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Abstract

The 　purpQse 　of 　thispaper 　isto　consider 　the 　Meaning　Qf 　inteユ1ectual　wQrld 　in 正（ant
’
s　PrθamofSpirituEl ゴst ，

The 　inte！lectual　world 　is　the 　supernatural 　world ，　It　has　practica ユ　mora ユ　character ．　The 　intellectual

world 　has　possibility 　as 　a 　皿 ode ユ　しo　standardize 　phenomenal 　world ．

The　intellectual　world 　primarily　has　皿 eaning 　as 　grounds 　of 　all 　morality 　in　an 　act ．　Second 皿 eaning 　of

intellectual　world 　is　not 　leave　a　problem 　of 　morality 　in　a 　personal 　consciousness ．

1 ．は じ め に

　 『形而 上 学の 夢 に よ っ て 解明 された 視霊 者 の 夢』（以下 『視霊 者 の 夢』 と略す） は、1766年 に 署名な しで ケ
ー

ニ ヒ ス ベ ル クで 刊行 され た。本稿 の 目的 は、こ の 『視霊者 の 夢』にお い て 初 め て 登 場す る、カ ン トの 批 判哲学 の

重要な概念 の
一

つ で ある 「英知界」の 意義を考察す る こ とで ある。そ の 前に、本書の 成 立 につ い て 述べ て お こ う。

　こ の 論文 の 著者 が本 当 に マ ギ ス ター・カ ン トな の か、ア カデ ミ
ーの 懸 賞論 文 の 著者 な の か ．人 々 は そ れ に つ い

て 疑問に 思 っ た で あ ろ う。そ れ ほ ど本書 の 持つ 音調 は 人々 の 心 に 奇妙 に か つ 奇異 に 響 い た に 違い な い 、こ の よ う

に カ ッ シ
ーラーは伝 え て い る ω 。確か に本書は 、今ま で に著され た 論文 の 中で最も幻想的で も あ る。そ れ は視霊

者 ス ウェ
ーデ ン ボ ル ク （Swedenborg，　1688− 1772） の 出現 を 直接 の きっ か け とす る 本書 の 成 り 立 ち に 由来す る

，

カ ン トは 友 人 で あ り 自分 の
一

聴 講 者 で も あ る
一

士 官 か ら、「フ ォ ン ・ス ウ ェ
ーデ ン ボル ク の 不 思議 な事件 」

 
を

知 ら され、霊 に つ い て 頭か ら排斥 し て し まう愚 に 陥 らぬ よ うに 詳細な調査を依頼 し た こ とを、1763年 8 月 10 目

付けの シ ャ ル ロ ッ テ ・
フ ォ ン

・ク ノ
ープ ロ ッ ホ 嬢宛 の 長 い 手 紙 の 中で語 っ て い る （3）。こ の 手 紙 の 中 に は、オ ラ ン

ダ公 使 の 未 亡 人 ハ ル テ ヴィ レ 夫人 が 亡 夫 の 未 払 金 を催促 され た の に 対 し て 、領収 書の あ り か を ス ウ ェ
ーデ ン ボ ル

ク を 通 し て 聴 き 出 した事件や、1756年 の ス トッ クホ ル ム の ジ ュ
ーデル マ ル ム の 大火 の 様子 を 遠 くイ ギ リス の ゴー

テ ン ブル ク で ス ウェ
ー

デ ン ボ ル ク が細 か に 告げる事件等が 長 々 と述べ られて い る。

　　私は こ の 不 思 議 な 人 物 に 自分 で質問 で き た ら と非常に 望 ん で い る の で す ω
。

とカン トはい い 、実際 ス ウェ
ーデ ン ボル ク が ロ ン ドン で 出版 した とい われ る著書を待ち焦 が れ て 、印刷 が 終 わ っ

た ら直 ち に入 手 で き る よ う万 端 の 手 は ず を と っ た 旨 も伝 え て い る。

　 こ の ように ス ヴェ
ー

デ ン ボ ル ク の 出現 は 、カ ン トに とっ て 驚異 で あ り、大きな関心の 対象 に なっ て い た。し か

もそ れ だ け に止 ま らず 、霊 界 につ い て の 考 え 方 に も変 化 を も た ら して い る。ス ウ ェ
ーデ ン ボ ル ク の 話 を知 る よ う

に な る以 前 の カ ン トの 霊界に 対す る考 え方 は 、同 じ ク ノ
ープ ロ ッ ホ 宛 の 手紙 に 明 らか に 表現 されて い る。

　　誰か 私 に 不 思議なもの を好 む気持 ちや、或い は容易 に信仰 へ と動 か され る 弱 さの 印象 をか っ て認 め た こ とが

　　あ っ た の か どうか は私 に は 分か りませ ん。しか し霊界の 現象や所行 に っ い て の あらゆ る不思議な出来事 に も

　　関わ らず 、私 も そ の 最 も確 か ら しい も の を 沢 山知 っ て お りま す が、そ れ で も 否 定的 な側 に っ く こ とが 、何時

　　 も健 全 な理 性 の 規 則 こ最 も適 合 し た と思 い 違 い を し て い るの で は な くて （実 際、そ うは 言 っ て も霊 の 本性 に

　　っ い て われわれ に 知 られ て い る こ とがどん なに 少ない こ とか ）、そ れ らが残らず十分に 証明 され て い ない か

　　 ら なの で す
  。

　 っ ま り 「ス ウェ
ーデ ン ボ ル ク の 話を知 る よ うに な る ま で 久 しい 問」、カ ン トは霊界 に つ い て 常識 の 立場 に よ り

否定的態度 を 取 っ て い た。しか し、こ れ よ り三 年 後 の 1766年 4 月 8 日付 の メ ン デル ス ゾーン 宛 の 手紙 に よ る と、

＊ 福 島 工 業 高 等 専門 学校 　一
般 教科 （社会） （い わ き市 平 上荒川 字長尾 30）
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「ス ウ ェ
ーデ ン ボ ル ク物語」 を機縁 と し て 、従来 の 健全な常識 に 基づ く否 定的姿勢 に 変化 が 見 られ る 。 カ ン トは

こ の 物語 に 対す る 自分の 考 え を表 現 す る 際、「私 は 実の と こ ろ 気 持 ち の 上 で 矛盾 が あ りま す」 と告白 し て 、次 の

よ うに 続けて い る。

　　物 語 に 関 して は、こ の 種 の 物 語 に対 して 多少 の 愛着 を 禁 じえ ない し、同様 に 理性的根拠 に 関 し て も、そ の 物

　　語 は 正 し い と い う推定を若干 懐 か ざる を得 ませ ん 。前者 に 対 す る価値を 失わ せ る不 合理 や 、後 者 の 価値 を 失

　　わ せ る妄想 や 不 可 解 な 概念 が あ る に も関 わ らず で す。それ ゆえ に私は事実まっ た く率直な態度を取 っ たわけ

　　で す  
D

　 こ こ で の カ ン トは霊 的物語 に 対 して 否定的 立場 とい うよ り も、自ら矛盾を感 じっ っ 懐疑的立 場を取 っ て い る と

い うべ き で あ る．さらに い え ば、こ の 物 語 は若 干 の 正 当性 を もつ と推定せ ざる を え な い とい う告 白 は、以 前 の 否

