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デュルケ ームの 「プラグマティズム」講義
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は じめ に

デ ュルケ ーム は ソル ボ ンヌ大 学 にお いて,『宗 教生 活 の原初 形態』(1912年)

発刊1年 後 の1913年12月 か ら 「プ ラグマ テ ィズ ム と社 会学 」の講 義1を 行 っ

てい る。彼 自身,本 講 義 テ ーマ を 「選 ば ざる を得 な くな った諸動Jと して,

第一 に,プ ラグマ テ ィズ ムが現 在実 在す るお よそ唯一 の真 理 につ いて の理論

で あ った こ とをあげて い る。 デュ ルケー ム 自身,「真 理 」に関す る関心 は 『宗

教 生活 の原初形 態』 よ りも前 か ら存 在 してい た。そ れ は彼 自身が 時代 と空 間

に よって道徳 理想 お よび真 理 が変 わ る とい う認識 の も とに社 会学 を構 築 し,

そ こか ら教 育論 や道 徳論 な どに言 及 して いたか らであ る。第 二 に,社 会 学 と

共通 の生 活 と行 為 の感覚 が存 在 す る こ とをあ げて い る2。 そ して,第 三 の理

由 として,プ ラグマ テ ィズ ム は 「理性 に対 す る襲撃 」 を してお り,そ の主張

が正 しい とす るな ら,本 質 的 に合 理主 義 を基礎 と して い る フラ ンスの精神 す

べ て を変 え なけれ ばな らない とい うこ とにな るの で,プ ラグマ テ ィズ ムにつ

いて検 討 す る必要 が生 じた と述べ てい る3。

とはい え,デ ュ ルケー ム はプ ラグマ テ ィズ ム に よる主 張 を完全 には否 定 し

てい ない4。 む しろ,事 実認 識 に関 して は好 意 的 です らあ る。 そ れ はデ ュル

ケー ムが 『規 準』 執筆 の時 よ り,0貫 して フ ラ ンス の伝統 的合 理 主義 を批判

して いた こ とに通 じるか らで あ る。 そ れ ゆえ に,デ ュル ケー ム にお い て,プ

ラグマ テ ィズ ムの受 け入 れ られ なか った 点 とは,ネ オ合 理 主 義 を主 張 した
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デュ ルケー ム と異 な り,プ ラグマ テ ィス トた ちが理性 その もの を否 定 した こ

とで あ る。講 義 の 中でデ ュル ケー ム は彼 らの批 判す る理性 とは どの ような も

のな のか説 明す るこ とに時 間 をか けて い る。つ ま り,彼 らの批 判 す る理性 と

は理性 のすべ て で はな く,デ ュル ケー ムが批 判 す る理性 と同 じもの なので あ

り,そ れ ゆ えに,プ ラグマ テ ィス トがそ れ を理性 すべ て と勘違 い した こ とか

ら誤 った結論 に至 って しまってい る と と らえ られて いる。

とこ ろで,「 プ ラグマ テ ィズ ム」講 義 は講義 草稿 が失 われ た ため に,2人 の

学 生 の ノー トを も とに キュ ヴ ィ リエ に よって編纂 され た(1955年)。 作 田啓

一一は著書 『デ ュルケ.___ム』 の 中で 「本 書 の原稿 はデ ュルケ ーム 自身の手 に よ

る もので はない ので,抜 粋 は行 わない」(作 田1983:275)と 述べ,簡 潔 な要

約 を記載 してい るだ けで あ る。 しか しなが ら,私 自身,デ ュルケ ー ムの検 閲

が なか った こ とに対 して,逆 に注 目 してい る。他 の著 書 には見 られ ないデ ュ

ルケ ー ム の具 体 的 か つ 詳細 な説 明 を見 る こ とが で きるか らで あ る5。 また,

昭和31年 に は 日本 にお い て邦 訳 が 出版 され てい るが,誤 訳 が 多 く信 愚性 に

欠 けて い る6。 デ ュル ケ ー ム社 会 学 を知 る うえで非 常 に重 要 な文献 であ る に

もかか わ らず,日 本 で はほ とん ど読 まれ てい ない。

そ こで,本 論文 の 目的 はデ ュル ケー ムが プ ラグマ テ ィズ ム を どの ように理

解 して,ど の よ うな評価 を行 って い るのか を明 らか にす る こ とにあ り,さ ら

にそ こか らデ ュルケ ー ムにお いて今 まで重 要視 されて こなか った構 想 を確 認

す る こ とで あ る。付 言 す れ ば,本 論 文 で私 が重視 す る こ とは,デ ュル ケ ーム

に よる プラ グマ テ ィズ ム解釈 に誤 りが あ るの か どうか を検 討 す る こ とで はな

く,デ ュルケー ムが それ を どの よ うに理解 し,そ の結果,何 を強調 したか っ

たの か を探 る こ とで あ る。 「プ ラグマ テ ィズ ム」 講義 は晩年 にお け る デ ュル

ケー ム社 会学 の全体 をつ かむ ため に は,決 して外 す こ との で きない重要 な本

であ る。 と りわけ,『 原初 形態』 を補足 す る 「真理 論 」お よび シ ンボ リズ ム,

合 理主 義 と経験 主 義 に関す る総括 的発 言 は重要 で あ る7。

1.プ ラ グマテ ィズ ム にお ける独 断論(合 理 主 義)批 判

デ ュルケ ー ムは,プ ラグマ テ ィズ ム を0体 系 で は な く,あ る同一 方 向 に向

け られ た一般 的衝動 であ り,(1)1つ の方法(精 神 態 度),(2)1つ の真 理論
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(3)1つ の宇宙 論 とい う3つ の特徴 を共有 して い る とい う。方 法 とは,諸 問

題 に直面 した時 に知性 が採 用 しなけれ ば な らないプ ラ グマ テ ィズ ムの一般 的

態度 で あ り,「実践 的結 果 にな らって,そ れ ぞれ の概 念 を解 釈 しよ うと試 みる

こ と」(Durkheim1955:44)な のであ る。 また真 理 論 に関 して は,プ ラグマ

テ ィズ ム は有用 性 を真 理 論 と して示 して い る。 そ して,「 真 理 論 として プ ラ

グマ テ ィズ ム を理 解 す るの に必 要 であ る限 りにお い て しか,そ れ を 《宇宙論 》

として論 じ られ ない」(Durkheim1955:44-45.)と デ ュルケ ーム は述 べ てい

る。 以下 にお いて デ ュルケー ム の理解 した プ ラグマ テ ィズ ム につ い て要 約す

る。

ジ ェイ ムズ に よれば 独 断 論 的すべ ての概念(合 理 主義)の 中で,真 理 は

外 的 な実在 の転写(transcriptiOn)と して しか存 在 で きな い こ とにな り,ま

た この真理 は知性 の外 に存 在 してい るので,非 人格 的 とい うこ とにな る。 そ

れ ゆ えに,真 理 は人間 を表現せ ず,ま た人 間 に起 因 しない こ とに なる。 そ し

て,真 理 は既成 の もの に なる。「結 局,独 断論 に したが えば,真 理 は外 的 で非

人格 的で あ る と同時 に,真 理 はく完 成 され た 〉 シス テ ム,つ ま り,時 間 と変

転 を免 れ た完全 な全 体 とい うこ とにな る」(Durkheim1955:47.)と ジ ェイム

ズ は考 える。 そ して彼 は独 断論(合 理 主義)に お け る欠点 として以下 の5点

をあ げてい る。第一・に,真 理 が実在 の単 な る転 写 な ら,真 理 は無用 な冗 長 と

い う ことにな って しま う。 しか し,真 理 が無用 な はず が ない以上,繰 り返 し

で はな く,「付 加 」で なけれ ば な らない8。 第二 に,観 念 が模写 で,あ る実在 が

外 的 で超越 的 とい うの な ら,わ れわ れ はそれ を知 る こ とが で きな くな って し

まう。理想 世界 とわれ われ の 問 には深 い溝 が あ り,プ ラ トンが 述べ た よ うに,

精神 にい か に特別 な力(pouvoir)を 付 与 して も困難 は除 くこ とが で きない。

「真 理=模 写 の理 論 」の 中で は,わ れ われが所 有 してい る もの は常 に模 写 であ

り,実 在 はそれ を越 えて存 在 す るこ とにな る。 その よ うな理論 は論理 的 に認

識 の破 綻 に導 か れ るの で,こ の 困難 を解 決 す るため には実在 と思 考 の 問の間

隙(vide)を 認 めな けれ ばいい9。 ジ ェイ ムズ は 「この部屋 の壁 と言 う時」 を

例 にあげ て,感 性 的知覚 におい て知覚 された対象 とわれ われが そ れ につ いて

抱 く表象 は区別 され てお らず,実 在 は知 覚 そ の もの に な る と説 明 してい る。

つ ま り,そ の時物 質 的 な もの は心理 的 な もの と同一 内容 を有 して お り,主 体
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と客 体 は1つ で あ り,諸 事物 は仮象 と異 な る 「隠れ た生 命」 な ど持 ってい な

