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Abstract

　The　purpose　of 　this　paper 　is　to　consider 　the　dignity　in　Kant
’
s　Be∂ ut

’
y　end 　Sub／i〃ゴty．　This　book　has

two　aspects 　of 　the　aesthetic 　and 　the　moral 　character ．　Kant　observed 　human　virtue 　from　the　standpoint

of 　the　difference　between　sublimity 　 and 　beauty．　The　respect 　is　a 　sort 　Qf 　the 　feユling　of 　 sublimity ．　It

related 　to　the　dignity　of 　human　nature ．　Kant　told 　the　dignity 　of 　human　nature 　in　relation 　to　the 　feeling

of 　sublimity ・　Kant　placed 　the 　dignity　of 　human　nature 　on 　the 　basis　of 　his　moral 　law．　It　is　the 　importance

of 　Bθauty 　and 　5己！b／imゴty　in　the　formatiQn　of 　his　moral 　thoughts ．

1 ．は じ め に

　 『美 と崇 高 の 感情 に 関す る 考察』（以 下 『美 と崇高』 と略 す ） は 1763 年 に執 筆 され た。本 書で 、カ ン トは 美 と

崇高 とい う、高尚で あ るが 平 凡 な 魂で も感じ られ る二 種の 感情に 基づ い て 、自然、人 問
一

般、男性 と女性 の 相互

関係、さ らに 国 民 的性 格 等 を観察 しか つ 考察す る。その 際カ ン トは 「哲学者 と して よ りも
一
人 の 観察 者 の 眼 で 眺

めた い 」
（1 ） とい う。こ の 言葉 は 、 本 書の 基 本的 性格 を規定す る もの として 様々 に 解釈されて きた。浜 田義文 は 、

　　 「観察者 の 眼」 とは 中立 公 平な第三 者 の 眼 で ある と言 うこ とがで き る
〔2）

。

と す る。ま た 本 書 の 叙述 は、他 著 と比 べ て ま っ た く別 の 筆致 の 感 が あ る。カ ッ シ
ー

ラ
ー

は本書の 著述家が、

　　 『純粋理 性 批判』 の 著者 で もあ る こ とを、人は簡単に は認 め る こ とが で き な い
C3）。

と い っ て い る。こ の 書 は き わ め て精 緻 で は あ る が、奔 放 な ま で の 自由 な観察 が基 調 となっ て い る か らで あ る 。

　カ ン トは本 書 で、自然 と人間に 関す る 様 々 な事象をあ りの ままに観察 しなが ら、そ れ を美 と崇 高 との 関係 にお

い て 考察 し分析 し て い る。し た が っ て 、こ こ で は経験の 事実 を そ の ま ま に 観 察 し よ う とす る 基 本姿勢 を 取 っ て い

る。こ れ が 「観察者 の 眼 で 眺め た い 」 と され た真意 で あ る 。 そ の 限 りで 、

　　 こ の 『美 と崇高』は 、 も とも と哲学書で も美学書で もなくて 、カ ン ト自身 の 直接 ・間接 の 人 間観察の 記録 と

　　もい うべ き もの で あ る
（4 ）。

　し か し、こ の 観察 を通 した 徳や 人 間の 考察は、単なる事実や それ に対す る感情分析 に終始せ ず、当時 の カ ン ト

の 道徳観 を 示 す 重 要 な 基 本的要素や契機 が 提 起 され、特 に 道徳 思 想 形 成 上 の 注 目す べ き要 因 が提 示 され て い る。

本書は 、自然や人 間 に 関す る現 象 の 感情分析 とい う美学的性格をもつ と同時 に、そ の 背後 に道徳観 を も っ て い る 。

つ ま り美学的 ・道徳的 性格 とい う二 面性を合 わせ 持っ て い る。本稿の 目的 は、『美 と崇高』に お け る 「尊厳」 に

つ い て 考察す る こ とで あ る。

2 ．崇 高 と 美 の 感 情 の 対 象

　さて 崇高 と美の 感情は、自然 に対 して そ れ ぞ れ 対 象 を持 っ 。雪 を頂 い た 山 頂 が 雪の 上 に 聳え る 連山、荒れ 狂 う

嵐、ミル トン の 地獄 の 描写 等 が 崇高 の 感情で あ る。こ れ に 対 し、花 の 咲き乱れた草原、うね りくね っ た小 川 が 流

れ、牧草 を食む 畜群 に よ っ て 覆わ れた 谷、極楽等の 描 写 を享受す る た め に は 美 の 感情を必 要 とす る。神 聖 な森の

中の 高い 木 と孤独 な 樹影 とは 崇高で あ り、花壇 は 美で あ る。夜は 崇高で、昼 は 美で あ る。

　崇高なもの は感動させ 、美 しい もの は興奮させ る。崇高な もの は 常 に 大 き く簡 素で な け れ ば な らない が 、美 し
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い もの は 小 さ くて もよ く、磨 かれ飾 られ て い なけれ ば ならない 。崇高は戦慄 の 感情 に伴 われ、美は驚嘆に 伴われ

る。こ の ような自然に 対す る崇高 と美が、人 間
一

般 に向けられ る と ど うで あろ うか。

　　悟性 は 崇 高 で あ り、機 知 は 美で あ る。…
（中略 ）

…
真 実 と正 直は 簡 素で 高貴、諧謔 と好 ま しい お 世辞は 洗練

　　 され て い て 美 しい 。行儀 よ さは徳 の 美で ある。私欲 の ない 奉仕 は 高貴で あ り、洗練 （慇懃） と丁 寧 とは 美的

　　で あ る。崇高な 特 性 は 尊 敬 を、美的 な 特性は 愛 を吹 き込 む （5 ）。

　 こ の よ うにカ ン トは人 間 の 諸能力お よび 徳を、崇高 と美 との 分類 に お い て観察 して ゆ く。注 目 され る の は、ま

ず 崇 高 と尊敬、美 と愛 とが 直結 して い る点 で あ る。崇 高 の 感情に よ っ て 捉 え られ る 悟 性 、豪胆、真 実、正直、私

欲 の ない 親切等 は、同 時に 尊敬の 対象 とな る。こ れ に対 し美 の 感情を伴 う機知、諧謔、お世辞、洗練、丁 寧等は

愛 の 対象 とな る。

　　友情 は 主 と し て 崇高の 相 を、し か し性愛 は 美 の 相 を そ な え て い る
  。

とい われ る とき、友 人 は尊敬 の 対 象で あ り、異性 は 愛の 対 象で あ る。注 目す べ き は、尊敬 が 「あ る種 の 尊厳 と崇

高」 の 感情 で あ り、「人 間自身 の 本性 の 尊厳」 に 関係 して い る 点 で あ る。

　 こ の こ とを カ ン トは 悲劇 と喜劇 の 相 違の 中で 語 る。 悲劇 に お い て崇高の 感情 が動 か され 、 喜劇 に お い て美 に対

す る感情が 動か され る。喜劇 は 策略、不 思議な混乱、そ して 脱出す る方法を知 る 機知 あ る者 と騙 され る馬鹿者、

冗談や お か しな人 物等 を演出す る 。 愛 は心 痛 な も の で は な く、陽気 で親 しい も の で あ る 。 こ れ に 対 し悲劇 に お い

