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1　 芸術 と宗教 にお ける真理の 問い

・ 芸術 と宗教 の 分野に お い て ，真理や真な る もの とは ？ と問 う こ と 自体決 して 自明な こ とで
　　　　　　　　　　　　　　 t

はな い
。 こ の よ うな問い は奇妙な こ と，奇異な もの に 思 わ れ よ う。 い ま芸術 を虚構 の 産物で あ

る とか
， 宗教 を諸個人 に と っ て の信仰 や信念の 問題 ， 要す るに個々人 の考え方あちが い に よ る

もの だ と片付けて しま うな ら，最初か ら真理な る もの の 入 り込む余地 はな い
。 ま し て ，科学 に

おい て 述べ られ る よ うな 実在的真理に匹敵する もの な ど芸術や宗教に あ る はず が な い
。 実際

『

プ ロ ッ ホ が 言うよ うに ，「今 日で は ，
ホ メ ー

ロ ス が 女神 ア テ
ー

ネ の 助けを借 りた とか
，

フ ァ ゥ ス

トが悪魔と契約 した な どとい う こ とを誰一人 と してま とも に信 じて は い な い 」
1 ）

の だ 。 だ と し

た ら，なぜ芸術や宗教 に お い て真理 や真な るも の を問題 に す る必要 が あ る の だ ろ うか ？ そ の

よ うな真理や真な る もの とは い か な る もの で あ ろ うか ？ プ ロ ッ ホ は芸術や 宗教 に っ い て ど う

考え て い る の か ？．わ れわ れ は芸術や宗教 におけ る真理 の 問題 にっ い て ， 以下 に述 べ る よ う に ，

「時間」
「
・ 「経験」・「質的な も の」と い う

．
三 つ の観点か ら考察す る こ とにす る。

2　 芸術にお ける真理 とキ ッ チ ュ （にせ ものや まが い物）

　わ れわれ はまず芸術の場合を ζりあ げよ う。 プ ロ ッ ホ も言 うよ うに ，芸術や宗教 ， 道徳 な ど

の非 一科学 的分野 におい て
， 科学的真理の 基準を もちだ して もは じま らな い 。 すなわち明証性，

整合性 ， あ る い は概念 と対象 の
一致 な ど と い う科学的真理 の 基準か ら芸術や宗教に お け る真 な

る もの を論 じて み て も失敗に終わ るだけ で あ る 。 とい うの も， 芸術を論ずる上で まず最初 に っ

きあた る問題 は
， 芸術の 虚講性 ， 仮象性と い うこ と に あ る か らで ある 。 現 代 の 芸術論で も ， 例

え ば ス
ーザ ン ・K ・ラ ン ガ ご

は
，
r芸術 とは何か』の 中で 芸術 の 基本的特性を虚構性とと らえ

て L｝る 。 すなわ ち，舞踏を 「ダイ ナ ミ ッ ク な形式」 と して とらえ る彼女に よ れば，舞踏 とい う

芸術現象は仮象あ る い は幻影で あ る。 ぢが，われ わ れが鏡の像 や虹を単な る幻覚や幻影 と して
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見 る の で は な い の と同様に
， 芸術作品に お い て もわ れ わ れ はそ こ に ま ぎ れ も な く何 ら か の 実在

性を，彼女の こ とばで い え ば 「ダイ ナ ミ ッ クな イ メ
ージ」を認め る   で あ る 。 した が っ て

， 全

ての 芸術作品は 「虚 の空間」（絵画な ど）
’
お よび 「虚 の 時問」 （音楽 は そ の 典型 的な 例 で あ る）

に お い て 形づ くられて い る とい われる 。 加 えて ，い かな る芸術作品も創作，創造 と い われ る こ

とか ら明 らか な よ うに ，芸術的表現 は，科学で 扱われ るよ うな諸 々 の 客観的実在あ る い は客観

的対象の 忠実な 再現や模写で は な い ，それ は，芸術家 の 主観に よ っ て と らえ られた 客体 に つ い

て の
一

個 の 表現で あ る 。 しか も
，

ラ ン ガ ーに よ れ ば
， 「芸術家が 表現 す る の は 彼自身 の 現 実 の

感情 で はな く，彼が認識す る人聞感情な の で ある。12＞

　そ うだ と した ら，客観的実在 とか客観的対象 な ど に っ い て 言われ る い わゆ る 「事実 の 真理」

ヵ・ ら は極め て い か が わ しく見え る芸術1こおい て ，真理や真蔓るも の が問われ る必要 があ る の だ

ろ うか 。 こ の こと に関して は，ごく最近 の 新聞にお け る 「キ ッ チ ュ の 現代』 と題す る一音楽史

家の 論評が そ の ヒ ン トを与え て くれ る よう思 われ る 。 少 し長い が以下に全文を引用 した い 。

　キ ャ ス リン ・
』
バ トル の 歌 うヘ ン デ ル の 「ラ ル ゴ」 は なぜ入気 を博 し

，
か くも流行 した の

で あ ろ うか
。 彼女の 歌手 と し て の魅力 もさ る こ と なが ら，こ の ゆ っ た りと した音楽が与え

て くれ る幸福感に そ の 秘密渉あ る よ うに思わ れ る 。．っ ま りこ の 「ラ ル ゴ」 の 幸福感 は ど こ

かで 今日 の 私達 の 生 活感覚 と
一

っ に な っ て い る の で ある 。

　 こ の 音楽に 隈 らず ，
テ レ ビ の CM ．や デ パ ー ト に流れる BGM など に 耳をすま して み る と

近 年，共通 した 現象が 見 られる 。 と くに 自動車で は高級車の CM で こ ぞ っ て ク ラ シ
ッ クあ

る い は ク ラシ ッ ク風の 音楽を好み
，

ま た 洋酒か らキ ャ ッ トフ
ー

ドや菓子類に 至 まで も こ う

した傾向に あ る 。 さ らに バ トル の 場合 も そ うで あ る が
， 信頼感 を強調 す る た め で あ ろ うか

，

自動車 の GM で 実際 の歌手 を起用 した り ，
ヴ ァ イ オ リ ン 奏者 の 実演 を入れ た り， また い さ

さか古 い が イ ン ス タ ン ト ・コ
ーヒーの CM で や は り ピ ァ ニ ス トを起用 した例もある 。

　そ れぞれ の 商品の 性格に よ っ て さまざま で あろ うが，おそ らくは ス ポ ン サ
ー

の 意図はそ

の 商晶が 「本物」で あ り高級品で ，信頼性が高 い こ とを ア ピール す る こ と に あるよ うに 思

われ る 。 さ らに ク ッ キ ーや住宅 の CM で モ ー
ツ ァ ル トの 弦楽四 重奏 曲 を演奏 す る映像が

流れ て くる と
， 視聴者は無意識の うち に そ の ク ッ キ ー

や住宅は由諸の ある高級な もの で あ

る と い うイ メ
ージ を もち，そ う した高級品を手 に す る幸福感を夢見 る の で あ る。そ の 意味

で はバ ロ ッ ク音楽や ロ コ コ の 音楽は今日 の 我が国で は音楽を越え て な に か特別な意味を担 っ

て い る 。 　　　　　　　　　　　 、

　テ レ ビ の CM で流れ るク ラ シ ッ ク音楽の 落ち着 い 顔音色 は，こ う した本物風ある い は高

級風 の 物を手 に し
，

そ うした もの に囲 まれ た い と い う私達の願望を実に よ くくす ぐ っ て い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え ぐ