定的立 場 か ら逆に 肯定的立 場への 傾 きす ら見せ て い ると もい え る。

　とこ ろ で、こ の よ うなカ ン ト自身の 霊 界 へ の 関 心 と微妙な変化 とい う内的 要 因 に 、さらに 外 的要 因 も付 け加 わ

っ て 『視霊者 の 夢』の 成立 は促 され る。外的要因 とは、視霊者 及 び 視霊術 につ い て の カ ン トの 考えを 聴 こ うとい

う友 人 た ち の 烈 しい 懇請 で あ る。前掲 の メ ン デル ス ゾー
ン 宛の 手 紙 に よ る と、カ ン トは 自分が ス ウ ェ

ーデ ン ボル

ク の 幻 覚 に つ い て 問い 合 わ せ を した り、彼 の 著書を取 り 寄せ た り し た た め に 、彼 の こ とを 多少 語 り得 る こ と が 世

間に 分 か っ て しま っ た の で 、こ の 珍 しい 話 を 吐 き出 して しま うま で は 質問攻 め に あ うだ ろ うと書き、外部 か らの

世 聞 的圧 力 を 予 想 し、そ れ に 対 す る覚悟 を 固 め て い る
ω 。こ の 友人 た ち の 強請や質問攻 め 等 の 世 間的圧 力は、確

か に カ ン トに と っ て 重 圧 とな り、そ の た め 彼 は
一

種 の 嫌 悪感 さ え覚 え る に至 る D ま さに そ の た め で あ ろ う。『視

霊者 の 夢』 の 「前置 き」 に見 られ る本書成立 の 経緯 と 理 由に つ い て の 叙述 は、い わば逆説 に満ちて い る。

　　そ の 上 ま た 高価 な 著作 が 買 い 込 ま れた。そ して な お 悪い こ とに は 読 まれ も した 。 だ か らこ の 労力 は無 駄 に な

　　っ て しま っ て は な らない で あ ろ う
  。

　カ ン トに とっ て は、珍 し く不本意 な 要因も加 わ っ て 本書は 成立 した。最初 は 確か に カ ン ト自身視霊 者 に対 して

積極的関係 と興味を懐 きっ つ そ れを調査 し研究 した に も関わ らず、それ に対す る論評 の 発表 に 際 して は、強請に

よる不本意なもの と して 極めて 消極的態度を取 っ て い る、し た が っ て 本書 の 成 り立 ちに は無理や り書 か された と

い う極 め て 否定 的 理 由 しか存在 しな い か の よ うな 印象す ら与 え る。次 の 「前 置 き」 の 結語 は、カ ン トが 読者 へ の

期待 を ま っ た く持 っ て い な い か の よ うな 感 じ に も取れ る し、し か し ま た そ れ ゆ え に こ そ 読 者 を完 全 に満 足 させ る

べ きで あ る と い う本書の 使命を 自らに 述べ て い る と も受け 取 れ る。

　　本 書は、人 々 が 期 待 して い る よ うに 、事柄の 性質 上 読者 に 完 全 に 満足 して もらい た い。が そ の 際、読者 は 最

　　も重 要 な こ とを 理 解せ ず、他 の こ とを信 ぜ ず、しか も残 りの こ とは嘲 笑 す る だ ろ う｛9］
，

　果た し て 本書 は 、そ の 成 り 立 ち や 成 果 か ら見 て ま っ た く否 定 的 ・消 極 的 な もの に 尽 き る の で あ ろ うか。

　否 、 そ うで は な い
。 そ の 裏に カ ン トの 肯定的 ・積極的な理 由 と意 図 は 潜 ん で い る。『視霊者 の 夢』 は、表面的

に は 自分で 自分を嘲笑 うとい う奇抜で 否定的自己 告 白を取 りな が ら、実 は 卑 下 と皮 肉 と機知 と に よ っ て 視霊 者 の

夢 を批 判 す る と同 時 に 、 従 来 の 学校 形 而 上 学 を も批判す る こ と を直接 の 目的 と し て い た。し か もそ の 裏 に は 、新

しい 形 而 上 学 の 学的規定 と い う本来の 目的が 秘 め られ て い て、カ ン トは そ れ に 対 して 密 か な 野 心 と情熱 を燃や し

続 け て い た と い え る 。 以 下 で、『視霊 者 の 夢』の 考察 を し て ゆ こ う。

2 ．霊 的存在者

　カ ン トは 『視霊 者 の 夢』 を 「形 而 上学 的 結 び 目j と して の 霊 の 考 察 か ら始 めて い る。霊 とは何 か 。霊 は 存在す

る の か、霊 とい う語 は何 を意味 して い る か。こ れ らの 問い に対 し て 、カ ン トは 「大学の 方法的な饒舌 」
〔lo）を否定

す る こ とか ら始 め、「私 は 何 も知 らな い 」
田 ）とい う ソ ク ラ テ ス 的無知 を 出 発 点 と して い る。

　 しか し霊 とい う言葉 は、そ れが 幻影 で あれ、現実的なもの で あ れ
一

般 に 使用 され て い る こ と は事 実で あ る 。 し

た が っ て そ の 「隠れた 意味」 が 開示 され なけ れ ばならない 。カ ン トは 「霊的 」 とい う語 を 「物質的」 とい う語と

の 対 比 に お い て 考察 を進 め る 。
「物質的」 とは 、 （1）あ る空間内に お い て 存在 （延長） し、（2）他 の 物 質 の 侵入 に

抵抗す る何 か がある （不可入的）場合 をい う。

　　それ らの 合成 が、不可入的 か つ 延長的な全 体 を 与 え る 単純 な 諸実体 は、物 質的統
一

と称され る が、それ らの

　　全体 は、物質 と呼ばれ る
（12）。
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　こ れ に 対 して 「霊的」 と は、（D 不 可 入 性 の 特 性 を 具有せ ず、（2）そ れ を どん な に 集 め合 わ せ て も
一

っ の 固 い 全

体 を形 づ くる こ とは な い 。

　　こ の 種の 単純な存在者は非物質的存在者 と名づ け られ、ま た もしそれ らが 理 性を持 っ 場合 は、霊 と名 づ け ら

　　れ る
  。

　 霊 は 、（1）単純 な実 体 と して 空 間 内 に 現存 し、活動性 を持 つ が 空 問の 充実 と して の 抵抗 を もた ず、物質的存在

者 に 対 して も可 入 的で ある。（2＞直接的現 在 の 場 所 は 点で は な く、そ れ 自体一空 間 で あ る が 延 長 を 持 た な い 。延