て 、他 人 の 安寧 の た め の 寛容な犠牲、危険な時 の 大胆 な決意、試 練を 経た 忠実等が 示 され る。そ こ で 愛 は 、憂鬱

で 心優 し く大 き な尊 敬 に満 ち て い る 。

　　他人の 不幸が、観客 の 胸中に 同情 の 念 を 呼び 起 こ し、彼の 寛大 な心 情 を、他人 の 苦境 の た め に鼓 動 させ る。

　　 彼 は穏 や か に感 動 させ られ、彼 自身の 本性 の 尊厳 を感ず る
（7）。

　 こ こ に 初め て 、崇高 の 感情 との 関係 で 「人 間本 性 の 尊厳 」 が 語 られ る 。 こ れ は カ ン トの 道徳思 想 の 形 成上 きわ

め て 重 要 な 契機 で あ る。そ れ は、美 と崇高の 感情に 基づ い て 展 開され る 徳論 に お い て 、い っ そ う明 らか に な る。

　　道徳的特性に お い て は、真 の 徳 だ け が崇高で あ る。に もか か わ らず、愛すべ く美的 で あ っ て、それ が徳 と調

　　 和 す る限 り、た とえ本 来 は有徳 な心 情 に数 え る こ とは で き なくて も、高貴 と見 な され もす る、立派な道徳的

　　性質が あ る （81 。

　 こ こ で は道徳的特性 の 中に、「真 の 徳」 と美 し く愛すべ きで ある が真 の 徳とは い え ない 徳とが 区別され、それ

が 「有徳な心 情」 に 準拠 し て い る。そ こ で 問題 は、こ の 二 つ の 徳 の 相違 は何か で あ る。カ ン トは 真 の 徳 とは い え

な い が、美 し くか つ 愛すべ き徳 の 第
一

の 種類 と し て、「同情」 とい う暖 か い 感情をあげる。それは 優 し さを もち、

善 良 な激 情 で あ る。しか し 道 徳的 に は、弱 くて 常 に盲 目的 で あ る。とい うの は、仮 に 困 窮 者 に 対 す る単な る同情

の た め に、自らの 「厳格な正 義の 義務 」 を果 た し え なくなれ ば、そ の 行為 は 「有徳な 企 図」 か ら生 じた とは い え

な い か らで あ る。有徳 な 企 図 は、よ り高 い 拘 束 性 を同 情 とい う盲 目的魅 力 の 犠牲に す る も の で は ない。要 す る に 、

　　 同情的性質 は如何 に 愛す べ きで は あ っ て も、それ 自身 に は徳 の 尊 厳 をそ な えて い ない
C9 ）

。

　 美的で愛す べ き徳 の 第二 の 種類は、「迎合性 1 で あ る。迎合性 とは 親切 に よ り、他人 の 願望への 同意 に よ り、

ま た 自分 の 態度 と他人の 心情 との 一
致 に よ り、他人 に快 く思 われ よ う とす る傾 向性 で あ る。

こ れ が 真の 徳 の 基 礎

に な りえない の は、「原則 」 を欠 くか らで あ る。すなわ ち、こ の 迎合性 とい う感情 に基づ く行為 は、品行方 正 を

目指 す 規 則 に した が わ ず に、人 の 気 に入 るた め に生 き る の を好 む た め に、あ らゆ る悪 徳 を 持ち うるか らで あ る。

具体的に言 え ば、愛す べ き迎合性 か ら人は虚言家、怠け者、大酒飲み に な るか らで あ る。

　 で は 「真 の 徳 」 の 基 礎 、す な わ ち徳 の 原則 とな り うる感 情 とは い か な る もの で あ ろ うか。カ ン トは い う。

　　 真 の 徳 は ただ原 則 に の み接木され え、原則が一
般的で あれば あ る だ け、徳 は それ だ けい っ そ う崇高に、ま た

　　 高貴 とな る。こ の 原 則 は 思 弁 的規則 で は な く、あ らゆ る人 の 胸の 内 に生きて い て、同 情や迎合性の 特殊な根

　　 拠に 対す る より も、ず っ と広範囲 に及ぶ 感情の 意識で ある。それ は人間性 の 美 と尊厳 の 感情だ とい えば、
一

　　 切 を 包 括 す る、と私 は信 ず る。前半は
一

般 的情愛の 根拠 で あ り、後半は
一

般的尊敬 の 根拠 で ある。そ し て、

　　 こ の 感情が 誰か の 心 情の 中で 、最大 の 完全性 を 得た と した ら、こ の 人 も 自分 で 自分 を愛 しか つ 尊ぶ で あ ろ う

　　 が、そ れ は彼 が 、彼 の 拡 大 され た 高 貴な感情 が それ に及 ぶ よ うな、万人 の
一

人 で ある限 りにお い て の み で あ

　　 る
〔le ）。

　 こ こ に 提起 され た真 の 徳の 原則に つ い て、以 下 で 考察 して そ の 特徴 を 明 らか に してお こ う。
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笠 井 ； カ ン トの 『美 と崇 高』における 「尊厳 」 にっ い て

3 ．人 間 本 性 の 美 と 尊 厳

　で は 「真の 徳 」 の 原 則 で ある 「人 間本性 の 美 と尊厳 の 感情」 は、如何 な る 由来 を持 つ の で あ ろ うか。真 の 徳の

原則 と し て 規定 され た 「人 間本性 の 美 と尊厳」 の うち、後 に 「美」 は 取 り 消 され、「尊厳」 の み が批判的倫理 学

に お い て も根幹 と して
一

貫 して い る、そ こ で次 に 「人 間本 性 の 尊敬 の 感情」をめ ぐ るル ソー
の 意義 を考察しよ う。

　 さて 『美 と崇高』 に お い て 、カ ン トが ル ソ
ー

の 名前 を語 る 所 は 『エ ミ
ー

ル 』 に よ る もの で あ る。した が っ て 、

こ の 時点で カ ン トが 『エ ミー
ル 』を読ん だ こ とは確 実 で あ る。従 来 の 定説 は、ル ソーに よ っ て カ ン トが 人 間 の 尊