い とい うのであ る10。

第三 に,真 理 が非 人格 的 な もの,つ ま り,人 間 とは関係 の ない もので あ る

とい うの であれ ば,真 理 は人 間 と関係 の ない もの にな り,ま た われ われの生

活 の外 側 に位置 づ け られて しま う。 それ ゆ えに,真 理 は人格 的 な もので あ る

とプラグマ テ ィス トたち は主 張す る。つ ま り,「真 理 は,精 選 された選択 の道

に よって しか決 定 され得 ない 。 また,こ の選択 を決 定す る もの は,人 間の 関

心 で あ る」(Durkheim1955:55)。 そ れ ゆえ に,わ れ われが実 生活 におい て

真 実 に関す る問題 が生 じた と きに は,状 況 に対 応 してい る こ とに なる。 なぜ

な ら,「 決 して 『大 文字 のVを 伴 った単 数 の真 理(Verite),つ ま り抽象 的真

理(V6rit6abstraite)』 を問題 にせ ず,臨 機応 変 に多 か れ少 なか れ時宜 に適 う

こ とので きる 『具 体 的 な諸真 理(veritesconcretes)』 が常 に問題 で あ るか ら

であ る」(Durkheim1955:54)。 こ う して,プ ラグマテ ィス トた ち は非 人格

的 な理性 を否定 して,「 真理 は人間 的で あ り,知 性 は生活 か ら切 り離 せ ない」

とい うこ とで意見 を一致 させ,「 真 理 はわれ われ人 問の 『利益 』に関係 づ け ら

れ なけれ ばな らない。真 理 は人 間の生活 のため に作 られ てい る」(Durkheim

1955:56)と 主張 す る。

第 四 に,独 断論 の述べ る よ うに,真 理 がす べ ての人 々 に とって同一 で あ る

な ら,わ れ われ は もはや精神 の多様 性 が存在 す る理 由 を理解 す る こ とがで き

な くなっ て しま う。 そ こで,「 人 間の諸真 理 は,は か な く,一 時的 で,絶 えず

変 化 の 途 中 に あ る も の で あ る。今 日 の 真 理 は,明 日 の 誤 謬 で あ る」

(Durkheiml955:56-57)。 独 断論 にお ける普 遍 的真 理 とわれ われが体験 す る

具体 的真 理 はま った く正 反対 の性 質 を有 して い る と主 張す る。 また,す べ て

の精神 に共通 す る唯一 の悟性(emtendement)と い う ものは存 在せ ず,存 在

す るのはお互 い に非 常 に異 な ってい る諸 々の悟 性 で あ る。 した が って,精 神

が多 様性 を有 してい る以上,1つ の真 理 の発 見 を求 め る とい う よ りも,多 様

な真 理 につ なが っ てい る と考 え る方 が論 理 的 であ ろ う と彼 らは主 張 して い

る。 シ ラーは 「肘掛 け椅子 」の一例 を と りあげて11,あ る人 に とって真 なる も

のが他 の人 に とって も必 然 的 に真 実 に な らない こ とを説 明す る。 そ れゆ え に

真 理 は合 理主義 者 が認 め てい る以 上 に,非 常 に複雑 な何 か であ る とい うこ と
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を,な ぜ 認 め ないの か とプ ラグマ テ ィス トは問い ただす。

第五 に,唯 一 の真 理 が存在 す る ことを人 々が 認 め,諸 判 断 と諸意 見 の多 様

性 が そ の 存 在 理 由 を有 して い る こ と を理 解 しな い 場 合,人 は 「不 寛 容

(into16rance)」 に行 き着 く危 険性 を有 してい る。真 の寛容 とは,諸 見 解 の問

に差 異 が存 在 し,そ れ らの差 異 を尊重 す る こ とで ある。 そ して人 は意識 に無

理 強 い をす る権利 を持 ってい ない とい うこ とを認 め るだ けで な く,感 情 的 ・

知 的 な生 活 の諸 要求 に一致 して い る とい うこ と も理 解 しな けれ ばな らな い。

そ れ ゆ えに,相 違 が存 在 す る こ とそれ 自体が 「善 い こ と」にな る と主張 す る。

上 記 の独 断論 にお け る欠 点か ら,プ ラグマ テ ィス トたち は,も し実在 が生

きてい る何 かrつ ま り,変 化 し,絶 えず新 しい もの を発生 させ るな ら,真 理

はその諸 変化 の 中で実在 に従 い,真 理 もまた変化 し生 き続 け なけれ ば な らな

い と考 える に至 る。彼 らは合 理主 義 の精神 が安定,確 信 とい った 「安 らぎへ

の欲 求」 で あ り,そ れ をあ らか じめ決 まってい る作 法 や規 範 あ るい は1つ

の真 理 が存在 す る こ とに求 めて も無意 味 であ り,わ れ われ は 自分 しか当 て に

で きない と主 張す る。 それ ゆ えに,プ ラグマ テ ィズ ム を支 配す る感 覚 は,独

断論 と正 反対 で,事 物 にお け る変 わ りやす い もの,可 塑 的 な ものすべ て の感

覚 で あ る。 それ ゆ えに,プ ラグマ テ ィズ ム に とって宇 宙 は,未 完 成 で決 して

完全 に実 現 され ない何 か を持 ってい る もの になる。 ジ ェイムズ に従 え ば,合

理 主義 に とっ て実在 は既 成 の もの で完成 され た もの と して与 え られ てい る

が,プ ラグマ テ ィズ ムに とって実在 は常 に作 られつつ あ り,将 来そ の外 観 が

完全 な もの になるの を待 ちか まえて い る。 プラグマ テ ィズ ムにお いて宇宙 は

絶 えず 冒険 の流 れ を継続 してい る。 そ して,継 続 した流 れの 中で生 じた諸 々

の新 しい もの は表 面 だけの さ さい な事柄 に関 わ るだけで は な く,本 質的 な部

分 に関 わ る とい う。

そ して,世 界 におけ る この新 しさの主 要 な要 因 をなす の は 「意識 」であ る。

ジ ェイムズ は大 熊座 の例 か ら,ヒ トは表現 し,発 見す るだけ でな く,付 け加

え,創 造 を して い る こ とを指 摘 して い る。 そ して,そ の時思考 は実在 の コ ピー

で はな く,紛 れ もない創 造 を行 って い るのであ る。精神 が もた らす この新 し

さは未 来が 問題 となる時 には さらに明 白に な り,そ の時,わ れわ れの判 断 は

未 来 の実在 の性 格 を変 える諸 行為 の発 生機 にな る。信 念 は,実 在 その もの を
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創 造 して お り,成 功 へ の信 念 は成 功 す るため の最 良 の条件 とな る。 「思 考 は

存在 す る ものの 表現 で はな く,来 るべ き実在 の要 因であ る。 したが っ て,実

在 そ れ 自身 は,越 え られ ない 限界 の中で,硬 直 し,固 定 し,閉 じこめ られた

何 か で はない。 実在 は,絶 えず 人 間の経験 とと もに前 進す る。 人 間の経験 が

広 が るにつ れ て次第 に実在 は虚無 を浸 食 して ゆ き,そ の結 果豊 か に なるので

あ る」(Durkheim1955=65)。 こう して,デ ュル ケー ム はプ ラグマ テ ィズ ム

が根 拠 をおい てい る 「行為 と結 びつ いた 思考 は,あ る意 味で,実 在 そ れ 自体

を創 造 す る」(Durkheim1955:65)と い う主 要 な観 念 に行 き着 く。

ところで,プ ラグマ テ ィズ ムの方 法が 適用 され る例 は,物 理 的世界 にお け

る認識 に限 らず,人 間的序 列 の事 柄 にお いて もほ とん ど見 る こ とがで きない

とデ ュルケ ーム は述べ てい る。 つ ま り,人 々はそ の方法 が道徳 問題 に適用 さ

れ る こ とを期 待 す るが 事 実 上,プ ラグ マ テ ィズ ム 的道徳 は存 在 しな い と

(Durkheim1955:129)12。 そ して,プ ラグマ テ ィズ ムの方法 が取 り扱 って き

た唯一 の問題 は宗教 の問題 だ とデ ュルケー ム は指摘 す る。 ジ ェイムズ に よれ

ば,宗 教 の価値 が どの よ うな もの なのか を明 らか にす るには宗教 的特性 を示

して いる個 人意 識 の本質 的経験 の 中 で見 つ け なけれ ばな らない。 つ ま り,彼

に とって宗 教 を探 るには 固定 され ない こ とが 大事 なので,具 体 的現実 は宗教

の硬化 した制度 や教 会 を排 除 してた ど りつ くこ との で きる個 人経験 か ら成 り

立 っ てい る と考 え るのであ る。実 際 彼 は宗 教 が真 実 か どうか を探 る ときに,

哲 学 者 や 神 学 者 を 軽 蔑 し て 退 け る.__.方で,神 秘 的 直 観(lesintuitions

mystique)に 対 しては寛大 さ を示 してい る と考 える。

ジェ イムズ の考 えに関 して デ ュルケー ム は 「神 秘 的 な経験 の基礎 にあ る も

の,そ れ は実在 との直接 的 なコ ミュニケ ー シ ョンで あ り,ま た感 覚が事 物 の

理解 力 で ある 限 り感覚 に類似 した何 かで あ り,事 物 につ いて の認識 で はな い。

この種 の感覚 を感 じた人 だけが神 の力 を感 じた ので あ る」(Durkheim1955:

133)と 述べ て い る。つ ま り,ジ ェ イムズ に よって宗 教 的基礎 にあ る とされ る

もの はわれ われ よ りも偉 大 な何 か が存在 す る とい う考 えで あ る。 そ して,こ

の考 え は同時代 の心理学 者 が重要視 して い る潜在 意識 あ るい は閾下 の 自我 と

い う概念 につ なが る とジェ イムズ は述べ てい る。 つ ま り,正 常 な意識 の領域

の他 に異 な った性 質 の心 的 実在 にか か わ る意 識 が存 在 し,そ こに イ ンス ピ
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レー シ ョンや急 なひ らめ きが生 じる とい うので あ る。 そ れ ゆえ に,彼 に よれ

ば,宗 教 の科 学 は万 人 に認 め られ た心理 的事 実 に根 拠 を置 くこ とが で き,同

時 に人 間 は宗 教 的経験 におい て 自己 を超越 す る力 の作用 を受 け る とい う考 え

も弁護 で きるので あ る。 そ して,経 験 的 に確 認 で きる結 果 に よって神 の存在

を証 明す る実験 的 な力 の1つ に神 は なるの であ る。 こ うして,ジ ェイ ムズ は

宗教 的経 験 が要 請す る真 理 は唯 一 で絶 対 で あ る必要 は ない と して,一 種 の多

神教 の立場 を とっ てい る とデ ュル ケー ム は指摘 す る。

2プ ラグマ テ ィズム の独 断論批 判 に対 す るデ ュル ケ ーム の評価

上記 の ようにプ ラグマ テ ィズ ムを理解 したデ ュル ケー ムは,ス ペ ンサ ー な

どの実在 の静 的概 念 か ら引 き出 され る 「わ れわ れ 自身が錯 覚 や0時 的 な仮象

で しか な く,ま た われ われが錯 覚 で しか ない ものや移 りゆ くもの にた くさん

の価 値 を結 びつ け る」とい う結論 に対 して,「 あ る意 味で は,幻 想 を性格 付 け

る ものの実在 を認 め ない だ ろ うか。 これ らのい わ ゆる 『仮象』 に1つ の意 味

を与 えて い ないだ ろ うか」(Durkheim1955:62-63)と 述べ てい る。つ ま り,

彼 はプ ラグマ テ ィズ ム にお け る 「行為 と結 びつ いた 思考 は実在 を創 造 す る」

とい う観 念 に同意す る。 しか しなが ら,彼 はプ ラグマ テ ィス トた ちの よ うに

宗教 論 だ け に陥 るので はな く,道 徳論 お よび真 理論 の視 点 か ら眺め てい る と

い う相 違 点 が 存 在 す る。 「この 観 念 は重 要 で あ る。 お そ ら く,物 質 界(1e

mondephysique)は 今 日,一 種 の均衡 に達 して い る ように思 われ る。 生物 に

おい て,わ れ われ は もはや新 種 の発 生 を 目撃 しない。 しか し,道 徳 的領域 に

おい て,そ の ような創 造 は常 に生 じる。 すべ て の人 間社 会 は,発 達 す る力 で

あ り,常 に 自分 自身 と同0の ままで い る どころで はない。新 しい力 が生 じる

よ り複 雑 な諸 社 会 が現 れ る。 過去 が 問題 とな る時,わ れ われが 静 的 に しか,

もはや わ れわ れに思 い起 こさせ えない これ らの力 が現在 におい て仕 事 を して

い るの をわれ われ は見 る。 いず れ にせ よ,明 らか に思考 に よって創 造 された

実在 の一領域 が存在 す る。 そ れ は 『社 会 的実在』 であ り,こ の例 はわれ われ

が 引 き合 い に 出 し得 る 中 で 問 違 い な く も っ と も意 義 深 い も の で あ る」

(Durkheim1955:65-66)。 つ ま り,思 考 に よって創 造 された その実在 こそ 「社

会 的実在 」 だ とい うので あ る。
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さ らに,ジ ェ イ ムズ は 「真 理 は諸 変 化 の連 続 した プ ロ セス」(Durkheim

l955:66)と と らえてお り,真 理 が豊か で複雑 で あ る こ とを うま く指 し示 し

て い るが,厳 密 に は結 果 と して真 理 が 変化 して い る と言 え るの だ ろ うか と

デ ュルケ.___ムは疑 問 を投 げか けて い る。 プ ラグマテ ィズ ムの中 でわ れわれ の

関心 を引 くもの は,論 証 の方法 で は な く,精 神 の多 様性 と思 考 の変化性 とい

う生 き生 き と した感情 お よび真 理 に関す る生 きた性 質 の感 覚で あ る と彼 は高

く評価 す る一方 で,そ れ らを説 明す るの に失敗 してい る と断言 す る。即 ち 「プ

ラグマ テ ィズ ム は,な ぜ個 は存在 し,ま たなぜ 精神 の多 様性 が存在 す るのか

とい う 自分 を越 え る哲 学 の一 般 的 問題 の1つ にぶ つ か る こ と」(Durkheim

1955:59)に な り,そ の説 明がで きない。 そ して,こ の 「多 様性 の感 覚」 以

外 に関 して は,デ ュル ケー ム はか な り詳 細 にかつ徹 底 的 に プ ラグマ テ ィズ ム

を批判 す る。具 体 的 には,fに,自 ら経験 主義 と称 しなが ら,そ の 内容 は

抽 象 的 に な って い る とい う矛 盾 が存 在 す る こ とで あ る。つ ま り,プ ラグマ

テ ィス トた ち は立論 にあた り,弁 証 法 的 な性格 を有 して い るが,そ の と き歴

史上 の諸学 説 を 自分勝 手 に しか も不 正確 に解 釈 して い る とい う欠 陥が あ り,

しか もそれ以上 に重 要 な 問題 と して抽象 的 にな って しまってい る とい うこ と

が あ げ られ る。 結 局 の と ころ,プ ラグマ テ ィズ ム の行 う証 明 は単 な る論理 的

構成 にな ってい る とい うのであ る。 第二 に,プ ラグマ テ ィス トた ちの思考 に

は,一一方 で は付帯 現象 説(Epiphenomenisme)13,他 方 で は観 念論(idealisme)

とい う相容 れ ない ものが存在 す る。 つ ま り,彼 らは一方 で は,意 識 はそれ 自

体 と して は存 在 しない し,な ん ら根 源 的 な もの を許 さない と述べ なが らも,

他 方 で は実在 は思考 の構 成 で あ り,実 在 的 な もの とは知覚 そ の もので あ る と

主張 してお り,そ こに は矛盾 が見 受 け られ る と。

そ れで は,な ぜ プ ラグマテ ィズ ム は欠 陥 を持 ちなが ら も急速 に人 々の間 に

広 まったの だ ろ うか。 そ れ は この学説 が今後 発見 すべ き0種 の力 を有 して い

るか らで あ る とデ ュルケ ー ムは述 べ て い る。 つ ま り,プ ラグマ テ ィズ ム を支

配 して い るの は真 理 を論 理 的 思考 の規律 か ら 自由 にす る とい う欲 求 で あ っ

た。思考 が実在 をコ ピーす る こ とを 目的 とす るの であ れ ば 思 考 は事 物 の奴

隷 とな り,実 在 に鎖 でつ なが れて い る こ とに なる。 そ こで思考 が解 放 され る

ため に は実在 の創 造者 にな らな けれ ばな らない と主 張 したので あ る。 こ うし
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て プ ラ グマ テ ィズ ム におい て思考 は実在 を コ ピーす るので は な く,未 来 の実