長 の 限界 が形 を定 め る の で あ るか ら、霊 は 如何なる 形も考 え られない 。

　 とこ ろ で 、い ま 「人 間 の 魂」 が
一

つ の 霊 で あ る とす れ ば、そ れ は次 の よ うに 考 え な けれ ば な らな い 。（1）物体

界に お け る人間 の 魂 の 場所 は、そ の 変化 が 私 の 変化 が ある よ うな物体 で あ る。す な わ ち 私 の 身体が 私 の 魂の 場所

で あ る。　 （2）身体内の 私 の 魂の 場所 に つ い て は、「私 が 感覚す る とこ ろ に私 は 在 る 」
 

と され て い る。カ ン トは

霊の 活動性 、可入 性 、無延長性等 の 特性 か ら推測 し て 、人間の 魂 につ い て も、それを脳髄 の 極小部分 に 閉 じ 込め

る よ うな物体的考 え 方 をせ ず 、私 の 身体に お い て 私 の 感ず る と こ ろ に在 る とい う考え方 を して い る。

　以上 が カ ン トの 霊 の 規定で あ る が、こ の 際問題 は 、霊 とい う超経験的概念 に 対す る カ ン トの 認識論 的 基 本姿勢

に あ る。注 目す べ き特 徴 を あ げ る と、まず 「普通 の 経験 を頼 りに して 」
c15｝考察が 進 め られ て い る こ とで あ る。そ

れ は端 的 に は 「常識 の 立 場 」 で あ る 。
「常識 は 、 真 理 を証 明 し、ま た解明 し う る諸根拠 を 洞察 す る以 前に 、しば

しば真 理 に 気づ く」
  か らで ある。次に 、こ の 経験 を頼 りにす る常識 の 立 場 が、直 ち に経験論 の 立 場 を意 味 す る

もの で は な い こ と で あ る，こ の 点 に 関 し て は、カ ン トは 極 め て 慎重 で あ る。「霊 的 と名づ け られ る よ うな種類 の

存在者 が一
体可能で ある か ど うか 」。カ ン トは 自問 し て 、次 の よ うに 自戒 して い る。

　　 こ の 際私 は こ の 最 も深 遠 で 最 も不 分 明 な 問 題 に お い て、最 も容 易 に切 迫 し て く る性 急 な 決 定 を 警戒せ ざる を

　　え ない
  。

　 こ の 「性 急な決定」 と は、一
般に 経験概念 に属 す る こ とは、そ の 「可能性 」 を も直ちに 洞察 され うる か の よう

に 見 なす こ と、こ れ とは 反 対 に 如何なる経験概念 に も属 さない こ とは全然理 解 し得ない と して 、そ の 「可 能性 」

を も即座 に 否 定す る こ と、こ の 両 面 を 意味 して い る。カ ン トは こ の 「性急な決定」 に は、経験 を絶対的基準 とす

る僭越 が あ る と 考 え て い る。有 限 的存在 で あ る 我 々 に と っ て は 、認識 に 関 し経験に よ っ て 十分 に 厂認 め られ て は

い る が、だ か ら とい っ て 理解され て は い な い こ と」
（18）が しば しばあ り うる。逆 に い えば、経験に よ っ て 認 められ

な い か ら と い っ て 、そ の 可能性 まで も否定 し うる もの で は ない とい うこ とに な る D こ こ に 人 間の 経験 的 認識 の 限

界 の 自覚が あり、経験論 と袂を分か つ 所以 が あ る。そ こ で カ ン トの 超越的 世界に 対す る 考 え方 と、そ れ を研 究 対

象 とす る と きの 姿 勢 は 次 の よ うに な る。我 々 人 間 は、物 質的世 界 の 事物 を 経験 に よ っ て 十 分認 識す る こ と が で き

る が、非物質的世界 の 事 物 は 経験 に よ っ て は 認識 され え な い 。 しか しだ か ら とい っ て 、非 物 質 的 世 界 の 可 能 性 ま

で も否 定す る こ とは で き な い 。し た が っ て 我 々 は 反 駁 され る気遣 い な し に 、非物質的存在者の 可 能性 を 承認す る

こ とが で きる。しか し反面、そ の 可 能性 を 理 性 的 根拠 に よ っ て 証 明 す る とい う希望 も持 て な い の で あ る。こ の よ

うなカ ン トの 言表 は、霊界を対象 とす る と は い え、学問的立 場 と して は 不確実 で 頼 りな い 常識 に過 ぎ な い とい う

感 じ を与 え る。しか し こ の 「常識 の 立 場」 が ま さ に カ ン トの 立 場 で あ り、こ こ に は す で に 人 間 認 識 の 限 界 の 自覚

がそ の 基調 とな っ て い る。つ ま りカ ン トは、「無知」 か ら出発 し、そ して 最後 に そ の 同 じ 「無知 の 地 点」 に 立 ち

返 る の で あ る。

　　　「無知 」 は 本書中の 最重要 概念で あっ て 、全議論を貫 く縦糸 で ある （19）。

とい わ れ て い る。しか しま た カ ン トは、単 に 「無 知 の 地 点 」 に 立 ち止 ま る の で は な く、形 而 上 学的世 界 へ 強 い 関

心 を寄せ て い く。

　　私 は 、世界に お け る 非物質的本性 の 現存在 を 主 張 し、私 の 魂 そ の もの を こ れ ら の 存在者 の 部類 に移 し替える

　　 こ とに 非 常 に傾 い て い る こ と を告 白す る
（20）。

　 カ ン トに とっ て 霊 的存在者 は 、そ れ が 結び つ け られ て い る物質に 最 も緊 密 に 現 存 し、外 的活 動性 の 根拠 とし て

内的作用 を起こす 「内的原理 」
  と して 考えられ て い る 。 と も か くカ ン トが経験 と常識 を基準 とし、霊的存在者

の 可 能性 に つ い て は理性的 に 肯定も否定もで きない とい う無知 の 立 場 に 立 ち な が ら、そ れ に もか か わ らず 非 物 質

的本性 の 現存在 を 主 張 し、魂をその 中に 組み入 れ た い とい う心 境 を 告 白 し、さ らに は 霊 的 存在者 に 「内的原 理 」

と して の 意義 を与 え て い る の は、まさ しくカ ン トの 形而上学的関心の 強 さと、い わ ば実践的確信を証 示 す る もの

で あ ろ う。無 知 の 立 場 に 立 ちそ こ か ら無 知 に徹 し、し か も無 知 に と ど ま らず 形 而 上 学 へ
一

歩 を踏 み 出す こ と は 、
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あ る 意味 で は 自己 矛盾 とも 見 られ る。と こ ろ が こ の 自己 矛盾が こ の 経験 と理性 の そ れ ぞれ の 認 識 的限 界 を 自覚 さ