厳の 意識 を覚醒 され た とい う。た だ しそ れ は 、カ ン トが 幼児 よ り ピ エ テ ィ ス ム ス に よ っ て 育て 培わ れた 生 活心 情

で も あ っ た とす る もの で
．
あ る。言 い 換 えれ ば、ル ソ

ー
が こ の 時点で 初 め て 人 間 の 尊厳 を植 え付 けた とい うの で は

な く、カ ン トに 内 在 して い た エ
ートス と して の 人 間尊 重 の 精神 と道 徳的 感情が ル ソ

ー
に よ っ て 覚醒 され た と見 る。

し か しル ソーの 意義は 単 に こ れ に留 ま る も の で は ない 。それ に答 え る に は、カ ン トの 道徳 思想 の 形成過 程、特 に

道 徳原則の 追 究 過 程か ら論証 しな けれ ば な らな い。

　そ もそ もカ ン トが 道徳の 問題 を最初 に 直接取 り扱 っ た の は、1755年 の 就職論 文 にお け る 自由論 で 、そ こ で は決

定根拠 律 に基 づ く意志 の 自己決 定 の 自由が 展開 され た （Iv
。しか し道徳 の 原則 が 追究 され る の は 1760年代 に入

っ て か らで 、そ の 場 合形 而 lt学 の 原 則 に 対応 し、形 式 的 ・実質 的原 則 が それ ぞ れ に 求 め られ た。そ の 過 程 で カ ン

トは ヴォ ル フ の 完全 性、ク ル ジ ウス の 責務、イ ギ リス
・
モ ラ リス トの 道徳的感情等の 影響 を 受け、そ れ か ら様 々

な要 素 を吸 収 し なが らも独 自の 道徳原 則 の 確 立 を 目指 し た。しか しカ ン トは そ の 99…一原 則 の 根 拠 に関 して、単 に

認識能力か、も しくは感情か の い ずれ が そ れ を決 定 す るか、とい う根本問題に ぶ つ か り未解決 の ま ま 苦悩 して い

た。こ の よ うな二 者択
一一

は、道徳原則 を形而上 学的原理 に範をと り、あくまで 分析的方法で 追究 し よ うと し て い

た た めで あ っ た 。 とい うの は 形 而 上 学 的 方 法 に対 す る道徳形 而 上 学 の 方 法 にお い て は、理 論理 性 に対 す る実 践 理

性の 主体性が 確保 され、それ に よ っ て 道徳原理 が基 礎付け られ な けれ ば な らない か らで あ る。

　 と こ ろで カ ン トを道徳 の 第
一

原 則 の 探究 に際 して、そ の 根 拠 を道徳 的能 力 の うち 「あれ か 、こ れ か 亅 の 二 者択

一
の 追求 の 方向を中断さ．せ、その 方向を

一
挙に 転 じて 道徳主 体そ の もの に 密着 させ 、尊厳を認め、それを道徳 の

根 拠 と させ 、しか もそ の
．
人 問 本性 の 尊厳 を人 類 へ 向 け て 開 示 し、道徳原 則 の 普遍 性 を確 保 させ る に至 っ た 決 定的

契機 を与 え た の はル ソ
ー・

で あ っ た。な るほ どカ ン トは、ル ソ
ーと出会 う以前に 人間の 高貴性を 十分に 認め、それ

を主張 して い た。し か し、そ れを道徳原則 と直結 させ 、道徳 の 根拠 とす る とこ ろまで 思い 及 ん で は い なか っ た。

こ れ は、カ ン トの 生 活心 情 と して の 人間 の 高貴性 の 意識が 道徳哲学 と主 体的に は 結び つ い て い なか っ た こ とを意

味す る。学問は 学問、生活 は生活 と い う道徳意識 の 分離 と見 て もよい 。そ し てル ソ
ー

に よ っ てす で に克服 した と

思 い 込 ん で い た合 理 主義 的 思 考 の 残 骸 に、カ ン トは気 づ かせ られ た。こ こ に、当 時 学 者 と して の 知 的 僭 越 と、

　　何も知 らない 民衆への 軽侮 に 対 して 、ル ソ
ーが 私を 正 して くれた 〔12 ｝。

とい う後 の 有名 な 告 白 へ つ な が る重 要 な 契機 が あ る。そ し て こ の 時点 で カ ン トが 人 間 本性 の 尊厳 を 道徳 の 根 拠 と

し、そ れ に よ っ て 人 間 と道 徳 の 主 体的 結 び つ き、す な わ ち実 践 理 性 の 最初 の 契 機 を掴 ん だ もの と解釈 で き る。 知

識あ るい は 理 論 と し て の 道徳か ら、人間は 実践 と し て の 道徳 へ の 転向の 最初の 契機 が こ こ に ある。人間本性の 尊

厳 の 感情 は も ち ろん 感 情で あ り、広 義 の 道徳 的感情とい え る 。 しか し尊厳 の 感 情 は、こ れ ま で カ ン トが 善 を感得

し善き行為へと主 体を促進す る 心 情 と して 規定 して きた 単なる 道徳の 感情 で は ない。それ は ま さ に、人間本性そ

の も の 、人 間 の 本 質 に対 す る感情 で あ る。こ の 人 間 本 性 そ の もの の 尊厳 を道徳 の 原 則 と し、さ らに道徳 の 根 拠 と

す る契機 を カ ン トに 与 えた の が ル ソ
ー

で あ る。そ して こ の 道徳 の 原則 は、思弁的規則で は な く万 人の 胸 の うち に

生 き て い る普 遍 的感情 で あ るか ら、こ こ に 万人 の 道徳、人 間性 の 道徳 が 成 立 す る．

　要す る に カ ン トは、人間その もの が 道徳 の 根拠 た り うる とい う人間本性 の 尊厳 の 重み をル ソ
ーに教 え られ た と

見 るべ きで ある。こ こ に後 に カ ン トが、本書に 書き込 ん だとされ る覚書の 中の
．・
句、すなわちル ソ

ー
か ら

　　私 は 人間を尊敬す る こ とを学 ん だ c13 ）。

とい う言葉 の 真意が ある。こ の 言葉はル ソ
ー

に よっ て 道徳 の 根拠 として の 人間の 本性 の 尊厳を教 わ っ た こ とを意

味す る。も し彼 に よ っ て 単 に 人 間 尊 重 の 精神 を 覚 醒 され た に過 ぎ な い な らば、こ の 精 神 はエ
ートス と して す で に

