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1792年4月20日,フ ラ ン スの革 命議 会 は,革 命 に干 渉 し よ うとす る オ ース ト

リア 君 主 に 宣 戦 を 布 告,フ ラ ンス革命 はま さに決 定 的 段 階 に さしか かって い

た.続 い てS・ ロ イ セ ン も参 戦,耳erder,Goetheの 君 主 た るWeimar公Karl
l

Augustも プ ロ イセ ン軍 に従 軍 した ので あった.、

この 時機 に お け るHerderとGoetheと の態 度 は興 味 ぶ か い もの が あ る.

Goethe鐸8月Frankturtを 経 て ・Welmar公 の 陣 営 に 赴 い た ・ かれ は

この反 革命 の陣 申 に あつて,Valmyの 会戦 を経験 したの で あ る.そ して,優

秀 な装 備 を有 す る王 公 の軍 隊 が革 命 軍 の ために 一 敗地 に ま みれ る有様 を みた 、

"今 日の この 一戦 で 世 界歴 史 は新 時 代 に移 った ."と い うかれ の 一・言 は,洞 察

に満 ち た もの と して後 世 に 高 く評価 され て い る.し か もGoetheは,こ の陣

申 に あって さえ,光 学 や地質 学 の研 究 に 余 念が な かった とい われ て い る.か

れ の歴 史 的識 見 は,た しか に 当 時の 多 くの知 識 人 よ り もは るかに 高 かった.

しか し～ かれが どれ だ け心 か らの感 激 を もって革 命 の現 実 に 接 して い たか ・ そ

の態 度 に は さま ざま な 研 究 の 余地 を残 して い る.

これ に た い して ・Herderのltt度 は ど うだ っ た1ろ うQ>・ iち ょ う どそ の 同 じ時

期 に,か れ は病 気療 養 の た めに 国境 に近 いAachenに い た.そ して身 近 に革

命 の いぶ きに ふ れ,革 命 の うtrき に鋭 い 眼 光 を あびせっっ1心 か らの 感 動 に う

ごか され て い たの で ある.そ の 時 期 に かれが 書 い たい わ ゆ る ・`Human雌ts-

briefe{1の 申 の 多 くの 章 が,か れ の感動 を証 拠 だ て て い る・
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Ilerderの"Hunpanitatsbriefe"
、は ・哲 学 ・宗 教 ・歴 史ジ各 国 の 国 民丈 学 ・等

々に 関 す るかれ の 広 範 な研究 の帰結 として,世 界 の 発展 に 関 して 当代 の 何 人 に,,

も追従 をゆ る さぬ洞 察 を示 す書 として燦 然 た る光 を は なって い る・

(2)

そ れ よ り も 先 に,Herderは,か れ の 主 著 の 一 つ で あ る"ld,eenZUrPhilo-

sophiederGeschichtederMenschheiV'に 筆 を す す め て い た 。 そ れ は 第4部

ま で 完 成,発 表 され て い た の で あ る.L1784年 に 刊 行 され た 第1部 を 最 初 と し
㍉

て ・第2部1785年 ・第3部1787年,第4部1791年 に ・お の お の発 表 され た ので

あ るが,第4部 を書 きあげ たの は,フ ラ ンス革命 勃 発 の前 年 に あた る1788年 の

こ とで あった 、

"わ れ われ の地 球 は群 星 申 の一 つ の星 で あ る ."と い う第1部,第1章 の 標 題

を みて もわ か るよ うに,Herderは,そ の歴 史哲 学 に於 い て,ま ず 自然 の発 展 か

ら出発 す るの で あ る.も ちろ んHerderが この書 で意 図 してい る根 本 目標 は,

わ れ われ 人間 の進 むべ き道 ・人 聞社 会 の 発展 の 方 向 を,歴 史 的 に 見 きわ め よ う

とす る こ とに ある ・'し か し,か れ に よれ ば,人 間 も人 間社 会 も,そ の 外的環

境 の所 産 な の で あ るか ら,ま ず,地 球 とその生 成 か ら論 述 を始 め るの で あ る.