せ 、い わ ば この 知的挫折 を 通 じ 、 しか もそ こ で 終わ る の で は な く実践的に復活す る とい う道徳的発想を喚起 して

い る の で は なか ろ うか 。こ の カ ン トの 道徳的発 想 は、認 識 論 的 に追 及 した霊 的存在者 の 全 体 を、そ の 極 限 か ら実

践 的 把 握 に転ず る とい う新 しい 発想 と試 み で あ る とい え る の で は な か ろ うか。そ して こ れ が カ ン トの 「英知界 」

の 発想 に 他 な らない の で あ る。

3 ．英知界

　 「英知界 」 は、カ ン トが自らの 思想形成上初め て こ こ で提起 した概念 で あ る。で は こ の 英知界 と は如何なる構

造 と意義 を持 っ て い る の で あ ろ うか。カ ン トに よ る と 「非物 質 的 存在者」 は 「死 せ る 物質」 に 対 し て 「自己 活動

的原 理 」 で あ り、「実体 1 で あ る。す なわ ち 「そ れ 自体で 存続 す る本 性 」 で ある
C22）

e こ の よ うな存在者 の 作 用 法

則が 「霊的」 と呼 ばれ る。カ ン トの 思考 は、こ の 非物質的存在者 の 特性 か ら非物質的世 界 の 概念 へ と展 開 す る 。

　　非 物 質的存在 は 相互 に 直接的に結合 され る と、お そ ら く
一

つ の 大 き な 全体 を形 成す る で あ ろ う。 そ れ は 非物

　　質的世界 （英知界 ） と 呼 ば れ うる
（23）。

　カ ン トは 「死 ん だ 物質」 に 厂生 命 の 根拠 を含む 存在者 」 を対置 し、「自然全 体 に お け る生 命 の
一

切 の 原理 」 を

根拠 と し て 、そ れ が 適 用 し うる 非物質的世 界 の 全体、すなわ ちそ の 原 理 に よ っ て 、物体界 の 死 ん だ 素材 が 生 命 を

与 え られ る存在者の 全 体 を想定 す る 。
こ の よ うな考 え方の 中に は、物質と生命 の 全体的調 和 を計 ろ う とす る ラ イ

プニ ッ ツ 的宇宙観の 流れが 読み 取れ る。とこ ろ が 「物活論 は
一

切 に生命を与 え、こ れ に 反 し て 唯物論は
一

切 の 生

命を奪 っ て しま う」
囲 。こ れ に対 しカ ン トは、こ の い ず れ に も伍せ ず 、「生命の 原理 」 か ら物質 的 世界 と非 物 質

的世界 の 内的関連を調和 し 統合 し ようと し て 、両方の 世界に 従属す る 人間 を 問題 と し追及 し て ゆ く。

　非物 質 的 世 界 は 「一切 の 被 造 の 英知 体 」
c25）を 自 らの うち に 含む。そ の うち若干 の もの は物 質 と結 合 して 「人 格 」

とな り、他の も の は 物質 と結合 せ ず霊 そ の もの に とどま る。

　　 そ れゆえ に 人間の 魂 は 、すで に 現存 の 生 命 に お い て 同 時 に 二 つ の 世 界 と結 び つ い て い る も の と見な され な く

　　て は な らな い 。そ れ らの 世 界 に つ い て 人 間の 魂 は、人 格的統
一

の た め に身体 と結び つ い て い る 限 り、物質的

　　世界だ けを 明瞭 に 感覚す る。こ れ に 反 して 、魂は 霊 界 の
一

成員 と し て は、非物 質 的本性 の 純粋 な 影響 を感受

　　 した り与 え た りす る、そ の 結果身体と の 結合が 中止 して しま うや否 や 、 魂が 常 に霊的本性 と と も に存続 して

　　 い る 共 同 態 だ け が 残 り、そ して 魂 の 意識 に 明 瞭 に 直観され るま で 自 ら を開示 す る に 違 い ない で あ ろ う
  。

　 こ こ に は、人間 の 属す る 「二 つ の 世界」 が 想定 され て い る。 す な わ ち 人 間は 入 間 の 魂の 霊 的本 性 の 関係 す る世

界 と、身体 と結合 し た 二 つ の 世界 に 所属 し、しか もそ の 魂 は 霊 界 の
一切 の 非 物 質 的本 性 との 共 同態 に 共存 し、そ

の 共 同態 を共 有 して い る と考 え られ て い る 。 さて 、し か し こ の 構想 は 、霊 的存在者 の 存在可 能性 が そ うで あ っ た

か の よ うに、否定 し 去 られ る心 配 は な い が、ま た 理 性 的 根拠 に 基 づ い て 肯定す る こ と もで き な い 。 した が っ て、

こ の 非 物 質的世 界 の 構 想は 、あ く ま で 「蓋 然的」 推定で あ っ て 、「明 証 性 」 を 得 る に は 至 ら な い。だ が し か し、

こ れ は 理論理性 の 限界で あ る。こ の 理 論理 性 の 蓋然性 は 後述 す る よ うに、「道徳的信仰亅 に お い て は、実践理 性

の 必 然 性 に転 じ うる。要 す る に英 知 界 は、そ の 実践的 ・道徳的性格 を得 る こ とに よ っ て そ の 本来の 機能 を発 揮す

る こ とに なる。

　 と こ ろで 、こ の 英 知 界 とい う 自然界 に対 す る超 自然的な世 界 は、カ ン トに とっ て 初 め か ら 「道徳的世界」 と し

て 構想 され て い たと解 され る。事実 こ の 『視霊者 の 夢』に お い て も英知界 は、単な る非物質的存在者 の 相互 的 統

合体 に 留 ま らず 、実 践 的 「理 性 統
一

」 の 全体 と して捉 え られ て い る。そ の た め に 「人 間の 心胸の 外部 に ある よ う

に思 わ れ る」
（27）

と カ ン トは い う。

　　す なわ ち そ の 力 は、人 間 そ の もの の 内部 に あ る
一

つ の 目標 に 関係す る も の と して、私利私欲 に対 し て い わば

　　単なる 手 段 と 関係す る もの と し て で は な く、我 々 の 活 動 の 傾 向 が そ の 結合 の 焦 点 を我 々 の 外 の 他 の 知 的 存在

　　者の 中へ と移 し変える もの で ある   。

　 こ こ に 「二 っ の 力 の 争 い 」 が 生ず る。そ れ は、一
切 を自己 へ 関係 づ け る 「私益性 」 と、心 胸 が そ れ に よっ て 他

人 に 対 して 駆 り立 て られ るか ある い は引きつ けられる 「公 益性」 との 争い で あ る 。 そ こ に は、

　　最も非利 己 的 か つ 最 も誠 実 な性 情 に お い て さえ 、人 は 自分 自身 で 善 あ る い は 真 と認 識 す る こ と を他人 の 判断