カ ン トの 生活 心 情 とな！
）て い た の だか ら、改め てル ソ

ー
の 名 を取 り上げ、しか も異常な感激 と興奮とをもっ て 、

今ま で の 己 の 無 知 な る 者 へ の 蔑視 を あ え て 告 白す る必 要 は な か っ た は ず で あ る。カ ン トに対 す るル ソ
ー

の 影 響 を、

カ ン トの 道徳思想形成史的観点か ら、特に 道徳原則の 確 立 の 点か ら解釈 し その 重要な意義を確認 した。
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　 この よ うに 「人 間 の 本性 の 美 と尊厳 の 感情」 とい う 「真の 徳」 に基づ く道徳原 則 は、ル ソーの 影響 に よ っ て、

い わ ば 道 徳主 体 そ の もの を根 拠 とす る極 点 まで 道 徳 的 に 主 体 化 され 深 化 され た。しか しカ ン ト自身 認 め て い る よ

うに 「観察者の 眼」 として の 制約を免れて は い ない。した が っ て こ の 道徳 の 原則 は、次 に 「哲学者 としての 眼」

に よ る 追究、お よび 道徳 的 基礎 づ け が要 求 され な けれ ばな らな い 。こ の 時点の 制 約 と して ま ず指摘 され る こ とは、

道徳原 則 が い まだ 明 確 に法 式化 され て い ない こ とが あげられ る。

　次 に 、こ の 道徳 の 実 質的 原則 に 対 応 す る 形 式 的原則 お よ び それ との 関連 に つ い て も、こ こ で は ま だ言 及 され な

い 。今 ま で の カ ン トの 所 論 か らす れ ば、実質的原 則 は 形式 的原則 の 下 に 直接 に 包摂 され て い る もの と考 え られ て

きた か ら、こ こ で の 人間本性 の 美 と尊敬 の 感情は 「責務 」 に実質を なす も の とみ て よい で あ ろ う。これ も今後 の

課 題 で あ る。

　よ り基 本 的 に は 、 道徳 の 原 則 が 人 間 本 性 とい う主体的根拠に 基礎付け られ て は い るが、美と尊敬 の 感情として

規定され、そ れが 普遍的情愛 と普遍的尊敬 の 根拠 とされ て い る だ け で 、人 間本 性 の 美 と尊厳 そ の もの が何 か、そ

の 根拠 が 何 か等に っ い て は 詳 し くは 語 られ て い ない
。 した が っ て、今後は この 広義の 道徳的感情、言い 換えれば

実践的感情が、実践的理 性 と し て の 意志 の 方 向へ深 ま り、そ の 本質で あ る 自由 が 自覚され な け れ ば な らな い。し

か しそ の た め には カ ン トは 「批 判 1 へ の 幾多 の 曲折 の 小 径 を経なけれ ば な らない の で ある。

　最後 に、道徳原則 に対する美 と崇高 との 関係 お よ び美 しい 徳 と崇高の 対象 とな る真 の 徳との 関係 につ い て 考察

しよ う。 カ ン トは 愛す べ く美しい 徳と して 「同 情」 と 「迎合性」 をあげた。こ れ らが真 の 徳 の 基礎 とな り え ない

の は 「原則 」 を欠き、その た め に 「弱くて 盲目的」 とな り、

　　それ 自体 で は美 的 で あ るが、不 安定で 原 則 を欠 くた め に、柔弱 とな る傾向性 に 従 っ て 行為す る
〔1 の 。

た め で ある。これ に 対 し真 の 徳 だ けが崇高の 対象 で 「原則」 に 基 づ くが、こ の 原則 も基 礎 と な る原 則 が 「人 間本

性 の 美 と尊厳 の 感情」 と して規 定され る と き、そ の 特性は 普遍性の 意識で あ る。こ の 場合 カ ン トは 、美 と崇高お

よびそ れ に 対応す る美 しい 徳 と真 の 徳 との 相違 を質的 な もの で な く 、 普 遍 性 の 量 的度合 に お い て 把 握 し てい る。

　 言 い 換えれ ば、美と崇高は 異質の 感情で は なく同質で あ り、た だ 普遍性の 度合の 高ま りに よ っ て 美は 崇高 とな

る もの と考 え られ て い る。例 え ば 同情 に よ っ て あ る特 定 の 困窮者 を援助 しよ う とす る場 合、人 類 に 対 す る普遍的

情愛を 「普遍的原則 」 とし、なおか つ 困窮者への 愛が 残っ て い る とすれ ば、そ の とき初 めて こ の 普遍 的情愛は 同

情 の 根拠 で あ る と同 時 に正 義 の 根 拠 とな る と され て い る。つ ま り、

　　 こ の 感情 が適度 の 普遍性 に 高ま る と、それは 崇高で あ る 〔15 ）。

ま たす で に 引 用 した、

　　真 の 徳 は ただ原則 に の み 接木されえ、原則が一
般的で あれ ば あ るだ け、徳 はそ れ だ けい っ そ う崇高 に、また

　　 高 貴 とな る U6 ）。

とい わ れ る時、原則 は 同情や迎合性 の 「特殊 な根拠 」 に対 して、万 人 の 胸 の 内に 生き て い る普遍 的根拠 で あ る と

同 時に、美 しき徳 と真 の 徳 との 、言 い 換 えれば美 と崇高 との 連続性を保証 して い る と考 え られ る。こ こ で は美 よ

り崇高 へ 、無 原則 よ り原 則 へ 、一人 の 特 殊 感 情 よ り万 人 の 普遍 性 へ の 高ま りに お い て 真 の 徳 が 成 立す る と見 られ