在 を構 成 す るこ とを 目的 とす る こ とに な り,観 念 の価 値 は客体 との関係 で は

な く,有 用 性 の程 度 に応 じて評 価 され る こ とに な る。 プ ラ グマ テ ィス トに

とって真 理 を柔軟 にす る とは,実 在 にお け る絶対 的 ・神 的性格 を は ぎ とる こ

とだ ったので あ る。真 理 が その本性 上 実在 や生命 の一 部 をなす と仮 定す る と

き,真 理 は科 学 の対 象 に なる。 これ こそ プ ラグマ テ ィズ ム の企 て の中心 をな

す もの であ り,そ こには真 理 や理性 を理解 しよう とい う努 力,お よびそれ ら

に代 わ って人 間的 関心 を取 り戻 そ うとい う努九 そ して人 間的事物 を作 り出

そ う とい う努力 が み られ る とデ ュル ケー ム は理解 す る。

そ して,こ こに プ ラ グマ テ ィズ ム と社 会 学 の対 比 が確 立 で きる とデ ュル

ケ ーム は指摘 す る。 即 ち 「実 際 歴 史 的視 点 か ら人 間的諸 事物 の秩 序へ の適

用 に よって,社 会 学 は同 じ問題 に導 か れ る」(Durkheiml955:142)。 人 間は

歴 史 の所 産 であ り,そ れ ゆえ に人 間にお いて はあ らか じめ与 え られて い る も

の も,限 定 され てい る もの もない。 したが って,真 理が 人 間的 な もの で ある

な ら真 理 は人 間の所 産 で あ り,社 会 学 は同 じこ とを理性 に もあ て はめ る。 「理

性 を構 成 す る ものすべ て,つ ま りそ の諸原 理 諸 カ テ ゴ リー は歴 史 の流 れの

中でつ くられ たので あ る」(Durkheim1955:142)。 現象 は閉 ざ され た連続 の

中で表 され るはず が ない。 それ ゆ え に,は じめ に思 考が あ る とい う観念 論者

も,は じめ に行 動 が あ る とい うプ ラ グマ テ ィス トも認 め る こ とが で きない,

と。

社 会 学 は 同 じ問題 を提 起 して もプ ラグマ テ ィズ ム と同 じ解 決 を主 張 しな

い。 ここでデ ュルケ ー ムは プ ラグマ テ ィズ ム と心理 学 を重 ね てみて い る。即

ち 「プ ラグマ テ ィズ ム は真 理 を心理学 的 に,つ ま り主観 的 に説 明す る ことを

望 んで いる。 ところが,す べ ての人 間的 な事物 に関 して個 人 の本性 だ けで説

明で きる こ とには限界 が あ る。 もっぱ ら個 人 的諸要 素 しか考 慮 に入 れ ない と

い う こ とはs諸 結 果 にお いて説 明す る こ とが必 要 とな って い る豊 か さを不 当

に軽 減 す る こ とを生 じさせ る。(中 略)社 会学 におい て真理 理性,道 徳 は人

類 史 にお け るすべ ての展 開 を含 む生 成 の結 果 で ある」(Durkheim1955:143)

と。 デ ュルケ ー ムに よれ ば,プ ラグマ テ ィズム は理性 と感情 を同0の プ ラ ン

の上 に位置 づ け る反 面で,あ る意味 で感情 や個 人 的衝動 か ら独 立 して われわ
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れ に押 しつ けて くる何 か を真 理 の なか に認 め てい る とい う。 「実在 や シ ンボ

ルの一 致 を疑 うこ と と,シ ンボ ルに よって象 徴 化 され た事 物 を拒絶 す る こ と

は別 の こ とで あ る。 ところで真理 に よる諸精神 の上 へ の認 め られた圧 力 は解

釈 す る必要 が あ る1つ の シ ンボル であ る」(Durkheim1955:144)と 彼 は述

べ て い る。

結 局rプ ラグマ テ ィズ ム は個 人的経験 に由来す る精 神状 態 と集合 的経験 に

由来す る精神状 態 の 問 にあ る二元 性 を誤認 したの で あ り,他 方,社 会学 は社

会 的 な ものが常 に個人 的 な もの よ りも上位 にあ る こ とに注意 を促 してい るの

で,真 理が理性 の ように高 い価値 を有 してい る こ とを推 測 で きるの であ る。

しか しなが ら,プ ラグマ テ ィズ ム は歴 史の過 程 にお いて真理 と誤 謬 が混合

して い る ことを非 常 によ く見 抜 い てい た とデ ュル ケー ム は指摘 し,プ ラグマ

テ ィズム にお け る真 理 の変化 の とらえ方 につ いて言 及す る。彼 は真 理 が変化

に支 配 されて い るこ とを証 明す るため に プラグマ テ ィズ ムが与 えてい る論拠

を2つ あ げて い る。

1)実 在 が変 化 す る以上,真 理 も変 化 し得 る。 こ こか ら時 間 にお ける変化 が

生 じる。

2)真 理 の単 一性 は精 神 の多様 性 と相容 れ ない以 上,真 理 は ただ1つ だ け と

い うこ とは あ りえない。 ここか ら空 間 にお け る変化 が生 じる。

プ ラグマ テ ィズ ム にお け る この論拠 の説 明 は不 十分 で あ るが,こ の2つ は

真 実 であ り,ま た社会 学 はその根 拠 を示 す こ とが で きる とデ ュルケ ーム は述

べ て い る。社 会学 は物 理 的環境 と人 間の 間の関係 に も とつ く 「相対 主 義」 を

導入 す る。物 理 的環境 は相対 的 固定性 を提 示 す る。 もち ろん,物 理 的環境 は

進化 に支配 されて い るが,そ れ は以前 の状 況 でい るこ とをや め て新 しい要素

か ら構 成 され た実 在 に席 をゆず る訳 で は ない 。つ ま り,オ リジナル な世界 は

そ の後現 れて豊 か に した付 加 物 の も とに依 然 と して存 在 して い るの で あ る。

そ れは現代 の フラ ンス社会 が ガ リア,ゲ ルマ ン,ロ ーマの諸 要素 か らで きあ

が ってお り,か つ もはや単独 の状 態 で判 別す る こ とはで きない とい うの と同

様 で あ る。社 会 的環境 は何 らかの新 しい物 を有 してい るの で相 互 に異 な って
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い る。 しか し,家 族 の例 が示 す ように,家 族 は歴 史 の 中で発 展 す る一方 で,

そ の機 能 は同一 で依 然 と して家 族 なので あ る。 それ は政治体 制,道 徳 宗教

におい て も同様 であ る。 「ひ とつ の宗教 ひ とつ の道徳 ひ とつ の政治体 制 は

存 在せ ず,異 な る宗教 の諸 々の型,異 なる道徳 の諸 々の型 異 な る政治 の諸 々

の型 が存 在 す るの であ る。 こ うしてsプ ラテ ィックな秩 序 の 中で多様性 は確

立 した とみ な し得 るの であ る」(Durkheim1955:147)と デ ュルケ ーム は述

べ てい る。

ところで,同 一 の行動 の価値 が変 化 したな らsそ れ は思索 的思 考 が変化 し

た とい うこ とで あ る。 そ して,思 索 的思 考 が変化 した とい うこ とは真 理 の内

容 が変化 した こ とにな るの で はない だ ろ うか と彼 は指摘 して い る。行 動 は思

考 か らわ ける こ とが で きない。 われ われ に先 立つ 諸世代 が 完全 な誤謬 や錯 誤

の 中 に生 きてい た と認 め る こ とはで きない。 なぜ な ら誤 った思 考 は挫 折 な ど

の苦痛 を生 じさせ,不 適合 な行 為 を限定す るか らで あ る。 そ れゆ え に,プ ラ

テ ィ ックが変化 す る こ とと同様 に,思 索 的 ・理論 的思 考 は変化 す る。美 的思

索 も変化 してい る。 そ して,思 索 とその価値 が 変化 し得 る とい うこ とは,し

たが って真 理 も変化 し得 る とい うこ とで あ る。 「これ らの変化 は時 間 におい

てだ けで な く空 間 におい て も生 じてい る。 す な わち,も はや それ はあ る社 会

か ら他 の社 会 へ とい うの で はな く,同 一社 会 で生活 す る諸 個 人の 間で生 じる

ので あ る。 実際 社会 にお け る過 度の等 質性 はその社 会 の死 とな るで あ ろ う。

いか な る社会 集 団 も完全 な等 質性 の中 で は生 きる こ とも,何 よ りも進歩 す る

こ ともで きない。 プ ラテ ィ ックな生活 と同様 に知 的生活 は,つ ま り行 為 と同

様 に思 考 は多 様性 を必 要 と してお り,し たが って多様 性 は真理 の1つ の条件

であ る。(中 略)わ れ われ は他 人 の真 理 を尊重 す る」(Durkheim1955:148)。

こう して プ ラグマテ ィズ ムの主張 を社 会 学 的見地 か ら弁護 で き,人 々に十

分 に納得 のい く説 明 を与 え るの は抽 象 的 な考 察 で は な く,「 人 間的 な ものす

べ て にお け る この上 ない変化 の感覚 」(Durkheim1955:149)で あ る とデ ュ

ル ケ.__..ムは述べ て い る。 さ らに 「も し社 会 にお け る生活 条件 が複雑 な ら,こ

の複雑 さは(中 略)社 会 集 団 を構 成す る諸個 人 の 中 に見 出 され る」(Durkheim

l955:149.)と 述 べ,個 人の多様性 を強調 して い る。

また,デ ュルケ ー ムは,こ の時 間 と空 間にお け る変化性 の理 由 に関 して プ
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ラグマ テ ィズ ム は 「真 理 とは有 用 な もので あ る」 とい う0言 を与 えるだ けで