　　 と 比較 し て、両 者を
一

致させ よ うとす る内密 な傾向が 認 め られ、同様 に、各々 の 人間の 魂は我 々 が と っ た 歩
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笠 井 1 カ ン ト 『視霊 者 の 夢』に お け る 「英知 界 」 の 意義 に つ い て

　　道 と は異 な っ た 歩 道 を 歩 い て い る と思 わ れ る場 合 に は、そ の 各 人 の 魂 を認 識 途 上 で い わ ば 停 止 させ る とい う

　　内密 な傾向が 認められ る。こ うし たす べ て の こ とは、ある い は 我 々 自身の 判断の 普遍的人 間悟性 へ の 感覚さ

　　れ た依存性 で あ り、思考 す る 存在者 の 全 体 に
一種 の 理 性的統

一を 与 え る た め の 手段 とな る もの で あ る tz9）。

　 こ こ で カ ン トは、「人 間の 心胸 」 の うちの 「人 間 の 善お よび 真 の 認 識 」 の 力 を手 が か り と して 、そ の 個 別 的判

断 に対 す る普遍 的判断 能 力 と して の 「普 遍 的人間悟 性 」 に着目 して い る。そ し て こ の 普遍 的 人間悟性 の 判 断 の 基

準 と し て 「思考 す る存在者全体 」 を措定 し、こ れ に 「理 性 的統
一

」 の 根 拠 を与 えて い る 。
こ の 「思 考 す る 存在者

の 全 体 」 が 「英 知 界 」 で あ る。そ れ は個別 性 の 全 体 と して の 「現象界」 に 対置 され て い る。そ して 英知 界 は、こ

の 現象界を統
一

す る 規範 と し て の 性格 を 侍つ こ とに なる。

　以上 の よ うに 、英知界の 構想 に 当た っ て は、まず 厂善 あ るい は 真 の 認識 に 関す る 」心胸 の 動因が 問題 と され る。

そ れ に 基 づ い て 次 に、英 知 界 に 実 践 的性 格 が 与 え られ 、そ の 厂道徳 的 動 因 」 が 問題 と され て ゆ く。そ の 場 合英 知

界の 主 体は、認識主体 よ り実践的主 体 と し て の 「意志 」
へと移行 し、英知 界は 実践 的行為 の 理 性的統

一と して の

意 義 を 得 て く る。

　　我 々 が 外的事物を我々 の 欲求 に 関係 づ ける 場合、我 々 は、自分たちが 同時 に ある
一

定 の 感覚に よっ て 拘束 さ

　　れ、制 限 され て い る の を 感知 せ ず に は こ の こ と を な しえ な い 。そ して こ の 感覚 は、我 々 の 内 に い わ ば他人 の

　　意志が 働 い て お り、我 々 自身の 好み は 外 的な 同 意 の 条件 を必 要 とす る、とい うこ とを気 づ かせ る の で あ る
（30）。

　 こ こ で 「あ る 感覚」 とい わ れ て い る の は 、単 に 自分 の た め の も の だ け で な く、自分 と他 人 の た め に 働 く意志 に

関係す る も の と解され る。し た が っ て こ の 感覚 は 「あ る密 か な威力」 を持 ち、我 々 を し て 我々 の 娉 み や意向を他

人 の 幸福 あ るい は 他人 の 執意 へ 適応 させ る よ うに 強制す る。こ の よ うに カ ン トは、我 々 の 行動の 原因が 我 々 の 内

に あ るだ け で な く、我 々 の 外 にす なわ ち他 人 の 意志 の 中に も あ る と 見 て い る。こ こ か ら 自分の 意志 で は なく他人

の 意志 か ら、「私利 の 報酬 に 反 して 我 々 を しば しば 感動 させ る倫理 的 誘因が 生 じる 1 ｛31 ）
。 こ の 倫理 的誘 因 は、「責

務の 強 い 法則 と親切 の よ り弱 い 法 則 」 とを意味 し て い る D こ れ らの 法則 は、時 と し て 「利 己 的傾 向 性 」 に よ っ て

圧倒 され る。だ が しか し、そ れ ぞ れ人間本性 の 到 る と こ ろ で その 現実性 を 表わ す。こ の 利 己的関心 が 支配 す る と

きで さえ、「他 人 に 関 す る誘 因 」 が 見 出 され る と い う カ ン トの 人 間 観 は、人 間 本性 へ の 深 い 洞 察 で あ る と考 え ら

れ る。そ して 人間本性 は まっ た く利 己 的 とも限らない し、また ま っ た く利他的 と も限 ら な い 。利 己 的関心 も他人

に 対 す る 関心 も、い ず れ も善 い とか 悪 い とか い う よ うな もの で は ない とい う事実 へ の 洞察で あ る として い る。要

す る に カ ン トは 、こ の 倫理的誘因をきっ か けとして 道徳的統
一

の 根拠 を追及 し て ゆく。

　　そ れ に よ っ て 我 々 は 、我 々 が 最 も 内 密 な諸動因 に お い て 普遍 的 意志 の 規則 に 依存 し て い る こ とが 分か る。そ

　　 して そ こ か ら、すべ て の 思考的存在者の 世 界 の 中に、単 に 霊的な法則 に よ る 道徳的統
一

と 体系 的組織 とが生

　　 じ るの で あ る 〔32 ）。

　 こ の よ うに カ ン トは 「倫理 的誘因」 を手 が か り と して 、我々 の 意志 に 対す る 道 徳 的根 拠 を 「普遍 的 意 志 」 お よ

び道徳的統
一

を 持 っ た 思 考的存在者 の 全 体 の 中 に求 め て い る。特 に 注 目 され る こ とは 、カ ン トが 「我 々 の うちに

い わ ば 自分 の もの で な い 意 志 」
 

の 働 きを認 め 、こ の 「普遍 的 意志 」 を根 拠 と し、そ れ に基 づ い て 道徳的統
一

と

体系 的組 織 を構 想 して い る 点で あ る。 こ こ に カ ン トに と っ て、最初の 普遍 的意志 を根拠 とす る倫 理 的世 界 （英知

界） が 確立 され る。

　 こ の 普 遍 的意志 につ い て 、道徳 思 想 の 形 成 とい う観点 か ら、次の よ うに解釈 す る こ と が で き る。普遍的意志 は

個人の 意志 に対応す る が、同時 に 個人 にお ける人間性 の 意識 で あ り人類 の 意識 で あ る。そ して 私益的感覚 を 制御

す る公 益 的 感覚と結び つ い て い る 。 した が っ て 普遍的意志 は 、 個人 の 意志 に対 し て そ れ を 人 間 性 の 立 場 か ら拘束

し制限す る 「内密 の 威力」 を持 っ て い る。こ の 威力 は 、普遍的意志 の 法則性 に 由来す る 。つ ま りカ ン トに よ っ て

普 遍 的 意志 は、こ の 時 点 で 道 徳 一般 の 根 拠 とい う実 践 的意 義 を 与 え られ て い る。い い 換 えれ ば 道 徳 の 根 拠 は、個