る。そ れ は特定の 人 に対す る 同情お よび 迎合性 よ り、万人 に 対す る 愛 と尊敬への 動機 の 高ま り とも解 され る 。 こ

の 万 人 に 対 す る愛 と尊 敬 は、カ ン トの 義 務 論 の 二 大 要 素 をな す もの で 『道徳形而 上 学』ま で
一

貫 し て い る。

　 以 上の ように 見て くると、尊厳 と と もに 道徳原則 の 構成 要 素 と され た 「人 間 本 性 の 美」 と 「美 しい 魂」 との 関

係 も 自ず と明 らか で ある。「人 間本性 の 美」 は、普遍的情愛の 根拠 で ある。それは、尊厳 と と もに人間本性の 普

遍性 に 根ざす根源的人格的価値で あ り、普遍的価値で あ る。

　 こ れ に 対 し 「美 しい 徳」 は、まだ 同 情や迎合性とい う特殊な根拠に 留ま っ て い て 普遍性 を持 たず真 の 徳 とは な

っ て い な い 。した が っ て 「美 しい 徳 」 とい うと きの 美 は、人 の 眼 に入 る行 為 の 現 象的 ・外観的美で あ る。こ れ に

対 し 「人 間本性 の 美 」 は、人 の 眼 に見 えない 内的動機 となる価値 で あり、両者 は明確 に 区別 され るが、前に 見た

よ うに 普遍性の 度合 に よ る 区別 で あ っ て 、質的 に は 区別 され て はい な い 。

　 た だ し、カ ン トの 説明に も紛らわ し さが あ り、不明瞭な点も残 され て い る。例 えば美 しい 徳 は、当然美の 感情

に 関係す る が、人 間本性 の 美 は 美で は な く崇高に 関係 す る等で あ る。しか し と もか く両者 は、異質で は なく同質

の 感情で あ る 。 す な わ ち、そ の 根拠が 普遍 性 を高 め る に つ れ て、「見せ か けの 徳」 は 「真 の 徳」 とな り、単なる

愛すべ く し か も美 し い 徳 は 「崇高の 徳 」 とな り、「徳の 尊 厳 」 を備 え る もの に な る と考え られ る。
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笠 井 ： カ ン トの 『美 と崇 高』 にお ける 「尊厳 」 に つ い て

4 ．徳 と 似 非 徳

　カ ン トは こ の 『美 と崇高』にお い て 、徳の 概念 を明 確 にす るた めに、徳と似非徳とを 区 別 し、さ らに それ に対

応す る人 間の 気質 を分析 し て い る。具体的 に は 「真正 の 徳」 に 対 し、「養子 縁組 の 徳 」 と 「徳の 虚 光」 と を あ げ

て い る。こ れ らはそ れ ぞれ どの よ うな特 徴 を持 ち、どの よ うな相 違点 を持 っ て い るの で あ ろ うか。真 正 の 徳 は、

厳密な 意味で 唯
一

の 徳で あ り、原則 に 基 づ く徳 で あ る。言い 換 えれ ば、人間本性 の 美 と尊 厳 の 普遍 的感情 に基 づ

く行 為だ けが有徳的 行為と され る 。 そ れ は人 間
一

般 に対 す る愛 と尊敬 の 心情よ り発 した行為 に他 な らない 。この

真正 の 徳だ けが崇高で 尊敬 に 値す る。こ の 徳を有す る人 は 「高貴な心 情」 を もち、「方正 な 人」 と呼ば れて い る。

これ に対 して 、

　　愛すべ く美的 で あ っ て 、そ れ が 徳 と調和 す る 限 り、…
（中略）

…ま た 高貴 と見 な され もす る、立 派 な 道 徳的

　　性 質 が あ る （17 ）
。

　 しか し こ の 性質 は、

　　徳の 名 前 を得 は し て も、徳 の 直接的根拠 で は ない
（18 〕。

　それ は 善き感情 と して の 同情 と迎 合性 で あ り 、
「養 子縁組 の 徳 」 と名 づ け られ る も の で あ る。こ の 徳 を 有す る

人 は、「善き 心情 」 を持ち、「善良な人 」 ある い は 「気 の よ い 人 」 と 呼ばれ る。こ の 養子 縁組の 徳は 、人 間性の 弱

さ と道徳的感情 の 微力 に照 ら して 、 摂 理 が 与 えた 「徳 の 補充」 と され て い る。似 非徳 と して あ げ られ る今
一

つ は

「徳 の 虚光 」 で あ る。そ れ は 「名誉 に 対 す る感情 」 に 関係 し、

　　高尚 で あ っ て われ われ を動 か し、あ るい は粗 野 な利 己 心 と卑俗な肉欲 とに 対 し て 拮抗 し うるあ る感情
〔19 ）

で あ る。こ れも人間の 道徳的感情の 弱さか ら、摂理 が与 え た もの と され て い る。こ の 名誉に 対す る感情の 結果は

羞恥 心 で あ る が、こ れ に基 づ く行 為 は有徳的で は な く外 面 的な 見せ か け で ある。とい うの は他人 の 判断や評価 が 、

われわれ 自身、また は行為 の 価値を決 め る か の よ うに 思 う謬見に基 づ くか らで あ る。す な わ ち名誉心 に 基 づ く行

為 は、「他 人 の 眼 」 や 「他 人 の 評 価 を何 よ りも優先 させ て 自分 の 名誉を 守 ろ うとす る も の で ある か ら、こ の 動

機 か ら見て も少 し も有徳的とは い われない。その た め 有徳 と見な され た い 人は、誰 で も名誉欲 の 動 因を 慎重 に 隠

す。名 誉 心 か らの 行 為 は、直 接 に行 為 の 美 し さに よ っ て で は な く、他 人 の 眼 に 入 る行為の 立 居振舞い に よ っ て 動

か され うるか らで あ る。した が っ て 名誉 に対す る感情 は、高尚 で あ り卑俗 な欲 望 を抑 え て 、 大 きな 善行 を も可 能

で あろ うが、所詮 「徳 に 類似なもの 」 で あ り、「徳 の 虚 光 」 に過ぎな い の で あ る。

　カ ン トは以上 の 「真正 の 徳 」 と、二 つ の 「似非徳 」 との 区別 に対 応 し て人 間 の 性 情 を考察 し、三 っ の 気質 を あ

げて い る。すなわち 「憂鬱質 の 気分 」、「多血 質 の 気分」、「胆 汁質の 性格」 で あ る。 こ れ らの 気 質を 通 して、徳 の

諸 相 が い わ ば人 間学 的 に解 明 され て い く。まず 憂 鬱 質 に 属す る 人 が あ げ られ る。た だ し、こ の 憂鬱質 と い う名称