ある として,こ の学 説 にお いて重要 な こ とは,事 実上真 理 であ る もので はな

く,誰 も認 めな くて も真理 であ るべ きはず の もので あ る と してい る。 そ う し

て,「 プ ラグマ テ ィズ ム は名付 けた い と思 うこ とす べ て を理想 的真 理 と呼 ん

で い る。 そ れゆ え に,そ の方法 は恣 意 的で あ り,客 観 的価 値 を持 た ない単 な

る言葉 の定 義 に彼 らを導 い てい る」(Durkheim1955:150)と 述 べ て い る。

実際 プ ラグマ テ ィス トに とって真 理 は思索 的機 能 を もってお らず,彼 らは

もっ ぱ ら真 理 の プ ラテ ィ ック な有用性 しか見 て い ない 。 しか し,歴 史 を探 る

とき,人 類 にお いて神 話 はプ ラテ ィ ックな真 理 で もな く,ま た行 動 の道具 と

は異 な る信 仰 に よって生 きてい た とデ ュ ルケ ー ム は指 摘 す る。 「長 い 間,神

話 は人 間社 会 の知 的生 活 を表現 して きた」(Durkheim1955:159)と い う事

実 か ら,講 義 で は さ らに思索 とプ ラテ ィ ックの 関係 につい て社 会 学 的 にアプ

ローチ して いるが ここで は割愛 す る。

こ うして,デ ュルケ ー ムは プラ グマ テ ィズ ムの論拠 を否定 す るが,プ ラグ

マ テ ィズム は 「どの ように真理 の概 念 が構 築 され るべ きか とい う問題 につ い

て わ れ わ れ を徐 々 に 熟 考 す る よ う に させ た とい う功 績 を持 っ て い た」

(Durkheim1955:171-172)と 評価 して い る。 そ こで彼 は社 会 学 的意 味 にお

いて 「真 理 」 とは何 か とい う重 要 な問題 に入 ってゆ くが,彼 にお い て重 要 な

こ とは 「真 理 の内容」で はな く,彼 におい て は 「あ る観念 が真 理 であ る と人 々

が 信 じる 時,現 実 に ふ さわ しい もの と して 人 々 が 観 念 を見 な して い る」

(Durkheim1955:172)と い うこ とが重要 であ り,さ らに 「今 日真 実 と して認

め られ てい る ものが,明 日に は偽 として扱 われ るか も しれ な い。 われわ れ に

とって重 要 な こ と とは,あ る表象 が現実 に適 ってい る とい うこ とを人 間 に信

じる決心 を させ た諸原 因 を知 るこ と」(Durkheim1955:172)が 重 要 な ので

ある。

3.デ ュル ケ ー ム に お け る真 理 論

彼 は,現 代 で は一 般 に 人 々 が 「真 理 」 につ い て話 す 時 に科 学 的真 理 の こ と

を考 え る が,科 学 よ り先 に 「神 話 的真 理(lesv6rit6smythologiques)」 が存 在

し,人 間 の 思 考 の 歴 史 に お い て 神 話 的 真 理 と 科 学 的 真 理(lesverites
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scientifique)と い う互 い に対 立 す る真 理 の2つ の タイ プが存 在 す る こ とを指

摘 す る14。神 話 的存在 の世界 は実 在 の世界 で は ないが 人 間 はそれ を信 じた

ので あ る。つ ま り,「神 話 的観念 は客観 的実在 の上 に基礎 を置 か れた ので,真

実 と してみ な された わけ では ない。逆 に,思 考 の対象 にそれ らの実在 を付 与

して い るの が われ わ れ の観 念 つ ま りわ れ われ の信 念 なの で あ る。 だか ら,

実在 へ の一致 を理 由 とす るので は な く,そ の創 造 的力(pouvoir)を 理 由 とし

て,観 念 は真 実 なので ある」(Durkheiml955:173)とi皮 は述べ る。 立証 あ る

い は証 明 に従 わせ る とい う科 学 的真 理 とは反対 に「神 話 的 タイ プ にお いて は,

す べ ての真 理 は検 閲(contr61e)な しに承 認 され た諸 命 題 の集合 体 で あ る」

(Durkheim1955:175)と 彼 は述 べ て い る。証 明 されてい ない に もか か わ ら

ず,真 理 とされ る理 由は集合 表象 の ため であ る。即 ち 「神 話 の この客観性 を

創 造 す るの は諸表象 であ り,ま た この創 造 的力(pouvoir)を それ らの表象 に

授 ける もの を創 造 す る もの,そ れ は諸 表象 の集合 的性 質 で あ る。 同様 に,諸

表象 が精 神 に 自分 の価値 を認 め させ る とい う因 を作 るの は,諸 表象 の集合 的

性 質 なの であ る」(Durkheim1955:175)。

ところで,諸 民 族 は恣意 的 に真 実 を創 造 す る こ とはで きない。 「も しそ れ

らが何 も実在 と合 致 しない な ら,実 際 観 念 や表象 は集合 的 にな るこ とはで

きない」(Durkheim1955:176)。 つ ま り,そ れ らは諸個 人 の行 動 と関係 を有

してお り,挫 折,失 望,苦 悩 とい う経 験 は,行 為 が不 適切 な表象 につ なが っ

てい る とわれ われ に警 告す る。 そ して挫折 な どに結 びつ い てい た表 象 か ら離

れ る とデュ ルケー ムは説 明 してい る。 この説 明か ら,プ ラグマ テ ィズ ム に よ

る経験 主義 が連想 され るか も しれ ないが,デ ュ ルケー ム はプ ラグマ テ ィズ ム

とは違 うと明確 に述べ てい る。即 ち 「われ われ を満足 させ るすべ ての観 念が

真 の観 念 で ある とい う ことが 間違 いだ と して もs逆 は問違 いで は ない。 つ ま

り,何 らかの満足 をわれ われ に もた らす こ とな しに は,あ る観 念 は真理 で は

ない。(中 略)実 際 真 理 が われ われ 自身の一 要素 にな るため には,真 理 が わ

れ われ の役 に立 ち,有 益 であ る必要 が あ る」(Durkheim1955:176)。 「プ ラ

グマ テ ィズ ム」 講義 の第 一 回 目におい てデ ュル ケー ム はプ ラグマ テ ィス トが

「ニ ーチ ェ」 に似 て い る と自称 して いた こ とに対 して以 下 の よ うに述 べ てい

る。 ニ ーチ ェの思考 とプ ラグマ テ ィズ ム は普 遍 的真 理 を認 め ない こ とが共通
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してい る。 た しか にニーチ ェに よれ ば,思 弁 的真 理 は,非 人格 的 で も普遍 的

で も存在 で きない。 われ われ は,諸 事 物 を切 断 した り,多 か れ少 なか れ諸事

物 をわれ われ 自身の思考 に変 え る方法 を用 い て しか,諸 事物 を知 る こ とが で

きない 。 われ われ は諸事 物 をわれ われの イマ ー ジュの 中でつ くってい る。 わ

れ われ はシ ンボル,フ ィク シ ョン とい った錯 覚 の シス テム全 体 を実在 に置 き

換 えてい る とい うこ とにな る。 それ で は,な ぜ わ れわれ は この よ うなフ ィク

シ ョンをつ くるの か?そ れ は フ ィ クシ ョンが われ わ れ に とって生 きるの に

有 用 だか らだ とニ ーチ ェ は答 えて い る。 それ らは偽 りであ るが,人 間が存 続

す るた めに,真 と信 じ られ なけれ ば な らないの であ る。そ れゆ え に,二.__.チェ

に とっ ては真 に思 われ る ものが有 用 で あ り,プ ラグマ テ ィズ ム とは深 い溝 が

あ る こ と を指摘 して い る。 この点 に 関 して のみ 言 え ばTデ ュ ル ー ム は ニ ー

チ ェの立場 に近 い とい え よう。

さ らに,個 人 は実在 の創造 者 であ りなが ら同 じや り方 で世界 をつ くる こ と

が で きない な らば,ど の よ うに して複 数 の精神 は同時 に同 じ世 界 を認 め る こ

とが で きるの か とい う問題 は,プ ラグマ テ ィス トた ちに はなか なか う ま く解

決 す る こ とが で きない 問題 で あ ったが,「 も し表象 が集合 的作 品 で あ る こ と

を人 々が 認 め る な ら,表 象 が プ ラ グマ テ ィズ ム の 中 で は持 つ こ との で きな

か った一致 の性 質 を表象 は示 す 」(Durkheim1955:174)こ とが で き,問 題 は

解 決す る とデュルケ ー ム は指摘 す る。つ ま り,「結局,実 在 を創 造す るの は思

考 であ る。 そ して集合 表象 のす ぐれ た役 割 とは,社 会 その もので あ る ところ

の,よ り優 れた実在 を 『つ くる』 こ とであ る」(Durkheim1955:174.)と 。

そ して,彼 は真 理 が非個 人 的で,道 徳 的規則 同様 強制 的性 格 を有 してい

るこ とを指摘 す る。 すべ て の集 合表象 が プラテ ィックな プラ ンの上 で諸個 人

の役 に立 た なけれ ば な らない とい うこ とは,そ れ らが実在 にぴ った り適 って

い る諸 行為 を起 こ させ な けれ ば な らない とい う ことで あ る。 そ してそ れ は表

象 そ れ 自体 が よ くこれ らの実在 に適 応 して い る こ とで可 能 に な る と説 明 す

る。

それ ゆ えに,神 話 的世界 は実在 と関係 を持 つ ことに よって存 在 が可 能 とな

り,ま た神 話 的表象 が表現 す る実在 が存在 しな けれ ばな らないの で ある。即

ち 「宗教 が 自らの表象,自 らの信 仰,そ して 自 らの神 話 の 中 に示 してい る も
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の,そ れ は社 会 的実在 と社 会 的実在 が諸個 人 に働 きか け る様 式(maniere)で