人 の 道徳的能力 の 枠を超えた人間
一

般 の 意志 の 普遍性 に求 め られて い る。こ の 普遍性 の 契機 を、カ ン トはル ソ
ー

に 学 ん だ もの と思 われ る。とい うの も そ れ は、ル ソ
ーに よ っ て 覚醒 され た 人 間 の 尊厳 の 意 識 お よび そ の 平 等性 と

直結 して い る か らで ある 。 ただ個人的意志 に 対す る普遍意志 の 侍つ 意義 は、両者 ともに 同 じ普遍性 の 概念の 下に

個 に 対 し て 優越 した 価値 を持 ち、当為 とな り は す る。し か しル ソ
ーは、あ く ま で 自然 の 概念 に、そ し て カ ン トは

道徳の 概念 に 基 づ く とい う基本的相違 が あ る 。 そ れ はル ソーの 普遍 性 の 概念の 持つ 政治的 ・契約的意義を、カ ン

トは 意志規定的 ・道徳的意義 へ と深 め よ うと し た とい うこ とで は なか ろ うか。と もか くカ ン トは 『視霊者 の 夢』

に お い てル ソーの 影 響 の 下 に 、個 人 の 意 志 規 定 の 根 拠、す な わ ち道徳 の 根 拠 を 普遍 的意 志 に求 め た の で あ る。
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4 ．普遍的意志

　次に 道徳原理 の 根拠 と され た こ の 普遍的意志 と、い わば こ の 意志 に 道徳原 理 の 根 拠 の 座 を明 け渡 した 道徳的感

情 との 関係 を 考察 す る こ と に よ り、カ ン トの 道徳思想の 進 展 を際立 た せ そ の 発展段階を確認す る こ とに しよ う。

　ま ず、普遍的 意志 と道徳的感情の 関係 に つ い て は 、次の カ ン トの 叙述 を 考察 の 手 が か り とす る こ と が で き る。

　　我 々 は我 々 の う ち に 自分 た ちの 意志 が 普遍的 意志 と
一

致 す る よ うに強制 され る の を感 じ るが 、こ の 強制 の 感

　　 じ を道徳的感情 と名 づ け よ うとす る な ら ば、我 々 は道徳的感情 に つ い て は、我 々 の う ち に実 際 に 生 起 す る も

　　の を、そ の 原因 を 取 り出 さず に、その 現象 に つ い て 語 る だ けに過 ぎない の で あ る
  。

　こ の 文章 に お け る道徳的感情の 規定 は、注 意深 く分 析 す る必 要 が あ る よ うに 思 われ る。とい うの は、道 徳 的感

情を 「自分の 意志 を 普遍 的 意 志 と一
致す る よ うに 強制す る」力その もの と解 す る か、あ る い は 「強制 され る感 じ 」

と解するか に よっ て 本質的相違が 生 じ て くる か らで ある。道徳的感情が自分 の 意志を普遍 的意志 と
一

致 させ る 強

制力そ の もの で あ る とすれば、っ まり道徳的感情が自己 の 意志の 強制 の 原因で あれば、そ れ は直ちに 道徳 の 根拠

で あ り、道徳の 原 理 も こ の 感情 に求 め な けれ ばな ら ない とい うこ とに な る。こ れ に対 して 、道徳的感情が 上 述 の

強 制 力 の 原因で は な く、単な る 結果 で あ りそ の 現象で あ る な らば 、道徳 の 原理 とそ の 根拠 は 道徳的感情以 外 に 求

め られ るべ きだ か らで あ る。

　で は 、私 的意志を普遍的意 志 へ
一

致す べ く強制 す る力 は
一

体何 で あ ろ うか
。

カ ン トは 、こ の 強 制力 の 根 拠 に つ

い て 直接 に は 何 も語 っ て い な い
。 しか しカ ン トの 文 脈 か ら推 定 す る と、こ の 問題 の 道徳 的強制 力 は 、「我 々 の 内

な る い わ ば 自分 の もの で な い 意 志 」 の 中に あ っ て 、我 々 を動 か し、「他人 の 幸福 へ 、も し くは他 人 の 執意 へ と適

応 させ る よ うに 強 制 す る」
  力 で あ る と見 られ る 。 した が っ て そ の 強 制 力 は 、 自他共 通 の 人 間性 の 道徳意識 で あ

り、根源的に は 普遍的意志 そ の も の の 力 と 見 て よ い で あろ う。こ の よ うに解釈す る と、普遍 的意志 が 自ら と
一
致

させ る よ うに 私的意志 を強 制 す る動 因 とな り、そ の 結果の 「現象」 と して 道徳的感情 が 生 じ る こ とに なる。こ こ

に、カ ン トの 道徳論 が 道徳的感情か ら普遍的意志論の 立場 へ と明 白に 移行進展 して い る こ と を再確 認 す る もの で

あ る 。 な お 普遍的 意志 と道徳的感情の 関係 につ い て は、カ ン ト自身次の よ うに 説明 して い る。

　　相互 関係 に あ る よ うな思考的存在 に お け る道徳的誘 因 の 現象 を、同 様 に 霊 的存在者 が そ れ に よ り相互 に影 響

　　 しあ う真に 活 動 的 な 力 の 結 果 と し て 表 象す る こ とは 可 能 で は な い で あ ろ うか。そ うなれ ば 道徳的感情 は 、私

　　的意志の 普遍的意志 へ の こ の 感 じ られ た依存性 とい うこ とに な り、ま た非物質的世 界 が そ れ に よ っ て道徳的

　　統
一

を獲得す る と こ ろ の 、自然的 か つ 普遍的な相 互 作用 の 結果 とい うこ とに な ろ う。そ れ は 非物質的世界が 、

　　そ の 世 界に 独 自の 関 連 の 法則 に した が っ て霊 的 完全性 の
一

体系 へ と 自 ら を形成す る こ と に よ っ て で あ る （36 ）

。

こ こ で 注 目 され る の は 、従来 道 徳 的 感 情は das　 moralische 　GefUhl と し て 表 現 され て き た の に 対 し、こ こ で は

das　sittliche 　GefUh1 となっ て い る点 で ある。こ の こ とか ら 『視霊者 の 夢』 に お い て は、従 来 の よ うに 単に個 人

の 道徳意識 の 中に お け る意志 と感情の 関 係 や 道徳原則 が 問 題 で は な く、自 己 と他 人 と の 共 同体 と して の 「英知 界 」

を 背景 と して い る こ と に 肉来す る と解され る。

　要 す る に道徳 的感情 は、私 的意志 が 普遍 的意 志 に 依存 して い る感情で あ り、ま た それ 以外 に は 依存 して い な い

とい うもの で あ る。い い 換 えれ ば、私 的意志が 普遍的意志 に 合致 し得 た こ とを結果的 に 実感す る感情で あ る。し

た が っ て 道徳的 感情そ の も の は 、道徳原理 ま た は そ の 根 拠 と は な り得 な い 。 こ こに 、道徳的感情 を 原理 とす る 道