る 。 しか も用い られ る音楽を み る と
，

あま り深刻 で 重苦しい 音楽や社会の 暗部を抉 る よ う

な音楽 は さけられ
，
心 の 満足 と魂 の 平安 を映．し出 した よ うな平明で穏 やかな音楽が 意図的

に選ばれ て い る。
っ ま り感傷的で ゆ っ た りと した ク ラ シ ッ ク音楽 は高級品の イ メ

ージ と
一

っ な の で ある 。

　 とこ ろ で 人々 の こ うした本物，ある い は高級志向はなぜ起 こ っ て きた の で あろ うか 。 こ

の高級志向の 裏側をさ ぐっ て みる と
，

一億総 中流意識 とい わ れる今 日の 我が国の 隠れた構

造を垣間見る こ とが で きる 。 高級志向で 重要 な の は
，

そ れが由緒正 しくしか も歴史 を感 じ
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　　させ，価値が ありそ うに み え る こ とで あ る 。 歴史的に み る と こ うした高級志向は
一

九世紀

　　に すで に始ま っ て い る。 産業が起こ り，資産を得 た中産階級と呼ばれ る階層が次第に1申長

　　して くる と，人々 は こ ぞ っ て 富 と格式 と歴史を感 じさ せ るもの を身に っ
・
け よ うと した 。

　　 当時の批評家 は，人 々 は音楽会 に 行 くとき に演奏曲目よ り もそ め ホ ール に赤絨毯が 敷 い

　 て あるか ， どの よ うな 上流階級の人々 が来そ うで あるか に関心を払 っ た ，
と嘆 い て い る よ

　　うに
， 人々 は こ ぞ っ て 上流階級を振 る舞お うとする よ うに な っ た 。

　　 そ して こ う し た高級趣味の 風潮を反映 して
，

さ まざ ま の 生活 の 理想 を売 る場所と して デ

　 パ ー
トが登場 して きた。デ パ ー トが本物 を手 に し よ うとす る人々 に与え た影響力は計 り知

　　れな い
。 とい うの は，、デ パ ー

トはか っ て ほん の
一

握 りの 入 々 に だけ許 された高級晶を 目の

　 前 に展示 して
1 人々 に近い 未来の幸福を売 る格好 の 場所だ っ たか らで あ る。

　　 高級品や格式 の あ る もの に囲 まれた と思い っ っ
， 現実 に はそ れら しい代用品 で 満足 せ ざ

　　るを えな い
・

s

そ こ で 高級風な イメ
ージ の もの と して キ ッ チ ュ （まが い 物）が生まれて くる ・ 、

　　そ れ 自体で は な ん に も価値が な い が
，

い か に も高そ うで 由緒肉りそ うなキ ッ チ ュ が世 に氾

　 濫 し，こ れ らは入 々 に手近 な満足を提供す る よ うに な る。

　　 音楽でも岡様で あ る。「 九世紀で もっ と も．人気を得 た 音楽 は，グ ノ
ーの 「ア ヴ ェ

・
マ リ

　　ア 」 とパ ダ ジ ェ ウ ス カ の 「乙女 の 祈 り」 で あ るが ，こ の キ ッ チ ュ 音楽が人気を得た の もや

　　は り入 々 の 高級志 向に 由来 して い る6 バ
ッ

ハ の 音楽を下地 に編曲され た こ の宗教風味の グ

　　ノ ーの 声楽曲 は ，

バ
ッ

ハ を用 い る こ と に よ っ て 伝統 と格式 と
，
な に よ りも上流 階級 と家柄

　　の良 さ の イ メ
ージ を ふ りま き

， 「乙 女の 祈 り」 は そ う し た 階級 の 男性 と の 結婚願望 を表現

　　した曲な の で あ る 。

一九世紀 の 人々 が 「ア ヴ ェ
・マ リァ 」に深 い 愛着をおぼえた の と

， 今

　　日の 私達が バ ト ル の歌 うヘ ン デ ル の 「ラ ル ゴ」に 喝采す る の とは，そ の 性格 も レ ベ ル も異

　　な る もの の ，高級志向 と い う点に お い て は底辺 に お い て 密接な関連を も っ て い る。
ヘ ン デ

　　ル の ．「ラル ゴ」や モ ー
ッ ァ ル トの作品は決 して キ ッ チ ュ で はな い が

， 日本の 中流意 識 は ζ

　　れ らを，手 に入れ た い と望 ん で い る商品へ の 願望 と
一

っ に し，
一
種の キ ・

ッ チ ュ 並み の 機能

　　を与え て レま っ た の で あ る 。
バ トル の 歌 う 「ラ ル ゴ」 の ゆ っ t，りと した施律を聞 きなが ら

　　ふ と家 め中を見回 して み る と
，

ロ コ コ 様式風 の形だ けの シ ャ ン デ リア や暖炉，バ ロ ッ ク 風

　　の 色調 の 絨毯
，

ビー
ダ
ー

マ イヤ
・− ec式風の家具，それ に飾るだけ の 洋酒がす ぐに 目に止 ま

　　る 。 「ラ ル ゴ」 の 醸 し出す幸福感 は こ う した私たち の生活感覚に 見事にか な っ た も の な の

　　で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　 （『キ ッ チ ＝ の現代』　 西原　稔　　毎 日新聞　 　1990，5，9）

　「キ ッ チ ュ 」 ど は
，

ドイ ッ 語で 「に せ もの 」や 「まが い 物」 の こ とを い う 。
こ の 論評が 正 し

い とすれば，今やわ が国の 文化や芸術，哲学や文学 に極め て 多 く見 られる既存の作品の再解釈 ，

パ ロ
・
デ ィ

ーある い は テ レ ビ の 「物真似」 ブー
ム には共通す る もの が あ るよ うに思わ れ て くる。

とは い え ，こ の
’
引用文か らも容易に 知 られる よ うに

， 芸術 に おけ る真理 の 問題の ま ず最初 は
，

芸術 に お ける虚構性 ・仮象性か らに せ もの ・まが い物を区別す る こ とにあ る とい え よ う。
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3　 プ ロ ッ ホ の い う芸術に お ける 真理 の ため の 基準