あ る」(Durkheiml955:177)。 そ してs宗 教 が個 人 に働 きか け る様 式 で あ る

とい う こ とは,「 個 人意 識 は シ ンボル に よって手 に入 れた諸 事 物 の力 を借 り

て しか 自分 の感 じる もの を表 現 で きない」(Durkheim1955:177)と い うこ

とを意味 す る。 そ して,彼 に よれば,「 社会 が 実在 を徐 々に変 形 させ,変 化 さ

せ るよ うにす るのは,諸 事 物 に よって社 会 が表現 され るか らで あ る。 こ う し

て,神 話 的表象 の中で,諸 事 物,た とえば諸 々の植物 が 人 間的感情 を抱 くこ

とが で きる存在 にな る。神 話 的諸 表象 は,事 物 との 関連 で偽 とな るが,し か

しそれ らはそれ を思 考 す る主体 との 関連 で真 となる」(Durkheim1955:177)

の であ る。

そ して,ま さにそ こか ら真 理 の歴史 的可 変性 が生 じる とデ ュルケ ーム は考

え る。 とはい え,そ れ はプ ラグマ テ ィズム にお け る可変 性 とは異 なって お り,

彼 は 「新 しい真 理 が存 在 す る と して も,古 い真 理 は変化せ ず,ま たそ のた め

に古 い真 理 は廃 止 され ない」(Durkheim1955:178)と 考 えてい る。 「神 話 的

シス テム に内在 す るすべ て の宇宙 論(cosmolOgieS)は,互 い に異 なって いが,

しか しこれ らの異 な った宇 宙 論 は,当 然 ひ と し く真 理 で あ る と表現 され得

る。 なぜ な らそ れ らの宇 宙論 は,そ れ を信 じる人 々 との関連 で 同 じ諸機 能 を

果 たす か らで あ り,ま たそ れ らは同 じ社 会 的役 割 を持 って い るか らで あ る」

(Durkheim1955:178)。

彼 に よれ ば,社 会 世界 におい て は科 学 的真 理 だ けで な く1神 話 的で宗教 的

土台 を持 つ であ ろ う真 理 の0形 式 の ため の場 所 が常 に存在 す る とい う。神 話

的表象 を特 徴付 け る もの は神 話 的表象 が 同意見 の概 念 を表現 してい る とい う

こ とで あ り,ま た神 話 的表象 が 自分 の価 値 を認 め させ るため に1つ の権威 を

神 話 的表 象 に与 え る こ とに よっ て検 閲や懐 疑 か ら免 れ る とい うこ とで あ っ

た。 こ う して人 間世界 で は民 主主 義 進歩,闘 争 な どの宗 教 的 では ない と考

える諸 々の定式(formule)が わ れわ れの社 会 の中で通 用す るので あ り,し か

もそ うした定式 は ドグマの性格 を持 って い るので人 々 はそれ らの定 式 に異議

を唱 えない ので あ る。

ところで,真 理 の非個 人性 と強制的性 格 を指摘 す るデ ュルケ ーム は,真 理

の 中 に個 人 的多 様 性 を認 め るか 否 か とい う問題 を提 起 して い る。彼 に よれ
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ば,「 神話 的真 理 の支 配 は続 く限 り,慣 習へ 盲従 す るこ とが な らわ しで あ る。

しか し,科 学 的真 理 の支 配 とsに,知 的個 人 主義が 現 れ る。 つ ま り,真 理

を必 要 と したの は ま さに個入 主義 で あ り,今 後 は,社 会 的 同一性 が神 話 的信

仰 の周 りに確 立 され る こ とは で きな い」。 そ れ ゆ えに,科 学 が推 敲 す る非個

人的真 理 は,各 人 の個 性 を認 め る こ とが で きる。 そ の理 由 と して,ど んな認

識対象 で も極 度 に複 雑 に融合 し合 ってい る こ とか ら無 限の観点 を持 ってい る

こ とをあげ てい る。つ ま り,生 命 的観 点 と機 械 的運動 の観 点,静 的観 点 と動

的観 点,偶 発 的 な観点 と決 定論 的観 点 な どで あ るが,デ ュルケ ー ムは この様 々

な正 当化 され る見 方が存 在 す る こ とを認 め た上 で,「 おそ ら くそ れ は部分 的

真理 で しか ない。 しか し,こ れ らの 部分 的真 理 すべ てが 共通意 識 の 中で結合

され,そ こで 自分 の限界 と自分 に必要 な補足 を同時 に見つ ける」(Durkheim

1955:186)と 述 べ てい る。

知 的多 様性 は こ う して科学 的真 理 の確 立 に必 要 な0要 素 に なるが,デ ュル

ケー ムの見解 は ジェイ ムズが主張 した 自分 の好 きな こ とをす る知 的個 人主義

とは まっ た く異 な って い る。 そ して デ ュル ケ ーム は 「こ う して,一 方 で は,

科学 的真 理 は,精 神 の多様性 と両立 し,他 方 で は,社 会 集 団の複雑 性 が絶 え

ず増 大 す るため,社 会 が 自発 的 に唯一 の感情 を持 つ とい うこ とは不 可 能 であ

る。つ ま り,こ こか ら様 々な社 会 的潮流 が生 じる」(Durkheim1955:186-187)

と述 べ,以 下 の3つ の帰結 を提示 してい る。

1)あ る人 は社 会 を静 的 に と らえた り,偶 然 の結 果 と とらえるか も しれな

い が,人 々の い ろい ろな考 えには根 拠 が あ るこ とにな る。 「それ らは社 会

が 自 らを感 じs自 らを表 現 す る様 々な様 式 を示 そ う とす る欲 求 に対応 し

て い るの で あ る」(Durkheim1955:187)。

2)「 この変化 の他 の帰結 とはs今 後,複 雑 さの観 念 お よび 実在 の豊 か さの

観念 の上 に,し たが ってs必 要 で あ る と同時 に有効 な諸意 見 の多様 性 の上

に,寛 容 が た て られ な けれ ば な らな い とい うこ とで あ る」(Durkheim

1955:187)。

3)「 思 索 的 真 理 の 機 能 は 集 合 意 識 を 養 う(alimenter)こ と で あ る」

(Durkheim1955:187)。 そ こか らプ ラグマ テ ィズム を反駁 す るこ とが可
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能 であ る。 つ ま り,真 理 は実在 を 「コ ピー」す るだ けでは ないの で無用 の

長 物 とはな らない。 それ どころ か,真 理 は実在 に 「人 間的世 界」を付 け加

えて お り,こ の こ とによ って文 明 は存 在 す るこ とが で き るの で ある。

むすび にか えて

結局,デ ュルケ ー ムは プラ グマ テ ィズ ム にお け る 「真 理 の多様 性」お よび

「行為 の感覚 」を高 く評価 して,さ らに真 理 の 中 に個 人的多様 性 を認 め た反面

で,プ ラ グマ テ ィス トたちが真 理 の強制 的性格 を見 落 と した こ とを激 しく批

判 して いた。他 方,デ ュル ケー ム は,あ る満足 をわれ われ に もた らす観念 は

そ う した事 実 その もの に よって真 の観念 で あ る とす るプ ラグマ テ ィス トた ち

の主 張が 間違 って い る と して も,逆 に満 足 をわれ われ に もた らす こ とな しに

は,あ る観 念 は真理 で は ない と言 及 していた。 あ くまで もデ ュルケ ーム にお

い て,他 者 との理解 とは,コ ミュニ ケ ー シ ョンを成 り立 たせ て い る個 人 内 シ

ス テ ム と しての集合 表象 に よって可能 だ とい う主張 が確 認 で きる。

そ して,こ の視 点 か ら 「真 理 にお け る集合 的 な もの さえ も,個 々人 の意識

に よ っ て の み 存 在 し て い る。真 理 は個 人 に よ っ て し か 実 現 さ れ な い」

(Durkheim1955:196)と い う考 えが 出て くるの であ り,し か しなが ら,こ の

0文 の背 後 には
,同 様 に社 会 に よって個人 は存在 す る とい う主張 が 隠れ てい

る こ と も忘 れ ては な らないだ ろ う。 こ こで,デ ュル ケー ムの真 理 につ い て ま

とめ る と以 下 の よ うにい え よ う。

)1

)2

)