徳的感情論 は 確 実 に完 全 に超 え られ て い る。そ れ は い わ ば、道徳的感 情論 よ り普遍 的意志 論 へ の 移 行 と発 展 を 意

味 す る。こ こ で 最 も注 目され る べ き こ とは、道徳 の 問題 が 単に 個人 の 道徳的認識や 意志 、感情及 び それ らの 諸能

力 の 相互 関 係 と し て で は な く、ま た 単に 現 実 的な 人 間 の 相 互 関係 と して で もな く、思考 的 存在者 の 相 互 の 問題 と

して 、しか も霊的 ・精神的共同世界の 中で 追求され て い るこ とで ある。具体的 に い えば、道徳 の 根源に 霊的 ・思

考的存在者が 相互 に 関 係 し影響 しあ う共 同 の 世 界 と、こ の 世界 に所 属 す る 限 り共 通 に影響 を与 え 合 う活 動力 、す

なわ ち 普遍的意志 が措定 され、そ こ か ら 「道徳的誘因」、「道徳的統
一1、「体系的組織 」 が 基礎 づ けられた こ とで

あ る。こ の 世界こそ 、カ ン トが霊界を手 がか りと し、霊的存在者の 共同 体 と して 構想 した 「英知界 」 で あ る，そ

れは 「すべ て の 思考的存在者の 世界 の 中に 」 構想され た 道徳的世界 で あ り、広 義 の 倫理的世界で ある。

　 で は こ の よ うな英知 界 は、如何 な る実践的意義 を 持つ の で あ ろ うか。引き続 い て こ の 問題を、カ ン トの 英知界

の 発 想 の 契機 を 通 して考察 して ゆ く こ と に しよ う。 『視霊 者 の 夢』 で は霊 界 は 、 自然界 との ア ナ ロ ジーに お い て

捉 え られ て い た 。
ニ ュ

ートン に よ る と、自然 界 の 秩 序 は 「物 質 の 重力 の 法 則 」 に よ っ て 維持 され て い る。ニ ュ
ー
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笠 井 ：カ ン ト 『視霊 者 の 夢』 に お け る 「英 知 界」 の 意義 に つ い て

トン は重 力 を物質相 互 の
一

般 的活 力 の 真 の 結果 と して 把 握 し、こ れ を 「引力 」 と名づ けた （3T）。こ の 自然界 にお け

る 引力 に 対 し、人 間 の 世 界に こ れ を求 め れば ど うな る の で あ ろ うか。今ル ソ
ー

を引き合 い に 出せ ば、人 間界 の 秩

序 は、法治 国 家 にお け る 共 同 体 の 秩 序 を 意味 し、そ の 根 拠 づ け と して の い わ ば 社会 的 引力 は 、桂会契約 に 求 め ら

れるで あろう。そ し て こ の 社会契約 は、各個 人 の 自己保存 と 自己 愛の 動機 に 由来す る。こ の ニ ュ
ートン の 自然界

とル ソ
ー

の 人 間 界 に 対 す るそ の 秩 序 と根 源 力 の 捉 え 方 が 、カ ン トの 英 知 界 の 構想、すなわ ち そ の 秩序 と根源力 の

捉え方の
一

つ の 契機 を な して い るの で は ない か と推 論 で き る。とい うの は、そ れ ぞ れ の 世 界を 構 成す る物質及 び

人 間 の 相互 に影 響 しあ う真に 普 遍 的 な活動力 と、そ れ ぞ れ の 世界 を 統
一

し 支配す る 法則 とい う二 つ の 要 素 が 、そ

の まま カ ン トの 英知界 を 可能 に す る二 要 素 と な っ て い る か ら で あ る 。 だ が しか しニ ュ
ートン の 自然界 とル ソ

ー
の

人間界の 両 界 だ け で は 、「行為 の
一

切 の 道徳性 」 を説 明 し得ない 。カ ン ト は 考 え る。

　　行為 の
一

切 の 道徳性 は、自然 の 秩 序 に従 え ば 、 そ の 完全 な結果 を人 間 の 肉体 的 生 命 の 中 に決 して 持 ち得 な い 、

　　 しか し霊 的法則 に 従 う霊 界に お い て は 十分 に持 ち うる（38）。

　例 え ば真 の 意図や動機、克 己、外観 上 は 善い 行為で あるが 隠 され た 悪計等、そ の 道徳性 は 「物体的状態に お け

る 物理的成果」 と し て は、大部分失われ て し ま っ て い る。しか し こ れ らは、「非物質的世界 に お い て は、実 り多

い 根 拠 」 と見 な さ な け れ ば な らな い 。す な わ ち 「行 為 の 一切 の 道 徳 性 」 は、自然 の 秩 序 に 従 う物 理 的 関係 に お い

て は 消失す る。そ れ ゆ えに 行為 の 道徳性 は、現 象界だ け で は 確保 で きない 。さて この 道徳的発 想 に は 行為 の 道徳

性の 問題 が 、目 に 見 え る 世界 で は な く、目 に 見え な い 世界 に 関わ る と い う基 本前提 が 考 え られ て い る。そ こ で カ

ン トは道徳性 を厳重 に堅持す る た め に、現 象 界 と は異 な る次元 の 世 界、すなわ ち霊 的存在者の 相互 の 共 同 世 界 を

道徳界 と し て 構想す る に 至 っ た。こ の よ うに 推論す る こ とが 許 され る の で は な か ろ うか 。次 の カ ン トの 文章は 、

この 推論 を裏づ け て い る よ うに思 わ れ る 。

　　 そ れ らは 非物質的世界に 関 し て は 、霊 的法則 に 従っ て 私的意志 と普遍的意志 と の 結合、すなわ ち 霊界の 単
一

　　性 と全 体 との 結合 の 結果 と して 、自 由 な 選 択 意志 の 道徳的性 質 に 適合 した 影響 を及 ぼ した り、あ る い は相 互

　　 に 受け取 り あ っ た りす る で あ ろ う。とい うの は 行為 の 道徳的なもの は 、霊 の 内 的状態 に 関係す る が ゆ え に、

　　実 際 当然霊 の 直接的交 互 関係 に お い て だ け全 道徳性 に 適合 した 結果 を招 く こ とが で き る か らで あ る （39）
。

　 以 上 の よ うに カ ン トの 英知界 の 導出契機を捉え得 る とすれば、こ の 考察を通 し て 世界を次 の ように 意義づ ける

こ とが で き る。第
一に英 知 界 は、行 為 にお け る一切 の 道 徳 性 を可 能 に す る根 拠 と して の 意義 を持 っ て い る。道徳