　 プ ロ ッ ホ は芸術的真理の ための基準 と して ，「特殊 な もの の 救済」 と 「新 しく、形成 され る本

質的な もの の 明確な表現」 とい う二 つ の基準をあげて い るが ，それは い かな る根拠 に よ る の で

あろ うか 。 「特殊な も の の 救済」 とい う基準に っ い て い えば ，それ は彼が芸術的表現 に お け る

基本的特徴 と して ， 虚構性ある い は仮像性 と並 ん で
， 「感覚的性質の 尊重」 と い う こ とを あげ

て い る こ と と関係 して い る よ う に思わ れ る 。 すな わ ち
， 「お よ そ芸術 的表現 は （と りわ け風景

画や詩 において は）感覚的な諸性質を尊重す る，しか もこ の 性質とは，数学的自然科学が疑わ

しい も の とみ な して ，自己 の 真理 の枠外 に 放 り出 して しま っ た も の で あ り，さ ら に 思 弁的 な 自

然哲学が極端 に主観的か っ 空想的な もの とな っ たた め に
，

そ こ で もますます疑わ し い もの とみ

なされ て しま っ た性質で ある 。 」
3）

も ち ろん ，
プ ロ ッ ホ にお い て も，

こ こ で 言われ て い る特殊、

な もの とは 「普遍的な もの の一部」 として の 特殊な もの をい うの で あるが ，
だか らとい っ て こ

の 普遍的な も の は 「お よ そ古典的な もの をた だ模倣すれ ば よ い と い う も の で はな い
。 」

4）
同様

に
，

こ の 「特殊 な も の も……決 ま り文句 で は片付 け られ な い もの で ある 。 」
5）

と い うこ と は ，

「特殊な もの の 救済」 と い う芸術に お け る真理 の 基準
’
と は ，

一般性 ， 普遍性 ， 多数性 の名の もと

に切 り捨て られ て きた 「諸性質」 の 救済を意味す るの で は な い だ ろ うか 。 芸術作品が創作や創

準と い われ る こ と の うち に は 1

一
側 の狸立 した存布物 がそ れ自体 と して か けがえ の な い も の で

ある とい うこ と，また，い わゆる大量生産や大量消費 と芸術作品とは本質的 にあい入 れな い と
「

い うこ とが述 べ られ て い る の で はな い か 。 しか も， プ ロ ッ ボ に よれば，こ の 「特殊な も の 」は，

芸術作品の 中で 「描か れ る人物，状況 ，運 命な ど を繰 り返 し細部に ま で 肉付け し ，
そ れ を 作品

の なか に組み入 れ る と い う ，
あ の 芸術に固有な密度の 高ま り」

6） に お い て 達成 され る の で あ る
，

と い われ て い る 。

　他方 ， 芸術作品の 中で達成 される
， 「新 しく形成 され る本質 的な もの の 明確 な表現」 と い う

基準 に つ い て ，プ ロ ヅ ホ は，こ の 「（本質的な もの とは，控え 目な 言い方をすれば ， 典型 的な も

の）」
T）

で ある と述べ て い る ， もちろ ん
，

こ の よ うな 「典型 的な もの 」 は そ れが芸術作品 に お

い て 表現された も の で あ る限り，仮像や虚構 、 幻影で あ る こ とを免れ な い の で あ る が ，だ か ら

とい っ て 「芸術の任務 と匿， 根本的に は 単に形を歪 め る こ と に あ る の で は な い
。 」

8）
こ れ に対

して ，
ラ ン ガ ーに あ っ て は ， 芸術的真理 の 基準 に相当する もの と して は

， 唯一 「生 きた 形式」

とい う こ とが述べ られ て い るだ け で あ る 。 す な わ ち，す ぐれ た芸術作品にみ られ る 「生命」

「生命力」
’r生気」な どの 基準が生命や有機体と の類推 で 述 べ られ て い る に とど ま．っ て い る 。

「まずい芸術 は ， 感情を堕落させ る 。 これは独裁者や民衆煽動家が利用す る非 ＝ 合理主義 に み

られ る大き な 要因で あ る 。 」
9）

と，ラ ン ガ ー
は述 べ て い る。 だが ，こ の よ うな 言 い 回 しは ， ラ ン

ガーが芸術を芸術家に よ る 「主観的生命 の 客観化」 と呼ん で い る こ とに深 く関わ っ て い るよ う

に思われ る 。 そ もそ も，
ラ ン ガーの 『芸術とは何か』 の基本的モ チ ー

フ は
， 芸術 を科学 と同等

の 価値ある と こ ろ ま で 高め る こ とにある の で あ っ て ，そ の ため に彼女は科学 におけるサ イ ン ＝

「表示する記号」 と芸術に おける シ ン ボ ル ー「内包作用を もっ 象徴」 とを 区別 し て い る わ けで

ある。 しか しなが ら
，

ラ ン ガーは シ ン ボ ル を
』
「趣意 （import）」 とい う極め て 主観的な概念に

よ っ て 置き換え る こ とで ，芸術を また して も主観的な もの に帰属 させ て しま う。 そ れだ か ら，

彼女が芸術的意匠の 歴史的変遷につ い て そ の 理 由と して上 げ て い る の は次の 四点と い う こ と に
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な る。 すな わ ち，