)

りD

4

実在 を表現 す るこ とは有益 な機 能 を備 えてお り,ま た その表 現 は社会

に由来 す る。

真理 は社 会 的 な もの なの で,そ れ は同時 に人 間 的 なも の とな り,わ れ

わ れ に近 づ い て く る。 「真理 にお け る集 合 的 な もの で さえ,個 人 意 識 に

よ っての み存 在 してい る。つ ま り,真 理 は個 人 に よ ってのみ実現 す る」。

真理 は生命 的 な もので も ある。

真理 は強制 的性 格 を有 してい る。 それ ゆえ に,道 徳 的理 想 が行 動 の た

め の一規 範 であ るよ うに,真 理 は思考 に とっての一規 範 で あ る。
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本 講義 で は,真 理 の多 元性 か ら個 人 の多様 性 を,あ るい は個 人 が完全 に一一

致 しない ことをデ ュルケ ー ムは演 繹 してい るが,そ の時 注意 すべ きは,プ ラ

グマ テ ィズ ム を持 ち出 して,個 人 の 自由で勝手 気 ままな もの(功 利 主 義的 な

もの)を 否定 し,(道 徳 的 な意 味 での)「 理想」 に基 づ く個 人 の多様 性 を強調

して いたの であ る。 それ ゆ えに,デ ュルケー一ム は,結 論 におい て以下 の こ と

を改 め て強調 す るの で あ る。 つ ま り,「 真 理 にお け る集合 的 な もの さ え も,

個 々人 の意識 に よっての み存 在 してい る。真 理 は個 人 に よって しか実現 され

ない。真 理 は社 会 的 ・人 間的 であ る と同時 に,生 命 的 な事 物 で もあ る。真 理

は多 岐 であ るが,そ れ はプ ラグマ テ ィズ ムの言 うよ うに勝 手気 ま まな もの で

はな く,実 在 に基 づ いて,し か も特 に社 会 生活 の実在 に基 づ い て型 取 られ て

い る」(Durkheim1955:196)と 。

私 はデ ュルケ ー ムの晩年 に注 目し,『宗 教生 活 の原初形 態』お よび 「プラグ

マ テ ィズ ム」 講義 を通 して,一 般 に な されて い る よ うな 「方法 論 的客 観 主義

者 デ ュルケ ー ム」 とい う評価 とは異 な る彼 の新 しい解 釈 を行 うにあ た り,1

つ の概 念 を思 い描 い てい る。 つ ま り,彼 の社 会 観 に は,悟 性 が認識 で きるの

は現象 だ けであ り,決 して物 自体 の世界 を認識 す る こ とはで きない とい うカ

ン トの二 元 的 な認 識論 が深 く刻 み込 まれ てい る と考 えてい る。 つ ま り,経 験

(行為)す る主体 にお け る概 念 カテ ゴ リー は現 象 を認 識 す るだ けで あ る とい

うその視 点 か ら,デ ュル ケー ムは社 会 学 方法論 の構 築お よび現 実 の人 間 に よ

る認 識行為 が どの よ うな もの であ るのか とい う理論構築 におい て カ ン トを 自

己解釈 す る こ とによって重要 な示 唆 を得 てい る とい うこ とであ る。

そ の時 彼 の認識 論 には2つ の側 面 が存在 してい る こ とに気付 く。1つ に

は社 会学者 と しての認 識 であ り,人 々が 無批判 に受 け入 れ てい る仮 象界 か ら,

す な わち常識 や価値 か ら自由 にな り,物 自体 の世界 を見 よう としてい る とい

う態 度 であ る。 その ため に彼 が利用 した ものが 実証 主義 で あ り,法 や 自殺 率

とい うシ ンボル を利 用 す る方 法 だ ったの であ る。つ ま り,こ の社 会 学 的認識

は虚偽 か ら抜 け 出す ため の客 観性 を有 す る科 学 と しての方 法論 に関与 して い

る。 もう1つ には,シ ンボル を通 して行 為 ・認 識 を行 う とい う 「行為 論 」 を

理解 す る態度 で あ る。 この行為 者 にお ける認識 論 は彼 の宗教 論 や 人間論 に関

与 して い る。 そ こで は 「仮象 界」 で生活 す る現 実 の人 間 につ いて言 及 して い
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る。 なぜ彼 の社 会学 は個 々人 の主観 に頼 って はな らなか った のか。 そ して な

ぜ 晩年 のデ ュルケ ー ムは主意 主義 の重 要 さ を指摘 す る に至 ったのか とい う議

論 は カ ン トの批 判哲 学 に関連 し,そ こで重 要 なキー ・ポイ ン トとな るのが彼

の2つ の真 理 論で あ り,ま た真 理 を真 理 た らしめ る シ ンボ ル論 なので あ る。

彼 は 『社 会 学的 方法 の規準』 以 降,一 貫 してネ オ合 理主 義 の必要性 を強調

してい た。 「プ ラグマ テ ィズ ム」講義 にお い てデ ュルケ ー ムは,盟 友 で死別 し

た アム ラ ンを引 き合 い に出 しなが ら,合 理 主義 と経験 主義 につい て語 って い

る。「経験 主義 は事物 の なか に基礎 をお き,合 理主 義 は理 性 そ の ものの なか,

つ ま り思考 の中 に基 礎 をお いて い る。 しか し,2つ の側 面か らわ れわ れ はあ

る種 の真 理 の必然 的 で強制 的 な性 質 を認 め てお り,こ の根 本 的 な点か らす れ

ば これ ら2つ の違 い はあ ま り重要 で ない」(Durkheim1955:28)と15。 こ

れ は前 述 した知 的多様性 を認 め,ま た デ ュルケ ームの真 理 に関す る と らえか

た を象徴 した表現 であ り,デ ュルケー ム社 会学 を再 解釈 す るの に重要 な文章

で あ る との私 の考 え を明記 して むす び と したい。

注
1以 後 「プ ラグマテ ィズム」 講義 と略記

。
2「プラ グマ テ ィズ ム の中 に生活 と行為 の感 覚が存 在 してい るか らで あ り

,社 会 学 に関 して

言 えば,そ の感覚 はプ ラ グマ テ ィズ ム と共 通 で あ る。つ ま り,プ ラグマ テ ィズ ム と社 会

学 は,共 に同時代 の子供 で あ る」(Durkheim1955=27)と 述べ てい る。
3さ らに

,講 義 の 中で は明言 してい ないが,1911年 に ジェイムズ没 後 に仏 訳 出版 された 『プ

ラグマ テ ィズ ム』の 「序文 」を彼 と親交 が深 か ったベ ル クソ ンが書 い てい るこ とも本 講義

を行 う理 由 に深 く関係 してい る。 つ ま り,ベ ル クソ ンは 「序文 」の 中で,ジ ェイ ムズの真

理論 を 自身の哲 学 と重 ね て要 約す る こ とに よって,プ ラグマ テ ィズ ム と 自分 の哲 学 が 同

じこ とを主 張 して い る こ とを隠喩 的 に述 べ た ので あ る。 そ して,当 時,大 きな力 にな り

つ つ あ った プラ グマ テ ィズ ムの フラ ンスで の普及 を通 して実証 主 義批判 の道 具 に しよ う

と してい たの であ る。 そ こで,デ ュルケ ー ム 自身,ベ ル ク ソ ンの哲 学 とプ ラグマ テ ィズ

ム は まった く違 うもの で あ るこ とを証 明す るた め に詳細 に比較 す る必 要が生 じた ので あ

る。
4「プ ラグマ テ ィズ ムが強力 になった とい うこ と

,そ れ は まさ しく以 前 の理 論 の破 綻 に よる

もので あ る。 またそれ は特 に,こ れ まで合理 主義 が別 な真 理観 の探 求 に人 を導 いて きた,

そ の不 十分 さに よる もの なので あ る」(Durkheim1955:45)と の ジェイ ムズの言説 を直

接 否定 してい ない。
5な お

,デ ュルケ ー ムの言 い 間違 い と思 われ る点 に関 して は キュ ヴ ィ リエが 脚注 におい て
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明記 してお り,ま た2人 の学生 におい て差異 が あ る場 合 は保 留 とされ てい るので,あ る