は、こ れ に属す る人 が 生 き る歓び を奪 われ て陰気 な憂 鬱 の うち に深 く悲 しん で い る か らそ う名 づ け られ て い る の

で は な く、そ の 人 の 感覚 が あ る程度以 上 増大 され るか 、ま た 若干 の 原因 に よ っ て 間違っ た 方 向を と っ た 時 に 、別

な 状況 よ り も容 易に 憂鬱 に 陥 りや す い か らで あ る 。 カ ン トに よ る と憂 鬱質 に属 す る 人 は、特 に崇高に 対す る感情

を持っ て い る。

　彼 は 美 に 対 して も、同 じよ うに よ い 感覚 を持 っ て い る。そ の 美 で さえ、彼 は た だ 惹き つ け るだ け で な く同 時 に

驚嘆を吹き込む こ とに よ っ て 彼 を感動 させ ず には お か ない 。楽 しみ の 享受は、彼 に あ っ て は よ り真 面 目で あ る が 、

そ の た め につ ま ら ない わ けで は ない D ゆ え に 彼 の 幸せ は快楽 よ り もむ し ろ 満足 と なろ う。

　　彼は 堅 忍不抜で あ る。そ の た め彼 は、彼 の 感情 を原則 の も と に従属 させ る 〔2 ω 。

　 こ の 原 則 が 普遍 的で あれ ば あ る ほ ど、感情 は 安定 し変化 に 支配 され る こ とは 少 な くな る。こ の 気 質の 人 は 自分

の 妻 が美 しく愛 ら し く怜悧 だ か ら、私 は妻 を愛 し敬 う とい うよ りも愛情深 く尊敬の 念を持 っ て 接 し よ う。なぜ な

らば彼女は私 の 妻 で ある か ら、と心 の 中で 思 う。っ ま り 「偶然的 な 魅力 」 に 支配 され る こ とな く、「高貴な 根 拠 」

を存続 させ る の で あ る 。
こ の よ うに彼 の 心情 は 高貴で 寛大で あ る。ま た 憂鬱質 の 人 間は 原則 に 立 つ 人 で あ る か ら

他人の 判断を気 に か けな い。彼は 自分自身の 洞察に よ り、容易に別 の 考えに移され ない 。そ して 自分お よび他 人

の 秘密 を よ く守 る。

　　 真実は 崇高で あ る。彼 は虚言も し くは虚偽を憎む。彼は、人間本性 の 尊厳に つ い て の 高い 感情を 持 っ て い る 。

　　 彼は 自分 自身 を 尊 重 し、人 間 を尊 敬 に値 す る被 造 物 だ と考 え る。彼 は卑 し むべ き従属 に 堪 え ない で 、高貴な

　　 胸の うちに 自由を呼吸す る
〔2 ］）。
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　彼 は原則 に立 っ て 、自分自身お よ び他人に 対す る厳格な裁判官 とな り、自分 と世 間 とに嫌気 が さす こ とも まれ

で な い 。そ こ で こ の 性 格 が 度 を 越 す と毅 然 と した 態 度 は しば しば 強 情に 変質す る。そ し て 厳粛 は 憂鬱 に、敬虔 は

狂言 に、自由に 対す る熱望は熱狂 に な りやすい。

　第二 の 多血 質的性情 の 人 は、美に 対 す る支配 的 な感情 を持 っ て い る た め、彼 の 歓喜 は 明る く活発で あ る。も し

彼 が 陽気 で な い ときは、彼 は 不満 で あ り満足 した 静けさを知らない。

　　彼 は 自分の うちに、また自分 の 周 りに歓喜を求 め、他人 を楽 しませ 、交際上 手 で あ る。彼 は 道徳的共感 に 富

　　 む。他人 の 上 機嫌 が彼 を満足 させ 、彼 らの 苦悩が 憐れみ深 くさせ る。彼 の 道徳的感情 は 美的で ある が、原 則

　　を欠 き、対象が 彼 に与える現 在 の 印 象 に 常に直接的に依存す る。彼 はす べ て の 人 の 友で あ る、あ るい は 同 じ

　　 こ と を意味 す る が、彼 は 善 良 で 好 意的 で は あ る けれ ども、本 来 決 し て 友 で は な い の で あ る
〔22 〕、

　 人 は たとえ彼を大 い に尊敬 は しなくて も、彼を愛 さず には お れない で あ ろ う。しか し彼 の こ の 性格 が ひ ど く堕

落 す る と 「柔弱 」 に 陥 り、ふ ざけ て 子 どもっ ぽ い。

　第 三 の 胆 汁 質 の 性情を持っ 人 は、豪華と名づ け られ うる よ うな種類 の 崇高 に対 す る支配 的 な感情を持 っ て い る。

こ の 種 の 崇高 は 、本 来 「崇高の 虚 光 」 に 過 ぎず、事 柄や 人柄の 内 面的実質 を 隠 し、外見 に よ っ て 欺き感動 させ る

強 く派 手 な色彩 に 過ぎない。

　　 胆 汁質の 人 は、彼 自身 の 価値 と、彼 の 物 や 行為の 価値 を、Hに 入 る体裁 や 見か けか ら観察す る。対象そ の も

　　 の が 蔵 し て い る 内 面 的性質や動因 に 関 し て は 、彼 は 冷淡で 、真実の 好意 に よ っ て 心 を温 め られ もせ ず、尊敬

　　に よ っ て 感動 させ られ も しな い 。彼 の 態度 は技 巧 的で あ る、彼 は 自分 の 挙 動 を、見 物 人 の さま ざま な位置 か

　　 ら判定 す る た め に 、あ らゆ る 立 場 を取 る こ とを心 得 て い な くて は な らな い。な ぜ な ら彼が 問題 とす る の は 、

　　彼 が 何 で あ るか で は な く 、 彼 が ど う見 え る か で あ る か ら （23 ）
。

　 彼は あ くま で も冷静 な血 を必 要 と し、彼 の 心 胸 の 愛や 同情や 思 い や りに よ っ て 眩 惑 され て は な らな い か ら、多

血 質の 人 が 陥 る多 く の 馬 鹿げた こ とや嫌 な こ とを免れ る で あ ろ う。彼 の 妊意 は 礼儀 で あ り、彼 の 尊敬 は儀 式、彼

の 愛 は狡猾 な追従で あ る。

　　彼 は 単 に折 々 の 印象 に よ っ て だ け動 か され る多血 質の 人 よ りも遥 か に、原則 に従 っ て行 為 す る 。 だ が そ の 原