　 （1）芸術家が表現 した．い と思 う観念，

　 （2）新考案に よ る芸術 的制作 の 技法 ，

　（3）物理 的， 文化的環境が与え る機会，

　 （4）一般の反響
1D）

　 しか しなが ら，プ ロ
ッ ホ の 言う芸術にお け る 「典型的な もの 」 や 「本質的な もの 」 と は現 実

の 世界 に あ る諸 々 の 客体的事物や対象 と、ま っ た く切り離され た も の で ある の だ ろ うか 。 それ ら

は
， 具体的な事物の あり方や 人間の 振舞い か ら切り離 さ れ た

， もっ ぱら芸術家の 主 観 に よ っ て

構成 された ， 単な る主観的な もの で あろ うか 。 プ ロ ッ ホ が，芸術に おい て 形づ くられ る 真な る

もの や 「本質的な もの 」を単な る仮像に とどま らず，未来に お け る 「事物や人間の あ り方」 に

お けるそ の 「先駆 け」 とみ な して い る こ．とは，芸術 の虚構性や仮象性，ラ ン ガ
ー

の 言 うよ、うな

芸術家の主観的構成とい う側面を強調 しすぎる こ と に fgい す る，ひ とっ の反論で ある よ うに思

われ る 。

4　 宗教における真理 の 問 い と 厂実践の観念 性」　　　　　　　　　　　　　　ノ

　こ れ ま で 論 じて きた こ とをふ まえ るな らば，わ れわれ は宗教 に おける 「に せ もの」 や 「まが

い物」を 「宗教的イ デ オ ロ ギー」 と呼ん で よ い で あろ う。 古来 ，

’
宗教 は神 話 とr 体で あ る か

，

ある い は そ の一部 で あ るか ，
い ずれに して も神話 と深 く関わ っ て い た 。 そ の よ うな

， 支配者 に

よ っ て 形作 られ た神話 と して の 宗教は ，
プ ロ

ッ ホ に ホれ ば，そ の 都度の 時代に お け る支配 の メ

カ ニ ズ ム を覆 い 隠す もの と して の イ デ オ ロ ギ
ー

の 役割を果た して きだ 。 しか しな が ら，こ こ で

プ ロ ・
ッ ホは 1 そ の よ うな支配的な イデオ ロ ギ

ー
に た い す る抗議 や戦い とい ．うも の に 目を向けて

い る の で あ っ て ，ま さ しくそ の よ うな抗議や戦い の 中に ，宗教におけ る 「真理」や 「真な る も

の 」 に つ い て の 問い が生 じて 来るの だ と い う。 す なわ ち，「ひ とた び宗教に た い し て 真理 の 悶

題が付 き付けられるや い なや，そ れは ［宗教的］神話ば か りか そ の実践を も激 し く問い 詰 め る

こ とに な る の で あ り，
こ の 点で は，芸術め芝居 じみた こ とや幻想 にた い して ち ょ っ と肩 をす く

め る こ ととは
， 著 しい対照 をな して い る 。 芸術と宗教 に た い ずる こ の よ うな反撥の 強さ の 違 い 、

は
， 粘局 の と こ ろ ， 宗教が強大な教会権力を基盤 に し て い た と い う こ と に よ る もの で は な い

。

もっ と正確に い えば
， それ は宗教と芸術 の そ れぞ れが めざ して い る もの に 向か う真剣 さ の 違い ．

によ る の で あ る 。 」
li）

したが っ て ，宗教的真理 へ の 問い は，プ ロ ・y ホ に よ れ ば ， 歴史 的に は 「宗

教の 内部」に おい て な される宗教批判 とい うかた ち に お い て 現れ る こ とに な る。

　こ の こ と は例えば ル タ
ーの場合に もあて は ま 66 ル タ

ー
が 『キ リ文ト者 の 自由』 におい て い

うと こ ろは信仰 の 優位性で ある。 すなわ ち，
・
「神の 前に義で あ

・
りまた義 で あ らね ばな らな い の

は た だ信仰の み で ある
。」

12） した が っ て
，

お よ そ キ リ ス ト者で ある と は
， 彼が 司祭で あ る か

， 彼

が いかな る社会的な地位に あるか，ま た彼が生前 に い か な る善行をな し一taか に よ る の で は なく
，

も っ ぱ ら信仰に よ っ て 決ま る の だ，と言われ る 。
こ う して ル タ

ー
は，「聖会，教会 ， 修道院，聖

壇，ミ サ
， 寄進が必ず し もキ リス ト教的で は な い し，さ らに はまた断食や あ る聖者 に 特 に ささ

げられ た祈祷もそ うで はな い」
13）

と い う。 確かに，こ の よ うな ル タ
ーの批判 は当時 の 時代 背景 ，

教会権力 と世俗的な信仰の あり方に 照 ら して み るな ら・一面の 真理 を含ん で い た と い え る 。 しか
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し苓が ら ，
こ こ で 見落と して な らな い の は，あ る時代 の 宗教内部 で の 批判が い 牟に 尖鋭 で あ り

か っ 的を得て い た と して も
，

そ の 時代に おけ る思想の もっ 歴史的意義が後の 時代に あ っ て は容

易に 風化 して い くと い う こ と で あ る 。 と りわ けそ れ が ，宗教 的実践 とい う真理 の 問題に 関 わ る

よ うな場合に は，なお さ らで ある 。 そ の ため の例 と して ，田川 建三 の 「宗教 とは何か』 か ら，

マ タイ福音書 に お ける 「実践の 主 張」 に つ い て の
一

文を引用 しよ う。

　マ タイ は初期 キ リス ト教の 中で も最 も強 く実践を主張 して い る 。 それ も，
一

方で は パ リ

サ イ派的 ユ ダヤ教 との 強度な対抗意識 1こ お い て
， 他方で は初期キ リス ト教内部 に おい て 実

践を強調 しな い もの た ち に 対す る非難を こ あ て
， 非常 に 強い言葉で 実践 を主張す る

。
そ れ

に もか かわらず，そ の 実践を主張する言葉づ か い は，パ リサ イ派的ユ ダヤ 教か ら継承 して

お り，自覚的に主張す る内容は，ユ ダ ヤ教律法の
一

点
一一一：画を も遵守する ，と い うこ と で あ

る 。 けれど もこ の 種の 大 げさ な主張 は ， 「小骨
一

本ぬ きませ ん」 とい う誰だ っ た かの 言葉

と同 じで ，看板倒れ に 終 る こ とが 多い 。
マ タイ の実践の 主張 は，ユ ダ ヤ教知識 人の 知 的操

作 をキ リス ト教化 した もの で あ っ て
， 現実の生 との 格闘か ら生 まれた もの で はな い 。 だ か

ら，強度な実践 の 主張をすれ ばす る ほ ど，空を かす っ て い くおもむ きが生 じて しま う。 実 、

践の思想が実践の 思想 に な らずに J 実践の 観念論に な る好例が こ こ にはある 14）
。

．こ こ に み られ る よ うな 「実践の 観念論」は
， 今 日 ，

ル タ
ー

の 場合の 「信仰 の優位性」 を強調

す る際に もあ て は ま る よ う に思われ る 。
ル タ ーの 言 う ， 「信仰の み が 人間の 義 で あ り ， あ らゆ

る戒 め の 充実で ある」 とか ，．「信仰が義 の首で あ り，い な，そ の 全存在な の で ある 。 」
IS

と い う命

題 は
，

ことさ らにそ の 「信仰」 と い う名の 観念性が 強調 され る場合に は ， 容易に宗教 的イ デ オ

ロ ギ ーに転化 して い くか らで あ る
。

こ う して ひ と たび激 しく閊わ れ続けた宗教的東理 の 問 い も，

次第に社会的現実か ら遠 ざか っ て い くこ と に な る。 ル タ ーの提起 した 「信仰」 とい う宗教的真

理 の 問 い は ，それが も っ ぱ ら個人 の 内面的な出来事 とみ な さ静る な らば，t「信ず る もの は救 わ

れる」 と い っ た安易な命題 に転化 して しま い か ね な い 。 寒際 ，
ル タ

ー
以来の近代的キ リ ス

「
ト教

の 歴 史は そ の よ うな個人 的信仰の 道をた ど る こ とで
， 近代の 合理主義や個人主義 に合致す るも

の で あ っ た と もい え る の で はな い か 。

5　 芸術お よび宗教に お ける真理の 問 い と 「時間」

　芸術や宗教が人間ρ感性や理性 の働 きに よ っ て 産み 出され，経験 され るかぎり，そ こ で の 真

理 は人間の 「時間」感覚との関連 にお い て考え る必要が あ るよ うに思われ る。 もちろん，そ の

よ うな 「時間」感覚 も歴史的に形成 され る もの で あり，か っ また そ の 都度の 社会 に お い て ，そ

の 都度 の 文化や生活様式 によ っ て 大 きく影響 さ れる で あろ う 。

一例をあげれ ば ， 筆者 に と っ て

は・
、 わ れわれ現代 の 日本人 の 「時闇」感覚は，他の ア ジ ア の 国 々 の 人 々 の 「時間」 感覚 と はか

なり違 うよ うに思われ る 。 波多野清
一

は r時と永遠』 の 中で J 時間の層を三 つ に区別 して い る

が ，それは第一
に 「自然的時間性」 とい われ る 。 自然的時間性ある い は自然的時間 は ，生 きと

し生サる もの の生成と消滅，人間的生 の 有限性 の 認 識に基づ い て い る 。 「自然的生を生き る限

り主体 は存在 を獲得 しっ っ 同時に喪失する 。 」
16）

（以下 ， 「時間」
・
につ い て の引用 はす べ て ．『時 と．
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永遠』 に よ る 。 ） 自然的時間の 特徴 は，将来 よ り過去 へ と向うもの と して の 時間的 「不可逆性」