そ して ・第1部 に おい て ・ さ らに す すん で ・地 球 の上 で次 第 に 発展 す る 自然 の

組織 が 歴 史的 に研 究 され る・ それ は,植 物 一 動 物 動 物 的 組織 の頂 点 と

しての人 聞一 一の順 序 に発 展 して ゆ く.第2部 に お い て は,入 類 学 と入 類 前

史 が取 扱 われ るの で あ るが,第1部,第2部 は,自 然 の な り ゆ き として,多 く

の理 論 的論 述 を含 む こ とに なっ た.こ れに 反 して,第3部 はw・・一・マ 留 国 崩壊

ま で の,第4部 は ほぼ1500年 ま で の人類 史 の銭 述 となって い る.

e-Herderは ・ 自然 お よ び 人 間 社 会 の 発展 の 原動 力 一と して ・i建設的 タ カ と破 壊

的 な力 との 交互 作 用 を,そ れ ら発展 の根 元 に お い て 考察 して い る・ すな わち 一

か れ は それ らが 一 っの 因果 関係 を もって 発展 して きた こ とを 認 めて い るので あ

る.

しか し,同 時に,Herderは,か れ の い わ ゆ るHumanitatの 理 想 的 状 態 に
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ま で 発 展 す べ き もの とい う目標 を 人 間 社 会 に 与 え る の で あ る 。 従 っ て,``1-

deen"全 巻 の 追 究 す る と こ ろ は,究 極 の と ころ,人 間 の 探 究 な の で あ り,人 間

が 益 々 近 づ い て ゆ く 耳uman雌tめ 状 態 の 追 究 な の で あ る.

Herderはi)``ldeen"第5部 に お い て,ル ネ サ ン ス か ら か れ の 時 代,18世 紀

ま で の 歴 史 を 書 い て,そ れ を 完 成 させ る こ とを 期 して い た.第5部 に お い て

考 察 の 対 象 と し たHerderに 身 近 か な 歴 史 と,そ の 眼 前 に 現 象 し つ つ あ る 出 来9

事 とが ・かれ ρ い わゆ るHumanitatの 理 想 的 状 態 に照 らし 出 され た と き,い
ハ

かな る様相 を呈 する ことになったかは想像に難 くない・ かれは 当然 それに批

判的 な目を向 けた・ 現存 する秩序 を改造 すべ きだ と考えだ しか るに,か

れの理想 とす る社会秩序への道 は,当 時の条件 か ら因果 的に説 明す ることはで

きなかった.

ドイ ツ古 典 主義 一 般 にお い て もそ うだが,Herderは,ギ リシ アがHum島ni観.,

の本 来 の発 生 地 だ と考 え てい た,だ か らとい って,他 の諸 国民 や ドイ ツ民 族

の 過去 を過小 評 価 してい や しむ とい う過 誤 に は お ちい らな かった ・ かれ は,

すべ てρ民 族 的性 格 の独 自性 を その歴 史 か ら理 解 し評 価 す る こ とに 先 鞭 を つ け

た.自 らを啓蒙 され た もの と自認 して い た同時代 の人 々 は,申 匿を暗 黒 で僧

む べ き時 代 とみ な したが,Herderは これ を社 会 発 展 の 必 然 的 段 階 と考 えた.

そ レて そ こに 将来 の 国民 文 化 の 萌芽 を見 出 した の で あった ・

すで に1760年 代 に,か れ は[Humanitgtの 拡大 に 役 立 づ 一書 を 著 わ そ うと考

え てい た.こ の考 え は,そ の後 もつ ねに か れ の関 心 事 で あった.そ して か

れ のHum細 漁t説 は,現 在 の社 会 事情 と密 接 に結 合 して論ぜ らるべ き もの で

あつた.

.Herderの 友GeorgM{illerは,1780年10月13日 の こ とを 記 録 して,次 の よ

うに言 つて い る."わ れ わ れ は,現 在 人類 が 至 る ところで 坤 吟 してい る抑圧 に

つ い て語 った.す な わ ち,無 神 論,専 制 政治,良 心 と精 神 との 屈 従 に つ い て,

それ か ら,至 る と ころ で,抗 弁 され る こ と もな く,神 聖 な人 権 が 無視 され ふ み

に じ られ てい る こ とに つい て.… … 啓 裳 され た プ ロイセ ンに お い て も,衰 大 の

奴 隷 状態 が 支 配 してい る…… ・"後 日又 曰 く."か れ(Herder)は 貴族 に お
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そるべ き敵意をいだいてい る・ 貴 族 は人 間の平等 とキ リス ト教 の すべ ての原