　　 則 は、徳の 原則で は なくて 名誉の それで あ り、彼 は行為の 美や価値 に 対す る感情 を持た ず、世間が 行為に つ

　　 い て 下 しそ うな判 断 に対 す る感 情 を持 っ て い る （24 ）。

　 彼 の や り方 は 、そこ か．ら生 じて くる 源泉を 見ない 限 り、ともか く徳その もの とほ とん ど同 じよ うに 公 益的で あ

る か ら、普 通 の 人 の 目に は有 徳 な人 と同 じ く尊 重 を獲 得 す る が 、洗 練 され た 眼 を もつ 人 に対 して は 慎 重 に 自分 を

隠す の で あ る。それ は名誉欲 の 密 か な動機 が 暴露する と、自分に 対す る尊 敬 を失 うで あ ろ うこ とを よ く知 っ て い

る か らで ある。そ れ ゆ えに 彼は 偽装す る こ と に 心 を砕く。宗教 に お い て は 偽善的、交際 に お い て は 媚 び諂い 、政

党 にお い て は状 況 に対 して 日和 見 的で あ る。

　 彼 は 下 らぬ もの た ち に対 して 暴君 とな る た め に、好ん で 名士 の 奴隷 とな る。した が っ て 、彼の 趣 味 が 堕 落す る

と、彼 の 虚 飾 は 目立 っ て 派 手 に な り、侮辱 を受 け る と彼 は決闘 も し く は訴 訟 を起 こ す。人 は彼が た だ 虚栄的で あ

り、名誉を 求 め 目立 っ よ うに 骨 を折 っ て い る問は ま だ 我慢で き る。しか し、実 際的 な長所 も才 能 もま っ た く欠 落

して い る に も か か わ らず、高慢 に な る と、彼 が 自分で もそ う思 わ れ た くない も の 、すなわ ち馬 鹿 と なる。

　 こ れ ら人間気質 の 三 つ の 型 の うち 特に 注目され るの は、真 の 徳 の 持 ち 主 と され る 憂鬱質 の 人、すな わ ち メ ラン

コ リカ
ー

で ある。浜 田義文に よ る と、

　　 これ は 三 つ の 型 の 中で 最も魅力的で 頼もしい 人間 と して 描 かれ て い る 。 そ れ が カ ン トの 考 えた 理 想的 人 間像

　　 で ある こ とは 明らか で あ る。そ れの み か 理想化を含 ん だ カ ン ト自身 の 性格描写、自画像 ともみ られ る もの で

　　 あ る
（25 ）。

とい うこ とに な る。

5 ．お わ り に

　以 上 の 徳論に っ い て、今後の 思想発 展の 観点か ら、その 道徳的契機 と その 特徴を考察 して お くこ と に しよ う。

　第
一

に 、人 間 の 本性 の 美 と尊厳 とい う道徳 の 原 則 の 中 に、われ われ は後 に徳論の 根本原 理 となる 「人 格 目的の

原 理 」 の 原 型 を 看取す る。こ こ で は 原則の 普遍性が感情の 段 階で 捉 え られ て 、批 判期 の よ うに 自由意志 の 自律 に
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等井 ； カ ン トの 『美 と崇高』 にお ける 1尊厳」 につ い て

よ る基礎づ け は なされ ない。しか し、人 間性そ の もの の 尊厳 が根拠 に なっ て い る こ とに は変わ りが ない。カ ン ト

の 徳論 は 、最初 か ら人 問性 の 尊 厳 を 中心 概念 と し て 展 開 し、や が て 尊 厳 を有す る 自他 の 人格 に 対 して い か に 対 処

す る か とい う具 体 的 ・現 実的規 定 と して の 義務論 へ と発 展 して 行 く。すで に指摘 し た よ うに、人 間本性の 美と尊

厳 の 感情 は 普遍的情愛 と普遍 的尊 敬 の 根 拠 で あ る か ら、カ ン トの 徳論 は 人 間性 に 対 す る愛 と尊敬 に よっ て 成 り立

っ て い る。この 二 要 素 は、後期 の 徳論まで
一

貫 し て い る。こ こ に は全人類 の 中の
一

人 とい う開か れ た 自覚、共同

体 の 中の
一
員 とい う全 体 と個 人 との 調 和 の 意識 、お よび 人 間 と して の 尊厳 に よ る連帯感 と平等観が基調とな っ て

い る。カ ン トの 徳 論 が 、ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム の 倫理 と して 展開 し て ゆ く素地 が こ こ に 見 られ る。

　そ して 有徳 的 な 生 き 方 は、憂鬱 質 の 人 に 代 表 され る よ うに 道徳の 原 則 に 基づ く生 き方で あ り、自他を尊敬 し他

に 隷 属す る こ と な く、高貴な胸 の うち に 「自由 」 を 呼吸 す る 生 き方 で あ る。こ の よ うに カ ン トは道 徳 の 原 則 と し

て の 人 間本性 の 尊厳 か ら、自由 の 概念 を導 出す る。そ れ は これ か ら後、そ の 主体 と して の 「意志の 自由1 とし て

規定され 、さらに そ れ に よ っ て 人格 の 目的性 を 基 礎づ ける 方 向で 、倫理 学の 根本概念 を形 成 して 行 く。

　第二 に、徳 と人間の 気 質の 綿密 な 分類 は、道徳的行 為に お け る心情 の 純粋性 を厳 し く要 求 し、心情倫理 の 素地

を な し て い る。そ れ ゆ え、こ の 徳論 が後 に 結果 主義 を 否定 し て 、動機主 義 を成立 させ る 方 向 を取 っ て い る点 を あ

げ る こ とが で き る D 徳 の 三 種 の 分 類、す な わ ち 「真性 の 徳」 と 「養子 縁組 の 徳」 と 「見せ 掛けの 徳 」 は 、「気質」

か らい うと 「憂鬱質」、「多血質」、「胆汁質1 に 対応 して い る。ま た基 本 的 に そ れ ぞ れ を 支配 して い る 「感情亅 か

らい え ば 、
「崇 高」、「美 」、「豪華」 に 対 応す る。

　さ らに こ れ らを 「人 聞の 型 」 と して 見 る と、「正 しい 人 」、
「気 の よ い 人 」、「見 栄 を張 る人 」 と な り、「実質的観