で ある 。 第二 に 「文化的時間性」 と して の 時間が ある。 氏の い う 「文化的時間性」 とは，お そ

らくヘ ー．
ゲル 流の 「精神 の 客観化」 された もの と して の 時聞，さ らに は デ ィ ノkタイ流の 「生の

客観化さ れ た 形式」 と して の 「実在 的時問」 を念頭に お い た もの で あ ろ う 。 文化的時間の特徴

は 「歴史性」 で ある 。 第三 に 「文化的時間性」 の 変様 として の 「客観的時間」 が あ る 。 「客観

的時間は，時の点すなわ ち今 （現在） の 連続 と して ，
一

定の方向に 向か う直線と し て 表象 され

る 。 各時点の 関係は単 に外面的即 ち空間的で あ る 。 」
1O

客観的時間の 最 も著 しい特徴 は 「無終極

性」 で ある とい われ る。

　われ われ現代入 の 日常生活 に お い て 見 られ る 「時間」感覚 は，まず も っ て 「客観的時間」 に

根差 して い る と い え る 。　 「時間に 遅れる」 とは現代 の 日本の 標準時に照 らして 言われ る こ とで

あ り， 「時聞が な い 」 とか 「時 は金な り」 な ど と い う言 い 方に は，
一

定方向 に 向か う量 的な

「客観的時間」 の 意味が こ め られ て い る の で あ っ て
，

お よそ 「不可逆 性」 を特徴とす る 「自然・

的時間」を意図 して い る の で はな い 。 と こ ろ で ，ミ ヒ ャ エ ル ・ エ ン デ の 童話 『モ モ 』の 主題 は

「時間」で あ るが ，そ こ で 語 られ るの は t，われわ れ現代人の 日常的t4 「時間」
1
感覚 にた い す る

痛烈 な批判で ある 。 現代入 の 「忙 しい生活」
「
に た い す る批判 ， 「時は 金な り」 に 代衷 さ れ る

，

現代 の 資本主義下に おけ る人問 の 「心 の 余裕」 の な さ が 風刺され て い る。 『モ モ 」 に は時間泥

棒の 話 しが 出て くる が，そ の 時間泥棒は人間か ら 「時間」をむ しり取 っ て 生 きて い る 。 人々 は

時間泥棒の 計画にまん ま とひ っ か か っ て ，時間貯蓄銀行へ 貯蓄す るため に時間を節約しよ うと

す る の だ が，そ の ため に かえ っ て 忙 しくな り，かれ らの 心は ぎす ぎす して ，「お こ り っ ぽ い ，落

ちつ き の な い」 もの に変わ っ て い く。 「時間を ケ チケ チ する こ とで
，

ほ ん と うはぜ んぜ ん べ っ

の なにか をケチケ チ して い ると い う こ とに は，だれひ とり気づ い て い な い よ うで した。 じぶ ん

たち の生活が 日ご と に まず しくな り， 日ご とに 画
一

的に な り， 日ごと に冷た くな っ て い る こ と

を ， だれ ひと り認め よ うとは しまぜんで した 。 」
1e） だが ，

モ モ か らすれば ， 人間は時間を蓄え る

こ と な どで き な い の で あ っ て ，で きた と して も意味は な い
。 と い う も の ，「時間と はす なわ ち

生活」 の こ とで あ．り，「人 間 の 生 きる生活 は ，
そ の 人 の 心の 中に φる 」

19）
の だ か ら。 で は

，
こ こ

で 語 られ て い る 「生活 と して の 時間⊥ 「心 の 中に あ る生活」 と して の 時間とは ど の よ うな 時間

の こ とを指 して い る
’
の だ ろ うか ？ それ は，われ われ に 自然的生 と して 与え られ た 「自然的時

聞」 の こ とで もな ければ ， ま して 何かの 別 の 目的の た めに い わば手段の よ うに利用 される 「客

観的時間」 の こ と で もな い で あ ろ う。 それ ど こ ろか ， 『モ モ 』 に お い て批判され て い る 「節約

さ れ
， 蓄え ら れ る時間」 と言 わ れ て い る もの こ そ ，われわれ の 「客観的時間」 の 感覚に 根差 し

て い る の で はあるま い か 。

　で は，芸術にお け る 「時間」 とほい かな る もの で あろ うか ？ ラ ジガ ー
はそれを 「虚 の 時間」

と呼ん で い るが，われ われ と L．て は，それ を波多野清
一

の い う 「文化的時間性」 に近 い も の と

考え る 6 こ の こ とは，芸術を彼の い う 「文化的生」の 自己表現 と解す るな らば容易にわ か る こ

と で ある。 だが，芸術的創作の み な らず ， 芸術作品の 鑑賞 もまた芸術的経験で ある と い うわれ

われ の 立場がらすれば J 芸術 に お ける時間を 「経験される時間」 と呼ん で さ しっ か え な い の で

は な い か。

圏
さ ら に ，，『モ モ 』 に お け る 「生活 と して の 時闇」 もま た 「経験 さ れ る 時間」 と呼び

うる の で は あ る ま い か 。 なぜな ら
，
生活 とは実 に諸々 の経験を意昧す る の で あり，そ れ は また

われわれ の 心 に と っ て の 経験で あるか ら・で ある 。
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　　芸術に お ける時間を 「経験 さ れ る時間」 と規定す る な らば ， われわれ は そ こ に独特 の 時間経