則 とに反 しノ人聞的愚 昧の紀念碑 だか らだ・"`

Herderに とって は,政 治的 手 段 を顧 慮 しな けれ ばHμmanittitへ の道 は発 見

ぎ され得 な かった ・ か れ に とって 政 治 的 な歌 は い と うべ き歌 で は な かった ・

もちろん かれ は真 のHumanititは,.当 時 の事 情 か ら,容 易 に 主 張 で きる もの で

は な く,そ れ を拡 大 してゆ くこ とな ど,な お さ ら困 難 な こ とを 知 って い た・

``ldeen"執 筆 申 に も
,仕 事 が な か な か捗 らな い,政 府 へ の顧 慮 が 言 うに 言 われ

ぬ苦 痛 を与 え る,と い ってい る.か れ は偽 を言 い た く もな い し,又 言 え もし

な い ・・それ故 に横 に それ てみ た り,後 をぶ りむ い て みた りす る,し か も政 治 は

連 綿 として歴 史 を つ らぬ い て人間 の権 利 を侵 害 して い たので あった ・

Herderは 人 聞 社 会 の 次 の段 階 へ の見 通 しに つ い て困難 を 感 じてい たば か り

で な く,現 状 を批判 す る こ とに もあ らゆ る束 縛 を感 じてい た の だ.

フラン ス革 命 が 勃 発 した の は,Herderが 歴 史 の 発 展 に 関 す る徹底 的 な考 察

を め ぐらして・ ちょ うど上 述 の よ うな 問 題 に タやん で い る と きで あった ・ .当

時 の ドイツに於 い て,フ ラ ンス革命 が 誰 よ り も強 くHerderを うこか し,か れ

が 最 後 ま で 革命 の味方 として 止った こ との秘 密 は,か れ の歴 史 哲学 が 説 明 して 、

くれ る.か れ は,そ こに,人 間社 会 が 新 段 階 に進 むべ き破 壊 と建 設 との力 の

相 克 をみ た の で あ る.

だが,革 命 の衝 撃 は,Herderの"Ideen"第5部 の進 行 に は,か えつ て障害

となった感 が あ る.か れ は歴 史 に筆 を とる こ とよ りも,も っ と直 接 に フ ラン

ス革命 とHumanitatと に つ い て呼 び か けた い 要求 を もつたに ちが い な い か ら

ち

・で あ る.か れ の"Humani蹴sbriefe"は この よ うな 要 求 か ら書 きは じめ ら

しれ た の で あった .

(3)

"Humanitatsbriefe"の 書 きは じめ られ た直 接 の最 も強 力 な動 因 は上 述 の如 く

で あ るが,Herderは,か ね て か ら,ド イツ に お いて も,'思 想 的 に 又現 実 的 に.

解 決 すべ き種 々の 問題 を 論 ず る共 通 の場所 を 求 め る意 図が あった.か れ は,
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Benj.aminFran・kユinの``Poli古ic31,MisceHa丑eou8andPhi墨osophfca1Pieces

(1)ondop・M9)"の 写 し を もって い た が,そ の 申 に 述 べ られ て い るFranklin

の 計 画 の うち ・ 耳erder.が 最 も重 視 し た の は ・ 哲 学 や 博 愛 の 問 題 を 論 議 す る協

会,い わ ゆ る"PhiladelphiaJunto"の 計 画 で あ っ た ・ カSれ は こρ 計 画 に な

らって,Humanitatの 問 題 を,論 述 の 形 式 で な く,闘 論 の 形 式 で 追 求 し よ う

と思ったの で あ る.こ れに は 又,・主 張 と主 張者 との仮 想 的 分散 に よって 当時

の厳 しい検 閲の 目をのがれ る意 図 も含まれていた三

さ らに もう一つ・ ドィ嘱 族の 織 較 化 の 結合点 を見出 そ うとす るV・n
り

Baden辺 境 伯 らに よ る"TeutseheAkadePie"の 計 画 が あっ た が ・ これ に も冒

Herderは 関 心 を 示 し ・ こ の 計 画 に っ い て も種 々 考 察 を め ぐ らし て い た ・ そ

の こ と も"Huinanitittsbriefe"の 形 式,内 容 に 影 響 を与 え て い る もの と思 わ

れ る.

し か し,や は り,、1792年 の フ ラ ン ス 革 命 の 考 察 が ・ 最 初 の ほ どは,Herder

の 思 考 の 申 心 を な して い お こ と は 明 らか で あ る ・"Briefe"の 第1集 の 最 初 の

草 稿 は1792年 に 書 か れ た ・ そ こで は,Herderが 当 代 の 人 々 に 比 べ て い か に 公

平 に 正 確 に この 大 事 件 を 評 価 し得 た か の 証 拠 が あ る.HerderはB.Franklin

の考 えに な らって・友人間 の文通 とい う形式で フランス革命 に 関する種 々の見 、
'方 を客 観 的た 提 供 しよ うと企 て た

・ しか し,激 動 す る 当 時 め情 勢 下 に,封 建

.的 小諸 候 の 国 ドイツ は わ きか えって お り,当 時 に お いて最 も開化 した君 主 に 属

す るIKarlAugustやGoetheや の支 配 す るWeim翫rに お い"く も・Herderの 公

平 さが,そ の論 敵 は もとよ り,味 方 か ら も反 擾 され る素 因 を有 して い た こ とは

明 らかで あ る・Brief10・-Brief18・ は と くに ドィ ッ と関連 して 革命 の摩 史

的 重要 性 を徹 底 的 に 論議 す る計 画 で あった の だが,終 局 的 に 発表 され た第1集

はBrief13.で 終 って お り,フ ランス革 命 を取 扱 った全部分 が 除外 されて い た.