性 が成 立 し うるの は、動機や意図が 消失す る現象界に お い て で は なく、純粋 に霊的存在者 の 精神的相 互 関係 が 可

能 な英 知 界 に お い て で あ る。こ の 英知 界 は、対 象 認識 の 世界 と して 現象 界 以 外 に実 在 す る世 界 で は な く、霊 的 存

在考が 霊 的法則 に 従い 、私 的意志 を 普遍 的意志 に 合致 させ るべ く 自己 を 強制 して 行為す る とき、初 め て 開示 す る

実 踐 的 主 体 の 世 界 で あ る，な お こ こ で こ の 霊 的法 則 は 、霊 界 が 道徳 的世 界 と し て の 性 格 を持 つ と同 時 に 道徳 的 法

則 と して 当為を表象す る法則 と考えられ る。

　第 二 に 挙げ られ る 意義と して は 、英 知 界 は道徳 の 問題 が 単に 個人 的意識 や理 性 と感性 との 戦 い に 止 ま らず、個

人 の 領 域 を 超 え、各個 人 が 他 人 の 意志 と 相互 に 関係 し あえる 体系的組織 を 基盤 と し て 成 立 す る こ とを提示 し て い

る点 で あ る。個人 的 意志 が そ れ と の
一

致 を 目指 す べ き 普遍 的 意志 は、体 系 的組 織 と して の 英知 界 を 基盤 と して い

る。した が っ て 普遍 的意志は 、単な る 各個 人 に 共 通 な一
般意思 で は な く、ま た個 々 の 意 志 の 総和 と して の 全 体的

意志 で もな く、こ れ らの 現実 的意志 の 次元 を 超 え た 理 念 的意志 を意味 して い る ， そ の た め 普遍 的意志 は、私 的意

志 に 対 して 規 則 とな り、規 範 とな り うる，こ の よ うに普遍 的意志 の 規範的性 格 を 可 能 に する の が、精神的共 同 体

と して の 英知 界 に 他 な らな い 。

5 ．おわ りに

　最後 に、こ れ ま で 考察 して きた 英 知 界 の 概念 が、以後 カ ン トの 道徳思 想 の 中で どの よ うに 展 開 され て ゆく か、

そ の 見 通 しを述 べ て お こ う。こ の 場合、我 々 は 二 つ の 観点 に 注 目 したい 。一
つ は英知界 に お け るい わば横 の 系列

と し て の 思考的存在者相 互 の 全 体 とい う観 点 で あ る。カ ン トは 英 知 界の 説明に あ た り、関連 の 用 語 の 多 くに で は

なくと い う形容詞 をつ け て い る。例 え ば、こ こ に は英 知 界 の 持 つ 体系的 性格、個人 を 超 え た 思考的存在者相 互 の

全 体性 を表現 し よ う とす るカ ン トの 意図 が あ る の で は な か ろ うか。こ の 横 の 系 列 が 批 判期 に 入 る と 、ま ず 英知界

の 構成員 と して の 霊 的 存 在 者 も し くは 思 考的存在 者 は 「理 性 的 存在者 」 と して 規定 され、そ の 霊 的 要 素 は 完 全 に
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払 拭 され る 。 次 に 、そ の 理 性 的存在者 は 相互 に 共 同態的諸 法 則 に よ っ て 体系 的 に 結 合 され 、こ こ で も霊 界の 霊 的

要素 は 完 全 に 払拭され て 、理 念 的 な道 徳的世界を 構成す る。そ の 場合、霊 界 を 支配 し た霊 的法則 は 道徳法則 と し

て 、具体的に は 「人格 目的の 原理 」 と して 人格相 互 の 体系的結合 を可 能 に す る 。 そ れゆえ に 霊 的法則 に 従 う霊的

存在者 の 体系的組織 は、「客観的な共同態的諸法則 に よる理性的存在者 の 体系的結合 」
｛40）

として の 「目的の 国 」

へ と展開 し て ゆくもの と考 え られ る 。 今
一つ は、英知 界が い わ ば 縦 の 系列 と い う観点で あ る。それ は 霊 的存在者

の 過去 ・現在 ・未来 に わた る全体 とい う観点で ある。カ ン トは 行為 の 道徳的なもの は霊 の 内的状態 に 関係 す る か

ら、それ は 当然 霊 の 直接 的 共 同 体 に お い て だ け 道徳性 の す べ て に適 合 した結果 を惹 起 す る く41）とみ る。こ こ か ら 人

間 の 魂 は 、す で に こ の 世 にお い て も道徳的状態 に従 うと宇宙 の 霊的諸実体間に そ の 位置を占め なけれ ばな ら ない

こ とに なる。ま た 人間 は 、最終 的 に 死 に よ っ て 魂 の 物体界 との 共 同性 が 終 了 して も、あ の 世 の 生 活 は 、魂 が こ の

世 にお い て持 っ て い た よ うなあ の 世 との 結合 の 当然 の 結合 と して 可 能で あ る こ とに な る。つ ま りこ の 世 で なされ

た 道徳性 の 結果 の すべ て は 、霊 界 との 共 同体 の 中に あ る 存在者が 霊 的 法 則 に 従 っ て 実行 した 効 果に 、あ の 世 で 適

応す ると考 え られ る。こ の 世、あ の 世に 関連して 次 の 文 章が あ る 。

　　 そ れ ゆ え に 現 在 と 未来 は 、自然の 秩序 に 従 っ て さ え、い わ ば一
つ の 纏 ま りをな し た もの か ら生 じ、一

つ の 恒

　　常 の 全 体 を構 成す る で あ ろ う（42 ）

。

　 カ ン トは、こ の こ とは 特別な重要性 を持 っ て い る と して 次 の 理 由を挙げ る。単な る理 性 の 根拠 に従 っ て 推測す

れば、こ の 世 に おける道徳性 とそ の 結果 との 間の 不完全 な調和 か ら生 じる 不 都合を除く た め に 、「特 別 の 神 的意

志」 に 逃げ道を求 め なくて は ならない 。しか し それは、大きな困難 と なる か ら とい うの で あ る。と い うの は、神

的意志 に っ い て の 判断 は 、我 々 の 脆 弱 な人 間 悟 性 に は 蓋 然 性 以 上 に達 し得 な い か ら で あ る。そ こ で 道徳 性 と それ

に適合した結果 の 問 題 は、単 に現 世 だ け に 関わ る の で な く、未来の
一

っ の 纏ま りと して の 全体性 の 中で 継続 して

ゆ く と 考 え られ て い る。こ れ は 批判期 に は 、徳 と福 との
一

致 の 問 題 と して 追 究 され、「純 粋 実 践 理 性 の 要 請 と し

て の 霊 魂の 不 死 及 び 神 の 現存在 」 へ 展 開す る と見 られ る。こ こ に、す で に カ ン トの 「道徳的信仰 」 の 地盤を見て

と る こ とが で き るの で あ る。
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