験を読 み取 る こ とが で ぎる。 例え ば演劇を観 た り，音楽を聴い た りす る とき，われ わ れ は それ

　ま で の Ei常生活 とは全 くき りはなさ．れ た，或る異質な時間 を経験す る 。

’
芸術が 日常的時間性

　（日常生活 と置 き換えて もよ い ）か らの脱却 として ， 旅に似て い る の は こ の 異質 な 時間経験 の

　た め で あ る 。 pれわれ は さ ら に こ の こ と を
， 音楽に お け る リズ ム に つ い て 考 え て み よ う。 わ れ

われ の 考え で は，い 塑な る芸術作品に もリズ ム とい う もの が あると思わ れる が，と りわ け リズ

　ム が 大 きな役割を演 じて い る の は音楽で あ ろ う 。 音楽 の リズ ム はわ れわれ の 日常的な時間感覚

　（こ れ もまた広い意味で の 「客観的時間」の 尺度 に 基 づ い て い る の だが） と は全 く異質 な リ ズ

　ム に よ っ て われわれあ感覚や情感 に訴える。
こ こ で 大切な こ とは，「リズ ム」 とは単なる単純

　な リ ズ ム （「周期的継起」 ラ ン ガーに よ る）に か ぎ らな い と い うこ とで あ る 。 ラ ン ガー
　1まリ ズ

　ム を ， 例 えば ス ポ ー
ッ にお け るよ うな諸 々 の 身体の 運動 と の 関連で論 じて い るが

， わ．れわ れが

音楽 の リ ズ ム と い うこ とで 考え て い るの は，そ うした諸 々 の動 きに よ るひ とっ の 複合的な運動

　の ダ イ ナ ミズ A の こ とで ある
。 要す る に音楽で は諸々 の 楽器に よ っ て 奏で られ る複合的な運動

　の ダ イ ナ ミぎム に よ っ て
， 緊張 発散 上昇 下降 転換

歌
さ らに は緩やか，、速 い ，強弱な ど の

　リズ ム が感 じ取 られる の で ある 。 音楽 に おい て は，われわれの 時間感覚が表現された もの と し

て の 「リズ ム 」 と
一
体に な っ て い るの で あり，時間に諸々 の 質か らなる 「複合的な運動」 と一

体にな っ て い る の だ 。 した が っ て ，＝一一・定の 時間的経過 の うち に われ われ は音楽を聴 く，と い う

言 い方 は正 しくな い 。 そ の よ うな時間は反省に よ っ て 取 り出された 「客観的時間」
・
にすぎな い

　か らで ある 。 芸術にお い て 経験さ れ る時間と は
，

も は や 自然的時間 で も， 客観 的時間で も．， 文

　化的時間で もな く，要す る に ，様 々 な質 を も っ た 具体的内容な の で あ る。

　　で は宗教に お い て はど うか ？　 宗教に お．け る時間は，古来，「不死性」 や ．「永遠性」 と い う

　テ
ー

マ で 語 られ て きた q こ の こ と は宗教が 「自然的時間性」の 経験 と深 く関わ っ 、て い る こ とを

　物語 っ て い る 。．すなわち人聞は有限な存在で あ り，われわれの 自然的生 はそ の有限性か ら免れ

　得な い とい う洞察が ある。

’
しか しなが ら，宗教に おい て 語 られ て きた時間 と は，そ れ がけで あ

　ろ うか ？　 われわれ の い う 「経験 され る時間」．を も と に して 考え る な ら ， 芸術と は違 っ て 宗教

、と時間との 関わ りに に ， 固有 の もの が ある よ う に思われ る 。 わ れわ れ の 考え に よ れば，宗教経

　験や宗教体験 とは
， 例え ばキ リス ト教にお け るような神と の交わりや出会い ，諸々 の 秘跡の こ

　とだ けを意味する の で は な い。 も っ と一般的に い うな ら，宗教体験 や宗教経験に お い て 経 験 さ

　れ る 固有な も の は，宗教にお け る 「時間的経験⊥の こ とで はあるま い か 。 こ の こ とを理解す る

　た め に今 「祭り」 に お ける時聞経験の こ．と を考え て み よ う。

　　もっ とも，こ こ で 「祭り」 とい うこ とを持ち出 した か らとい っ て われわれは祭 りを支配者 の

』

　視点だ けか ら考え て い るわ け，で はな い 。支配者に よ っ て の 祭 りとは，支配 権力 の誇示，支配 の

　正当性の確認を意味 して い る 。 支配者に よ る宗教 的儀式や宗教的イデ オ ロ ギ ーは支配者の 権力

　や正 当性を社会的に 宣 言する こ と に よ っ て s

・支配を持続させ，民衆 の 隷属や従属 を美化す るた

　め の 手段に過 ぎない
。 これに対 して，われわれの Fiう民衆の 側か らの ，民衆 の もの と して の 祭

　りは，ある意 味で は，こ の よ うな支配に対す る抗議で あ り，支配 の メ カ f ズ ム に対す る暴露 ，

　支配 的秩序 からの解放を意味 して い る。

　　「祭り」 にお い て 経験 され る時間と は，芸術に お い て 「経験 され る時間」 と似て い る
。 す な ・

　わ ち
， 祭りの 中で われ わ れ は H 常的時間を忘れ て 祭り．に没頭す る 。 と い うの も

， 祭り の うち に
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は Jt 時的に 日常生活で の嫌なこ とや苦 しみ を忘れる と い う願 い が こ め られて い るか らで ある 。

