 考 え て い な い ｡ む し ろ フ
ー

コ
ー は

､ノ社会的関係 の な か に 置 か れ た 自 己 を - フ
ー

コ
ー

自身 も ま た そ の 関係 の な か に 立 ち な が ら 一記

述す る こ と を 通 し て ､ 間接的 に 現状 を 異化す る 方

途 を 採 る の で あ る ｡ フ
ー

コ
ー

ーの 場合､ 自己と 他者

の 社会的 な 関係 は ､ そ
一
れ に 対 し て 客観主義的態度

で 臨 む こ と の で き る 領域 と し て 捉 え ら れ て は い な

い ｡ そ の 関係 の 変革 は
､ 自己 の 実践 が 間接的 に 他

者 に 影響 を 及 ぼ す こ と で 可能 と な る
､

と 考 え ら れ

て い る
6 )

0

課 題設定 の 次元 を､ 社会規範 の 正 当化 に 置く の

か
､

そ れ と も個人 の 倫理 と そ れ に も と づ く 実践 に

置く の か
､

そ し て そ の 課題 に 客観主義的態度 で 臨

む の か ､ そ れ と も自分自身 も ま た そ こ に 包摂 さ れ

て
`
い る と い う局所性 に 徹顧徹塵忠実 に 従 っ て 臨む

の か - こ の よ う な 相違 が フ
ー コ ｣ と ハ ー バ ー マ ス

を 隔 て て い る
7 )

0

Ⅴ . 啓蒙と人間形成

- ー パ ー マ ス が 理解す る よ う に
､

よ り よ い 社会

規範を 追求 し､ そ れ を 正 当化す る努力 は 必要 だ ろ

う ｡ け れ ど も
､

そ こ か ら さ ら に
､

正 当化 の 議論 に

参加する た め に は
一

定 の 資格一例 え ば コ ミ
キ

ニ ケ ー

シ ョ ン 能力 な ど の - が 必要 で あ る.､ と 思考 を 進 め

る な ら ば
､

そ の よ
■
ぅ な 思考 を 待 ち構 え る の は

､
理

性 の 名 に よ る 未熟者 の
､排除と抑圧 の 構図 の 陥穿 で

あ る ｡
フ ー

コ
ー の 提示す る 倫 理 的 な 主体 は､ た し

か に こ の 構 図 を 回避 す る こ と が で き る｡ た だ し､

正当 な 規範 に挙 っ た 実践 か ら 必ず し も つ ね に 望 ま

れ た結果 が 導 か れ る~わ け で は な い か ら と い っ て
､

実践 の 規範的 な 正 当化 の 試 み が 無意味 に な る わ け

で は な い
｡ 規範的 な 問題提起 ､ あ る い は コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 的 な 関係 を 欠 い た 抵抗 は単 な る ア ト ミ

ズ ム に す ぎず ､

,

抵 抗 と し て の 意味 づ け を 得 る こ と

は 難 し い
｡ .

啓蒙 に つ い て の フ ー

コ
ー と - ー パ ー

マ ス の 探究

か ら は､ 議論 に よ る 規範 の 正 当化 と
､

そ れ に も と

づ く 実践 と い う 二 つ の 行為の 領域 の 存在 が 浮 き彫

り に な る ｡ 主体 は こ の 二 つ の 領域 を 同時 に 生き て

い る の で あ り ､
い ずれ か ひ と つ の 領域 の み か ら主

体 の あ り 方 を考 え る の は不十分 で あ る と 言 え よ う ｡

す な わ ち ､
- - バ - マ ス が 理解 し て い る よ う に ､

啓蒙 さ れ た 主体 の 要件 を 一

定 の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ

ン 能力 に 求 め る こ と も ､
フ ー

コ
ー の よ う に ､

コ ミ ュ

三 ヶ
ー

シ 畠 ン 的 な 関係 と い う 前提 に 言 及 せ ず ､

｢ 現在 と い う 時点 で の 自己省察｣ ( 山脇 1 99 5 : 1 9)

