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　　　　　　　　 ，身 体 に っ い て の
一

考 察
一L ．フ ォ ィ エ ル バ ・v ハ の 「肉体 と霊 魂．肉 と 精神 の 二 元論 に 抗 し て 」 論文 に 関説 し て

一

　　　　　　　　　 〇　岡 田 　猛 　 （ 鹿 児 島大 学教育学 部 ）

感 性 　 麗 髄　 身 体 　 縛 神

1 ．緒 　　論

　身 体活 動は 体育 ・ス ポー
ツ に と っ て 不 可 欠の 契 機 で あ る。

従 っ て、
．
身体 は 体 育 ・

ス ポ・・ツ に 関 る諸 学 の研究対 象 を構

成 して き た．

　体 育哲学 の 領域 に お い て は、主 に 身 心 の 相関 と い う シ ェ

ー
マ を含み な が ら、身体 に つ い て の 論究 が行 わ れ て き て い

る。

　本研究 は L ．フ ォ イ エ ル パ ッ ハ の 194B年 の 論 稿 「肉体と

霊 魂、肉 と糟 神 の 二 元 論 に抗 し て 」 を と り あ げ、そ こ に み

られ る 彼 の 身 体 論 に つ い て の 理 解 を試 み る も の で あ る。

　 「肉体 と霊 魂 ・。・
亅 論稿 は、フ ォ イ エ ル バ

ッ
ハ に とっ

て 彼 の 思想 形 成完 熟 期 の 著 作で あ り漉 接 的 に は画 期的論

文 r将 来の 哲学 の 根 本命題 」 （1943 ）の 説明 を意 図 して 著 さ

れ た も の で あ る 、

2 ．実践 論 と認 識 餽
　 　 　 　 　 　 コ 　　

　
”

い か な る 活動も 精神 と身 体 の 作用 に よ っ て 実 現 す る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り 　の 　 ロ

従 っ て 精神と 身体 を分 離 して 考 え る こ とは 間違 っ て い る
”

とい っ た趣旨の 論述 に よく出会 うこ と があ る。し か し、そ

こ に は 活動 と 考 え、実 践 と 認 識 と い う異 な っ た 次元 を 区 別

し ない とい う点で 問 題 を含 ん で い る よ うに 思 わ れ る 。

　フ ォ イエ ル パ ッ ハ は 、身心 の 相 関 を 考 え る 場 合 に 一ヒ記 次

元 を峻別 し て い る。 「人 間 を 肉体 と 霊魂 と に 分 離 す る こ と、
す な わ ち人 間 を憩性的 な存 在者 と感 性的 で な い 存在 者 とへ

分 離す る こ と は、単 に 理論 的 な分 離 にす ぎ な い 。わ れわ れ

は 実践 に お い て 、す な わ ち生 活 に お い て ．こ の 分 離 を否認

し て い る 」 。

　以 下 に お い て ．実 践論 か らみ た身 体 の 位置づ け をい くっ

か の 観点 か ら試 み る こ と にす る。

3 ．入 闇実存の 根 拠一感 性一

　
「燗 蝉 鰭 鼡 セ

ぱ 憾 性 焔 うて ・・ る 調 性 や

糟神 や はも ろ も ろ の 書物 を作 る が．し か し い か な る 人 間 た

ち をも作 らな い j ・ こ の よ うに 人 W の 実存 を そ の 根 底 に お

い て規 定す るも の が感 性で あ る と され る の で あ る。

考鱒 は燗 の 本質 勲 く さ ず覯 す る と い う点 で 感性
の 現実性 を保 随す る し、ま た諸感官は ．母 体 か ら飛 び だ し

て
曁 卿 で の 子 ど も をそ の 対象 とす る tv う点 で 憾 性

の 完全性 を保臆す る。

　と こ ろ で 、感官 は 人 間以 外 の 勤物 に も存在 す る し、特定

の 感官 に お い て は入 間 以．ヒに 優 れて い る動 物 だ っ て い る の

で あ る か ら、感性を人 間固有 の 本 質 と す る こ と が で きる の

か、とい う疑問 がで て くる 。 フ ォ イエ ル バ ッ ハ は、こ れ に

対 して ．動 物 は 「制限 さ れ た感 覚 主義 者j で あ る の に対 し

て 人 間 は 「絶 対 的 な感覚主義者 J 一
入 間 に お い て は、こ の

また は あの 感性 的な も の で は な く、あ らゆ る感 性 的 な も の

が諸感 官の 対象 に な る
一

と 主張 す る。

4 ．脳 髄作用 と身心 の 関係

　諸 感 官 は 客観的存在 か ら刺 激を うけ る と同様 に 胃 。心 臓

な ど の 作 用 も そ の 客体 と し て 感覚 す る。しか しな が ら、脳

髄 の 作 用 だ け は人 間 か ら 区 別 さ れ た 作 用 と して 知覚 され る

t と は で き な い 。

　例え ば思 惟 は 入 聞 が 「神 経組 織 の 中心 点 と し て の 鯔飽

を も っ て い る こ と を知 ら な くて も可能 で あ る が．し か し ζ

の こ と か ら決 して 思 惟 がそ れ 自体 に おい て も ま たな ん ら臈

髄 作用 で な い とい うこ とは で て ． な 、、一 続を雪
゜

ぞ蔽
． 　． 　サ　■　　　　　■　■

た は主 観的 には 鈍粋 に 精 神 的な作用 ま た は純 枠 に 非物質 的

な輛 であ るも の は凄 蘓概 郡 そ亀糠轟£顯 献
　

は 物貿的な作 用す な わ ち懣 性 的 な作 用 な の で あ る J 。

　こ の よ う に み て く る と、フ ォ イエ ル バ “
？ ハ に あ っ て は ．

糟 神 的作 用 を客観 的に 担保 す る物 質 的作 用 と し て の感 性 及

び その 総括 と して の 脳 髄 に 人 問統 合 の 原理 と し て の 位置 を

与 え て い る と い えよ う。

5 ．精神 の 位匿 づ け

　糟神 と感性 の 関連 を詳 し くみ て み よ う。一本一
本の 現実

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　　

の 植物 は 感官 に よ っ て 捉 え られ る も の で あ るが、植 物そ の
　 　 　

も の は 精 神 に よ らな け れ ば 捉え る こ と は で き ない 。こ の ご

と は
一

面 で の糟 神 の 超感性性 を意味す る。

　 し か し な がら、糟 神 の こ の 超感 性性 は決 して 感 性 か ら独

立 ・分 離 して い る こ と を言表 して い る の で は な く、個 々 の

囀 轡 括 9
続 臆 味 して い る の で あ る ・ 「精 神 騨 に

あ らゆ る 感性 的 な もの を 自分 の な か に と らえる と い う理 由

で、感性 的な何物 で も ない 一すなh ち
一
定 の感 性的 な何 物

で も な い 一
に す ぎな い ので あ る 」 ．

　 こ の よ う に 位 置 づ け られ る 精神 ・
理 性 は ．嘘性 に 対 し て

独 自 の 貢 献 を なす。場 合 に よ っ て は 錯覚 をも 生 じ るag−一段
駒 娩 靈 齬 は誰 論 ・ い う醗 の 力 。 よ 。 て 簸 あ
　 　 ロ

感 性 に高め られ る の で あ る。
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