祭 り．には労働 の 苦 しみか らの解放感 ， 収穫の喜 び と感謝の 気持 ちがそ なわ っ て い る 。 さ らには，

カ ー
ニ バ ル の 例に見 られ るよ うに ，祭 りで は社会的な身分関係や秩序，しきた りさ零もあ る程

度踏み 越え る こ と が で きる
。

しか もわれわ れ は
， 祭 りが こ の後 しば らく （例 え ば一年聞） は来

な い こ とを知 りづ っ そ うす る の で ある。（こ の 点で は，祭りは今日流行 して い る イ ベ ン ト と は

異な る。も っ とも，最近 で は社会的産業構造 の変化 の ため に旧来 の 祭 りがすたれて しま い ，祭

りの 方がイ ベ ン ト化 して い る の だが 。 ）

　「経験 され る時問」 の視点か ら 「祭 り」 を よ り一層深 く考察 して み るな ら， 祭 りが 一時的な

もの で あ る こ と，こ の
一

瞬の うち に全て を味わ い 尽 くす とい う こ と，こ こ に宗教 に お け る時間

経験 の特徴が ある よ うに思われる 。 芸術が 時間を 「リズ ム 」 と い う新 たな質を も っ た内容 に転

換 し，そ れを芸術形象 の 中に組み入れ る の にた い して ，宗教で は時間を 「今」 と い う現在・に た

ぐりよせ る 。 芸術経験 に お い て は そ の 都度新 しい 時間が開始 さ れ
， 経験 され る の に た い して ヂ

宗教で は 「今」と いう現在の時間経験の うち に過去に おける一切の 歴史時間の経験が取 り出さ

れ，反省され る の で あ る。言 い 換え れば ， 宗教 に お い て 経験さ れる時間 と は ， 未来 に 向け て 開

かれ た も の と して の 時間経験で あ り，プ ロ ッ ホ の 言葉で 言え ば 「再生」 と して の 時間で あ る。

プロ
ッ ホ に よれば，「再生」 と い うこ との うち には魂め不死や永遠性と は異な る ものが含 ま れ

て い る 。 「再生」や 「復活」 は単 な る過去 の もの の 「復興」 を い うの で は な く，「未 だ実現 を は

ば ま れ て 来 た も の 」 の 新生の始 ま りを意 味す る 。 そ れ だ か ら
，
わ れ わ れ は

， 宗教経験や 宗教 的

体験 の うち に は ， 先取 りさ れた未来 の 経験，よ り良き生活 の 理 想 と い う時間経験が 隠 され て い

る
，

と い うこ とが で きるで あろ う。

　とは い え ，確 かに，祭 りにお け る時間経験 は
一時的な もの で あ り，わ れわ れ は祭 り の後 1；は

現実に戻 らね ばな らな い 。 同様に して ，宗教経験 とい え ども
一
定の限 られ た範囲で の 時間経験

で あ る こ と は否定で きな い
。 しか しな が ら，す ぐれ た宗教的命題 は い つ い かな る 厂現在」 に お

い て もそ の 意味をも ち うる よ うな 命題な の で ある
。 と い うの も，そ の よ うな命題が ひ とた び実 、

践 に移 さ れ る や い な や
，

そ の 都度 の 宗教経験は深く未来に お ける課題 の 実現に関わ っ て い るか

らで ある 。 そ の r柔うな，い か な る 「現在」 に も妥協す る経験 とは
， 先取 りされた 厂時間」 か ら

くる ニ ヒ リズム に た い す る一
種の 対抗的命題で もある 。 すなわ ち，個 々人の 生の 営みに お け る

努力 は結局 の と こ ろ未来 の世界に は届か な い の で あ り，何らの 影響 も与え な い の で はな い か ，

これが
， 先取 りされた 「客観的時間」か らくる ニ ヒ リズ ム で ある 。 ある い はまた

， 未来 の 世界

もま た 生成 ・消滅を繰 り返 すだ け で あ り ， 全では無常性 の うち に 消え て し ま う の で は な い か ，

こ れ も，先取 りされ た 「自然的時間」 に よ る ニ ヒ リズ ム で あ る 。
い か な る 「現在」 に も妥当す

る宗教的経験 と は こ うした ニ ヒ リ ズ ム に対抗す るも の で あ り，唯一こ の意味に お い て ，宗教的 ．

時間経験 は 日常的な時間感覚を乗 り越え る こ とが で き る か
， もしくは そ れ と同等の 価値 を もっ 、

とみ なす こ とが で きる。

6　 芸術と宗教における 「経験」 の意味

　rl）．くして
， 芸術や 宗教で は 日常的世界や科学 の 営み におけ る経験と は全 く異質の 「経験」概

念 に よ っ て 導かれ る
，

と い える 。 芸術的経験 は ， 科学 におけるよ うな客観的実在 の 経験，カ ン
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トの い わ ゆ る 「現象 と して の 世界」 の 経験 事象的な もの や事実的な もの の 経験 とは異な っ て

い る
。 芸術 的現象 と はあ くま で も芸術形象や芸術 に お け る表現形態 に他 な らな い の で あ っ て ，

そ れは仮象 と もい われ る 。 こ の よ うな芸術的仮象を経験する とは ， 「経験 さ れる時間」（リズ ム

な ど）や経験され る空間，内容によ っ て ，われわれの 内部に或る動的な経験の過程が 生ず る こ

とな の で ある。 こ こ で 大切な こ と は
， 芸術的表現が主観に は た らきか け，あ る感動 を ひ きお こ

す と い う こ とだ 。 芸術作品の 経験とは ， 単な る事実的な もの や諸々 の 啓覚与件を知覚す る こ と

で は な い
。 そ れ は

， 自我 に と っ て の ひ とつ の 経験で あ り，自我に っ ．い て の 経験な の で ある 。 と

は い え ，そ の さ い に 自我 は同時に 諸々 の 事物の あり方，世界 の あ．り方に っ い て も経験 を積む こ

とに な る 。
こ の こ とは 自我に と っ て は

一
つ の新 しい質的な知覚が呼び覚 ま される と い う こ とで

もあ る 。 純粋に外的な対象を認識するだ け の 科学的経験に お い そは厳密に い っ て 自我 の 側 に は

何等の 変化 も生 じな い が，芸術的経験 に おい て はそ の 都度の経験 を通 して 不断に 自我が新 し く

形成され て い くの で あ る 。 他方，創作や ，創造 とよばれ る芸術作品の 側か ら見 るな らば ，

1
そ れ

’
を鑑賞す る者に と っ て は ，

そ の都度 の 作 品は彼 に と っ て の 一らの 未来 の 世界，新 しい 質 を も っ

た事物 の あ りか た ． 既存 の もの と は異 な る事物の 可能な あ り方を呈示する 。 そ の た め に芸術 的

表現 は ，直接事物を指 し示 した り，ある い は科学に おけ るよ うに事物を記号 に よ っ て 指示 す る

とい うこ と は な い 。 そ れ ど こ ろ か，わ ざわ ざ 「われ われ の知覚を長びかせ る」 の も芸術的表現

の ひ とっ の 重要な手法 な の で ある 。

　 プ ロ ッ ホ流 に い えば1宗教が われわれ に もた らした最大の 遺産は ，われ われが 決 して こ の 世

界の あ り方に甘ん じな い と い う こ とで あ る 。 キ リス ト教 の なかに あ る い わ ゆ る 「脱出」の モ チ ー

フ が端的に こ の こ とを語 っ て い る 。 すなわち
， 「脱出」 と い う こ と は

，
こ の 世 が ま だ全体 と し

て 悪 しき もの に よ っ て 支配 され て い る と い う こ と，あか らさ ま の 貧困や抑圧が終わ っ て は い な
・い とい うこ と に た いす る抗議を意味 して い るの だ。 そ の意味で は，ア ドル ノ の 「全体は虚偽 で

ある」 とい う哲学的命題 は，
一切 の宗教 的経験の 核心的部分で もある 6 そ うは い っ て も，宗教

によ る こ の 世に対す る内在的批判は ， 不安 に満ちた 自我の 内部にひ きこ も っ て世界か ら逃避す

る こ と の うちに はありえ な い 。

・
そ の よ うに 考え る の は，

一
種の 哲学的独断論か らくる主観的な

思 い込み，思 い な し にす ぎ な い
。

ア ドル ノ が 「哲学 自身は社会を否認すべ きで はな く， 依然と

して ［そ の 社会を解明す る た め に］社会を貫通す べ きで あ る 」
m ）

と述 べ て い る こ と は，宗教 に

つ い て もあて はまる。 と い うの も，宗教的経験 は世界を離れ て はあ りえず，世界 の あ り方 とは

無縁 の もの で はな い か らで ある 。 宗教が自ら措定 した絶対者や絶対的な もの に こ の世の T
’
切を

委ねて しま い
，
そ うす る こ と

’
で 宗教的経験を との世にお ける

一
切の 実践か ら切 り離 して しまう

な らば ，

』
宗教 は容易に神話 に変様 して しま うで あ ろ う。 「絶対的なも めに っ い て の 思 考を 断念

し なが ら，しか も真理 の 概念 を守 る
，

こ の 矛盾が哲学 の構成要素で ある」
21）

ど ア ドル ノ が述 べ

て い る こ と は
，
「神は死んだ」 と い われ る現代 の 宗教経験 に と っ て も ， 今 なお考察 に値 す る こ

　とな の で あ る 。

　 す ぐれた宗教的命題は直接的にかある い は暗 に人間が自然 を支配す る の で はな く，む しろ 自

然 と共に 生 き る べ きで ある とい う こ とを教え て い る 。 こ の こ とはまた，今 日ある諸々 の 自然宗

教やア ニ ミ ズ ム の世界に み られる貴重な遺産で ある 。 宗教 に おける平和 の イ メ
ージ に はすべ て

こ の よ うな 自然 と の共生が あ るよ うに思われ る。 もちろん ， 宗教は科学 とは異な っ た仕方で 世

界や人間 と関係す る。 宗教的経験 は過去か らの 持続的な経験を遺産 と して 持ち な が らも，常に
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現在の ものと して
， 現在形作 られつ つ あ・る経験で あ るべ きで ある 。 徹頭徹尾，現代 的な もの の