点 」 か ら見 る と 「原 則 の 入 」、「同 情心 に 富み 迎合性の 強い 人 」、「名誉心 の 旺 盛 な人 」 とな る。

　 こ の 基 本的分類 と区別 に基 づ い た 綿密な 心 理 分析 と行 動 観察 は、カ ン トが 真の 徳お よび そ れ と極 め て よ く類似

しな が ら、根 本 的に 異 な る似非徳 と の 厳密な 区 別 の た め の も の で あ り、い か に 厳 し く道 徳 に お け る 心 情 の 純 粋 性

が 求 め られ て い るか を裏づ けて い る 。
こ こ で の 心情 の 純 粋性 は、人 間本性 に 対 す る美 と尊厳の 感情、人 間の 本質

に 対す る感情の 普遍性を意味 して い る。

　 した が っ て た とえ外観的 に、ま た結果的に よ い 行為で は あ っ て も、姦計 は言 うに及 ばず 、 迎合性、同 情 とい う

優 し さや親切か らの 好意す ら、それ らの 動機 が個人的、主 観的特殊 な根拠 に基 づ き、普遍 的根拠 と して の 「原則 」

に 基 づ か ない 場 合 、「真 の 徳 」 とは見 な され な い 。こ れ らの 特 殊 な根拠 は、さ らに よ り広 い 根拠、「よ り高い 原則」

に よっ て 制約 され て 、初 め て 「真 の 徳 」 と なる。こ の よ うな原則に 基 づ く真の 徳 と徳の 類似物 と の 区別 は 、 これ

か ら後 、「義 務 か らの 行 為 」 と 「義 務 に か な う行 為 」 との 区別 、言 い 換 え れ ば道徳性 と 適法性 の 区別 へ 発展 し、

行為 の 結果 で は なく動機 に よ っ て そ の 道徳的価値 を決 定 す る とい う心情倫 理 学 を 形 成 して 行 く。

　第 二 に は、徳 の 問題を追求す る に 当た っ て 、人間本性 の 高貴性 と脆弱性 とい う相対立 す る二 面 性 が 前 提 とな っ

て お り、こ こ にや が て 理 性 と感 性 、 意志 と傾 向性 の 対 立 を もっ た 人 間観 の 素地が 読み 取れ る 点が あ げ られ る。人

間の 高貴性 と は 、人間本性 の 美 と尊厳で あ り、それ 自体道徳 の 根拠 で もあ っ た 。 こ こ に は人 間
一

般 に対 す る絶対

の 信 頼 が あ る。しか し他 方、人 間 の 弱 さも十 分 に 洞 察 され 認 容 され て い る。

　　人間本性 の 弱 さ と普遍的道徳感情 を、最大多数 の 心情の k に及 ぼす べ き力 の 微力 に鑑み て、摂理 は次 の よ う

　　 な補助 的衝 動 を、徳 の 補 充 と し て われ わ れ の うちに 備 えた
（2 ω 。

と し て 「同情 」 と 「迎合性 」 とが あ げ られ て い る し、ま た、

　　 道徳的な共感 は、不 精な人間本性 を公 益的な行為へ促すの に十分で な い の で 、摂 理 は われ われ の うち に、な

　　 お高尚で あ っ て わ れわ れ を動か し、あ る い は粗 野 な利 己 心 と卑俗 な 肉欲 とに 対抗 し て 拮抗 し うるあ る感情を

　　 備え て い る。こ れは 名誉に 対す る感情で 、その 結果が 羞恥心 で あ る 〔27 ）
。

と も言 わ れ るか らで あ る。こ こ で は 人 間 自体 の 弱 さ、素 質 と して の 道徳的感情や道徳的同 情が 微力で あ る た め 、

純粋な心 情か らの 行為、公 益的な行為が い か に困難で あ る か が語 られ て い る 。

　 なお 注 目す べ き こ とは、「摂 理 」 に よ る 「徳 の 補充」 とい うこ と で あ る。徳 の 補充 と し て の 「同情」 と 「迎 合

性」 は、美的で 愛すべ きもの で あ っ て も真の 徳の 基礎で は な く、 両者 は厳密 に 区別 され て い た。し か し徳 の 補充

はそ れ ゆ え に無意味なも の で は なく、まさに摂理 の 補充とし て 、その 根拠が よ り普遍的に な り、原則 を持 つ に 至

れ ば真の 徳 に なりうる もの で あ っ た。両者 は 異質な もの で な く、普遍性 へ の 度合の 差 に過 ぎない もの 、そ の 意味

の 徳 の 補充 と解され る。こ こ に は 摂理、すなわち 「自然 の 目的」 の 下 に 見 られ た人間観 の
一

つ の 自然的調和 が あ

る。カ ン トは 批判期以 前に お い て は 、摂 理 の 下 に人 間 を観 て お り、人 間 の 高 貴 性 と弱 さの 両 面 を 取 り上 げて い る
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が、両者の 厳 しい 対立 にお い て で は な く 自然的調和 を基 礎 と して い る。

　と こ ろ が 批判 期 に入 る と、摂理 の 観点 か ら人 間 の 観点 に移 り 、 人 間の 地 平 にお け る理 性 と感性 の 対 立 が、明白

に 表 面 化 され 意識 化 され て く る。た だ しこ の こ とは大 筋 か ら見 て い え る こ とで 、特に 本書で は 美 と崇高とい う感

惰を 視点 と して 観察 され て い る た め に、い わ ば 感情
一

元 論的観点の 下 に 自然
一

元 論 的調 和 の 立 場 が 取 られ て い る。

カ ン トは 、 こ の よ うな摂理 に よ る偉大 な 自然 の 計 画 の 下 に、自然 的調和 を基 調 と して 、人間が 自らの 高貴性 と力

に よ っ て 自らの 弱さを克服 す る動向、すなわ ち自律 の 方向へ と 自らの 道徳哲学 の 形成 を進 め て ゆ く。

　さて 『美 と崇高』の もつ 道徳思想 形成 上 の 重 要 な意義 は、カ ン トが 道徳主 体 と して の 人 間本性 の 尊厳 を道徳の

原則の 根拠 に置 い た こ とに あ る。本書 で は道徳 の 原則 とそ の 根拠 が、人間本性の 尊厳で あ る とい う重要な契機が

提 起され な が ら、本 書の 意図 か らあ く ま で感情の 段 階で 留 ま っ て い る。
こ こ に 、

「観察者 の 眼 」 とい う基 本的 制

約 が ある。単なる観察 は考察へ、そ して さらに 学問的思考へと進 ま なけれ ば ならない。こ れ が、今後 の カ ン トの

道徳 哲 学 の 課 題 で あ る とい え よ う。
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