程度 まで信頼 で きる と考 え られ る。
6「集合 表象」 を 「個 人表象 」 と訳 してい る ところは致命 的であ る

。そ こで私 は 『プ ラグマ

テ ィズ ム講義』 を全 訳 し直 したが,翻 訳 に関 して はブ ルデ ュー をか な り意 識 しなが ら訳

してい る。
7さ らにベ ル ク ソンに関す る発 言 は重 要 であ るが

,紙 面 の都 合,割 愛 し別 の機会 にゆず る こ

とにす る。 ベ ルク ソ ンの哲学 に 関 して第20講(最 終 講義)に おいて論 じてい る。 デ ュル

ケ ーム は1902年 にソル ボ ンヌ の教 授 に就 任 し,ベ ル クソ ンは1900年 に コ レージ ュ ・ド ・

フラ ンス の教授 にそれぞ れ就任 してい る。20世 紀 の初 頭 にお いてパ リを右 と左 に分 かつ

ほ どの学 問 的柱 に な ってい たの であ る。 とはい え,両 者 は高 等 師範学校 にお いて 同世代

の秀 才 であ り,新 カ ン ト主 義者 で あ るル ヌー ヴ ィエ とい う同 じ師 を持 つ2人 は,師 の学

問 を継 承 しつつ,独 自の学 問 を展 開 したので あ る。
8「わ れわれ の精 神 が事物 に 《付 け加 え る》 もの しか有 用 では ない

。人 間 に とって重 要 であ

るこ ととは,事 物 の実体(lasubstancedeschoses)よ りもそれ らの副次 的 な性 質 であ る。

つ ま り,光,色 熱 な どであ る。 考慮 に入 れ る ことは,わ れ われが実在 か ら手 に入 れ る用

法 であ る。 しか る に,も し精神 が実在 を 『見 る』 に とどまるな ら,そ れ は何 に良 い とい う

こ とに なるのか」(Durkheim1955:49)。

9合 理 主 義者 に とって精神 と実在 は2つ の異 な った世界 であ り
,そ の 間 には深淵 が存 在 す

る。他 方,プ ラ グマ テ ィス トは実在 と思 考 が 同一 プ ロセス に属 す る と考 え る。 つ ま り,

プ ラグマ テ ィス トは,精 神 は諸事 物 の 中 にあ り,ま た諸 事物 は精神 の 中 にあ る。 そ れゆ

えに,そ こにはいか な る断絶 も存在 しない と考 えるので あ る。

loと はい え
,彼 はあ る意味 で ここに二元 論が存 在す るこ とも認 めて い る。 つ ま り,「 関係 と

して の問題」 とされ るな らば そ れ はあ る共通 部分 におい て互 い に交 わ る2つ の連合 的

シス テ ムに属 して い る こ とにな る。す なわ ち,思 考 や 表象 として の客 体 は,私 の個 人的

な伝 記 の一要素 にな る。 それ は,感 覚 情動 記憶,意 志 とい った もの の連続 の帰 結 点で

あ り,未 来 に広 が る一 連 の非 常 に似 た 「内的 」作用 の 出発 点 であ る。他 方,「 事物 」 と し

ての客 体 は,物 理 的作 用 の歴 史 の 一要 素 とな り,対 象 は その所 産 なの で あ る。 つ ま り,

「もの」 として の部屋 は火事 によって消失 す るが,表 象 として の部屋 は火事 を恐 れ る必要

は ない とい う例 が 示す よ うに,そ れ は 《主体 》 と《客 体 》,《 表象 された もの 》 と《表

象 す る もの 》,《 事 物 》 と《思 考 》 とい う二 元性 が 生 じる。 しか し,ジ ェイ ムズ に よる

とそれ はプ ラテ ィ ックなデ ィス タ ンク シオ ンを意 味す るの みで,結 局 の ところ,異 な る2

つ の経験 群 とい う観 点 か ら知 覚 された1つ の実在 に変 わ りない とい うの であ る。 しか も

感 覚的知 覚 に限 らず,イ マー ジュや概念 におい て も同様 の こ とが い える と。
11座 りた い私 に とっ ては 「肘掛 け椅 子 」で も

,ア ンテ ィー ク コレクシ ョンを集 めてい る人 に

とっては 「オ ブ ジェ」であ り,「肘掛 け椅 子」として真 で はな く,別 の もの と して真 となっ

てい るか も しれ ない とシラー は説 明 してい る。 なおtデ ュル ケー ム は この例 を必 ず し も

論 証 的で はない と考 えてい る こ とを補足 してお く。
12デュー イの道徳 に関す る論 文が あ るが

,「 彼 の道徳 理論 は彼 の真理 論 に まった く依存 して

い ない よ うに思 われ る」(ibid.,p.X29.)と デ ュル ケーム は述 べ てい る。
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13意識 は単 に大脳活 動 な どの生 理的現 象 に随伴 して起 こる現象 であ る との説
。

14デ ュルケ ー ムは
,以 下 の よ うに説 明 して い る。科 学 的真 理 は今 日,真 理 そ の もの と考 え

られ てお り,一 見 して,科 学 的諸 表象 と神話 的諸 表象 は大変 異 なって い る よう に思 われ

るがそ うで はない とデ ュルケー ム は述べ て い る(Durkheim1955=178)。 つ ま り,神 話的

諸 表象 は社会 が社 会 その もの につ いて 自分 のた め に作 る観 念 を表 現 して い るの に対 し,

科 学 的諸真 理 は今 の ま まの世 界 を表 現す る よ うに思 わ れ る。 しか し,科 学 的諸 表象 も集

合 表象 で あ り,「 別 の手段 に よる とはい え,神 話 的思考 とまった く同様 に}科 学 的真 理 は

社 会 意識 を強化 す るの に寄与 す る」(Durkheirn1955:178)と 。 また,彼 は,さ らに長 い

間,ど ん な社会 で も,客 観 的 ・科 学 的真 理へ の傾 向 と神 話的真 理へ の傾 向 とい う2つ の傾

向 が存在 す るだ ろ う と歴 史 的見解 を述べ る と ともに,そ の事 実 は 「社 会 学 の進歩 を遅 ら

せ る大 きな障 害物 の1つ 」 に な る と付 言 してい る。つ ま り,神 話 的真 理 の研 究 はデ ュル

ケ ー ムに おい て は重 要 な意 味 を有 す る反面 で,科 学 としての社会 学 が 明 らか にす る真 実

と対 立す るこ とを示唆 してい る。

15こ こで
,デ ュル ケー ム におけ る経験 主義 お よび合 理 主義 につ い て補足 が必 要 となるだ ろ

う。 『規 準』の 中で彼 は,内 省 とい う方法 を とって きた経験 論者 を批判 してい るす る。 「ひ

とが かれ 自身 だ け につ い て観 察 す る諸事 実 は余 りに稀 少 で あ りr余 りに消 失 し易 く,ま

た 変 わ りやす いた め に(中 略)習 慣 が われ わ れの うちに 固定 させ た諸観 念 に押 しつ け る

こ と も,そ れ らにつ い て法則 を作 る こと もで きない」(Durkheiml895:29藁1979:56)と

述 べ て いた が,こ こで は そ の よ うなすべ ての 知識 の起 源 を経験 にお く経 験 論 で は な く,

『原初 形態』 で,た とえば,主 観 的時 間で はな く客観 的 に思 考 され る時間で あ る ことな ど

を挙 げて,カ テ ゴ リーが個 人的経験 か ら構 成 された もので も先験 的な もので もな く,「 基

本 的範 疇 の総体 に他 な らない理性 は,わ れ われ の意志 の いか ん とも し難 い権 威 を有 して

い る」(Durkheim1912:18=1941[上]:37)と 述べ てい る ように,-i致 を もた らす理性 と

い う概 念 を含 めた経 験論 につ いて述 べ てお り,プ ラグマ テ ィズ ム講義 で の経験論 は後者

を指 して いる。 また,合 理 主義 に関 して言 えば}こ れは デカル ト的合理 主義 であ り,感 覚

的 な経験 を混乱 した もの と して軽 視 し,す べ て確 実 な知識 は生得 的で 明証 的 な原 理 に由

来 す る もの,そ れ の必 然 的帰結 であ る とす る ものであ り,た とえば,デ ュル ケー ム 自身,

『規準』の 中で,「 デ カル トは,か れが科 学 を基礎 づ け よ う とした とき,す で に抱 いてい た

あ らゆ る観 念 を疑 う ことを1つ の法 則 と したが,そ れ はか れが,科 学 的 に練 り上 げ られ

た諸概 念 す なわ ち,か れが創 設 した方法 に従 って構成 され た諸 概 念 しか もちい まい と

したか らで あ る」(Durkheim1895:31=1979:58,下 線 清水)と 述 べ てい る。 なお,感 覚

的所与 に組 織 を与 える普 遍 的,必 然 的原理 をそ な えた精神 を考 える カ ン トも当然 意 識 さ

れて いる と推 測 され る。
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