歴史感覚に よ っ て 導か れ な が ら ， 単な る過去の歴史的事例や歴史的経験に甘ん ず る こ と の な い，

常に未来に 開か れた経験 可能な事物や人間の 世界の あ り方を めざ して 活動す る こ と，しか も

決 して あき らめな い と い うこ とが宗教的経験 の核心な めだ。 「道は始め られ た 。 こ の 道 を最後

ま で進め 」，こ の こ とば｝ま宗教的経験 の 定言命法で あ る 。

7　 質的に 新 しい もの の 知覚

　 そ う とすれ ば
， 宗教や芸術に お い て 経験され るも の に っ い て の 真理 や真な るも の の た め の 基

準 とは何か ？　 こ れ ま で 述 べ て きた こ とを ま とめ るな らば，そ の ため の第
一

の 指針 と して ，こ

「
の世の 事物や人闇にっ い て の 「質的に新 しい もあの 知覚や経験」を挙げる こ とがで きる だ ろう。

しか しなが ら，こ こ で 注意す べ きは，そ の よ う
’
な もの が い か に して 知覚され，経験 され るか と、

い う こ と だ 。 先 に 「宗教 の 内部」 で の 批判 の 際に述 べ られ た 「実践の 観念論」 が こ こ で 再び取

り上 げ られ る必要があ る 。 「実践の 観念論」 と は，口 で は実践，実践と い うけれ ども，そ の 実践

が現 実 の 生 活 の なかか らで は な く，最初 か ら観念 に よ っ て 生 み 出された も の で あ る た め に ，
一

切の 現実 と の 関わりを失 っ て い る こ とへ の批判 で あ っ た 。 同様 の こ と は 「経験」 に っ い て も言

え る の で あり，
田川建三流の言い方をすれば，こ こか ら 「経験 の 観念論」とい う もの が生 まれ

る危険性 もある わけで ある 。

　 わ れわ れが 「経験 の 観念論」 と い う こ とで意味して い る の は い わゆ る 「物象化、した意識」 の

こ と で ある 。 ア ドル ノ は実証主義や ハ イデ ガ ー
哲学に み られ る物象化 した意識に つ い て ，こ の

意識が直接的 な もの と して 大切に して い る もの が，実は媒介 さ れ た も の に他な らな い と批判 し

て い るが ，それ と い うの も，物象化 した意識は，「自分 自身 の意識が制約された もの で あ るの に，

こ の意識に 与え られた もの を無制約 な もの で ある とみなす」 こ とで
，

かえ っ て 恣意的な もの に

な o ．て い るか らで あ る
ρ

こ の よ うなT素朴な意識」 に と っ て は，「徹頭徹尾 ，社会化され た も

の」 と して の 「世界 は，すべ て の個人 に た い して あ ま りに も圧倒的な力を もっ て い る の で ，個々

人に と っ て は ， 世界の 別 の あり方な どありえ な い し
， した が っ て 世界をある が ま ま に 受 け入れ

る し か な い よ う に お もわれ る」 の で あ る
。

そ れ ど こ ろか，そ の よ う な 世界に お い て は ， 「か か

る素朴な考えが宿命で あ る か の よ うに
， 不断に再生産され る」

22）
の であ る 。 と こ ろ で

，
こ の よ

うな素朴な意識か らみ れば ，科学 は わ れわれ の 経験 を飛び越え て しま っ て い る よ うに み え る で

あろう。 要す るに，そ の よ うな素朴な意識 偽と っ て は，科学や マ ス コ ミ．による 膨大 な情報量．を

前に して も はや 自分 の 経験な ど必要が な い か ， あ る い は経験 とはあ る特定 の 人々 （例え ば専門

家た ち）に の み委ね られた もの で あ っ て
， 自らはそ の経験内容をただおおむ がえ しに繰 り返せ

ば良い よ うに思われ るの で あ る
。 現代に お け る知識 （しか も特定の 知識）偏重の 教育は ，

こ う

して 「経験 の観念論」 に通ずる もの で は ある ま い か 。 しか しな が ら
，

ア ドル ノ に よれ ば ，こ の

よ うな物象化した意識に よる経験f！）回避 は知性 と感性の 退行現象を意味する の で あ っ て ，い き

つ くと こ ろ は 「精神 の 自由」 の 否定な の で あ る 。

　 「物象化 した意識」 はま た芸術や宗教たおい て もみ られる 。 そ の こ とは芸術におけるキ ッ チ ュ

や宗教的イ デ オ ロ ギ ーと して すで に 述 べ た通 りで あ る 。 芸術や宗教が現 代 の 資本主 義的社会に

おい て は ， 慰 めや気晴 らし，

一時的な不安の解消 ， 逃灣所 ，

一種の 哲学的独断論 に 類する もの
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とみ なされ て い る こ とは ， 宗教や芸術 に おける真理 や真 な る もの を不問にふす こ とか らくる当

然の 帰結 で あ る
。

そ の 意 味で は芸術や宗教に お け る 「真理 」や 「真な る も の 」 に つ い て は大 い

に論 じられ て しか る べ きで あ り，
そ とに お ける 「質的に新 しい もの の経験」 と い うこ と は

， 逆

に ，今 日の科学や哲学 の あ り方たたいする反省の 指針となるか もしれ な い
。

　芸術 と宗教に お ける 「真理 」や 「真な る もの 」の ため の第二 の指針は，プ ロ ッ ホ の い う 「開

か れ た世界」
「
の イ メ ージで あ ろ う。 こ れ とは逆 に 「閉 じた体系」や 「閉 じられ た集団」の イ デ

オ ロ ギ
ー

か ら は
，

1
質的に新 しい もの は生まれ な い

。 祭 りに して もそ れが排他的な もの で あ っ た

り ， 排外主義と結び っ くな らば危険な もの と な る
。 「閉じた世界」や 「閉 じ られ た 集団」 に お

け るイデ オ ロ ギ ーは ，ア ドル ノ ゐ洞察 に よれ ば，社会全体を貫 くも の と して の
， 分 断 さ れ

， 分

裂 した社会状況に対する諸個人の 自己防衛本能な の で ある 。 もちろん ，こ れ は ひ とつ の 精神 の

退行現象で ある 。 分裂した社会に あ っ て は誰 もがあたか も自分は主人で あるかの よ うに思 い な

が らも，誰
一

入 として 主人で あ るか の よ うに振舞う こ とは な レ1。 そ こ で は，徹頭徹尾 ，諸個人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ！

は管理 され た もの で あり，そ こ で 諸個人 は他者 に対する敵対者 と して の み か ろ うじて 自己の ア

イ デ ン テ ィ
ーを保 っ て い る の で ある。

　 ヘ
ー

ゲ ル はか っ て 芸術 の 存立 が危機 の 時代 に依拠 して い る と考え た 。 キ ッ チ ュ の 芸術 と イ デ

オ ロ ギー
と して の 宗教が い っ まゼ続 くか わか らな い が

，
い ずれ に して も芸術 と宗教に お ける真

理 の 問 い が われ われ の経験 と洞察に かか っ て い る こ とは確か で ある 。
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