と し て の み 啓蒙を理 解す る こ と も､ と も に
一

面 的

で あ る｡

そ し て ､ 注目す べ き こ と は
､

こ の 二 つ の 領域 が

い ず れ も コ ミ ュ ニ ケ ｢ シ ョ ン 的 な 関係 に よ っ て 意

味 づ け ら れ る ､ と い う こ と で あ ろ う ｡ す な わ ち
､

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は ､
こ の 二 つ の 領域 に お け る

啓蒙 の あ り 方 を と も に 可能 に する と い う 点 で
､ 主

体 の 形成 に 有意義 な の で あ る ｡ 主体 の 実践 は
､ 他

者 と の 関係 の な か で つ ね に 意図 ど お り の 結果 を 引

き起 こ す と は 限 ら な いム そ の 意味 で 主体 は ､ 自己

の 意 の ま ま に な ら な い 部分 を つ ね に 含 ん で 生 き る

存在 で あ る ｡ し た が っ て ､ 人間形成 と は
､ 目的論

的 な 行為主体
二

っ ま り 自 ら の 行為 を 意図的た完全

に コ ン ト ロ
ー ル で き る と 考 え る 主体 - を 目的論的

行為 に よ っ て 形成す る
.
こ と と し て はイ メ

ー ジ さ れ

え､ な い ｡ そ う で は な く､
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 な

相互行為 を 通 じ た
､ 自己 の う ち に 未知 の 部分 を 含

む 主体 ど う しの そ の つ ど の 相互理解 の 過程 と し て

捉 え ら れ な け れ ば な ら な い
o そ し て

､

- - パ ー マ

ス と フ ー コ ー

- の 啓蒙 理 解 は ､ い ず れ か に 最終的 な

優劣 を つ け う る も の と い う よ り も､
そ の 相互 理 解

を解釈す る 時 に と も に 参照す べ き 準拠点 と 捉 え る

は う が 有意義 で あ る よ う に 思 わ れ る ｡

- 3 5 -



読

1 ) 啓蒙 の 理 念 を め
･

ぐる ポ ス ト モ ダ ン 思想 と - -

パ ー

マ ス と の 関 係 に つ い て は ､ 野 平 19 9 1 に
～

お い て 論･じ た ｡

2◆) ノ リ ス に よ れ ば
､

こ う し た 理 解 を 典型的 に 示

し て い る の は
､

フ
ー

コ
ー を 私的 モ ラ リ ス ト と

し て 読 む R .
ロ

ー

テ ィ で あ る ( ノ リ ス 1 99 3 :

2 43) 0 .

3 ) 以下 の 要 約 は｣ オ ー

ウ ェ ン 2 0 02 ､ 第 . 1 章 を

参考 に し た ｡

4 ) こ れ に ' 3 い て ド レ イ フ ァ ス / ラ ビ ノ ウ は次 の

よ う に 述 べ て い る
,

o ｢ 権 力 に 関 し て フ
ー

コ
ー

が 説く と こ ろ は ､ 理 論 で あ
.
る こ と を意 図 し て

い る わ け で は な い
｡ す な わ ち ､ そ れ を と り ま

く文脈 か ら孤立し た 非歴史 的 な.客観的記述 を

め ざ し て い る わ け で は な い ｡ あ る い は ま た 一

般化 と し て 歴史上 の あ ら ゆ る 事象 に 適用 さ れ

る も の で も な い ｡ フ ー コ ー は む し ろ 彼 が 権力

の 分析論 と 呼ぶ も の を 提示 し て お り ､ そ れ を

理 論 と 対 置 さ せ て い る｣ ( ド レ イフ ァ ス / ラ

ビ ノ ウ 1 99 6 : 2 5 4) 0

5 ) こ の イ ン タ ビ ュ
ー

の邦訳 は ､ 蓮賓重彦 ･ 渡辺

守 章監修 『ミ シ ェ ル ･ フ
ー コ ー 思 考集 成 Ⅹ

倫理 ･ 道徳
･ 啓蒙』 筑摩書房 ､ 2 00 2 年 ､ 21 8 -

2 46 頁 に も収 め
~
ら れ て い る ｡ 訳文 の 文 体 を 考

え て 本論 に 記載 し た邦訳 を 引用 し た ｡

6 ) ｢ 諸学部 の 争 い｣ (1 7 98 年) に お け る カ ン ト に

よ る フ ラ ン ス 革命 の 解釈 に つ い て フ ー コ ー が

注目す る の も､ 革命 が 生 じ た こ と そ れ 自体 で

は な く ､ 人 々 が 革命 に 対す る 熱狂 を 公 の 場 で

一表 明 し た と い う 点 で あ る｡ 革命 の 意味を外部

か ら ､ あ る い は 後 か ら 規定 す る の で は な く ､

1
革命 と い う 出来事 の な か で 捉 え よ う と す る 態

度 (現在 に 対す る 態度) こ そ ､ 啓蒙の 名 に ふ

さ わ し い 態度 で あ る と フ ー コ ｣
は 考 え る ｡

｢ 大革命 に は い ず れ に し て も ､
い っ で も 旧 来

の わ だ ち へ と 落 ち 込 ん で し ま う 危険 が あ る で

し ょ う ｡ け れ ど も､ そ､ の 内容 そ の もの が 重要

で あ る わ け で は な い 出来事 と し て で は あ れ ､

そ れ が存在す る と い う こ と は､ け っ し そ忘 れ

られ得 な い 永続的 な 潜在的可能性 を 証明 し て

い る の で す ｡ 未来 の 歴史 に と っ て は ､ そ れ は ､

進歩 に 向け て の 歩 み の 連続性 そ の ･もの の 保証

で あ る の で す｣ ( フ
ー

コ
ー 19 8 4 : 1 8 3) 0

7 ) 杉 田 19 9 5 : 1 2 6 f f . お よ び ド レ イ フ ァ ス / ラ

ビ ノ ウ 19 9 6 : 37 1ff . を 参照 ｡ も っ と も､

- I

パ ー

マ ス の 立場 を 客観主義 と し て の タ規定す

る こ と は 不当 で あ る ｡
- ー パ ー マ ス が 目指す

の は ､ 規範的 で あ る と 同時 に 記述的 ､ 超越論
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