除 外 され た部 分 の うちBrief13.は 二っの 節 を残 すの み で あ り,Brief14・ は

ば らば らに な り,B・ief15.は 全然 失 われ て しま って い て,全 体 として 断片 的 で

あ る と とは まぬが れ ぬが,そ れ はや は り当代 ドイ ツ人 に よ る革 命 評価 の最 も高

い水 準 を示 して い る ・
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草稿 のBrief10.に お い て,Herderは,"ldeen"第4部 の思 想 を継 続 させ,、

ヨー ロ ッパ文 明 の過 去 の残 存 物 の概 観 を行 い,一 方 に於 いて は 儀 式 化 した宗教

と集積 した迷信 との,他 方 に お い て は 封 建 的 な 特 権 と専 制 政 治 との 跡 を た

どっ て い る.そ レ て 乙 れ に た い し て,国 家 に は 一 つ の 階 級 しか 存在 し

な い,す な わ ち人 民(Volk)だ,そ して王 も百姓 もお のお のの 定 め られ た位 置

を占 めて それ に属 して い るに す ぎな い ・ とい う思 想 を対 置 して い.るの で あ る ・

フ ランス革 命 に たい す るHerderの 一般 的 な態 度 は ど うか とい え ば ・ かれ は

フ ラ ンスが 制 限 され た王 国 とな るか共 和 国 に な るか が判 明 す るま で 判 断 を見合

せ るべ きだ と考 えて い る.そ して,か れ の君主KarlAugustの 軍 隊 が ヨ■一・・`

ロ ッパ 反革命 連 合 軍 と共 にValmyに あっ7,そ の同 じ 時機 に,か れ は 次 の よ

うな意 見 を開 陳 して い るの で ある.す な わ ち,一 概 して フ ラン.スとフ ラ ン

ス文 化 の模 倣 とは過去 に 於 いて ドイツ に害 を もた らしたが,そ れが償 われ る時.

機 が来 て い るのか もしれ な い.一 もち ろん,ド イ ツ人 は けっ して フラ ンス人

た る こ とはで きな い,こ の故 に ドイツ人 は革命 か ら学 び うる と ころ を 学 び,も

ち い得 な い もの を し りぞ け る こ とに よって,ま った く客 観 的 に 革 命 を と り扱 わ

な けれ ば な らぬ.一 完 全 に 新 しい 国 家形 態 の発 展 とい うもの は,注 意 深 く

考 察 さるべ きム つの 可能性 た る もの だ.

検 閲 を顧 慮 してHerderが 印刷 に 付 さな かっ たBrief18.に お いて は,フ ラ

ンス共 和 国 に たい す る ヨー ロ ッパ諸 王 国 の干 渉 政 策 を す る どく批判 して い る ・

.そ して,共 和 国 とい う国 家形 態 は,与 え られ た情 勢 にお いて は,フ ランス に と

って 唯 一 の正 しい形 態 で あ る と考 え て い る.た だ,フ ラ ンス の い わゆ る恐 怖

政 治 時代 の党 派 的 闘争 は・Herderの 理 解 の外 で あった こ とは 止 む を 得 な かっ

た・ か れ は そ こに無 意 味 な狂暴 さ しか 見 出せ なか ったの だ ・

"Briefe"に お け る フ ランス革命 の見方 は ,お よそ以上 の よ うな もので あ るが

Herderが 最 初 か ら もつて い た意 図 は,さ ま ぎま な手 紙 の形 でHu通anit批 に 関

す る論 述 を し よ う とい うこ とで あっ た.従 来 絶 え ず研 さん して きたRuman雌t

の問 題 で あるか ら,"Briefe"の た めのHerderの 準 備 研 究 は広範 な もの が あっ

た ・ この問題 に 関 す る他 の人 々 の言葉 な ど も長 い間注 意 深 く熱 心 に 蒐集 して
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い たので あつた.'

か れ のHumanitat説 の根 底 に あ る もの は,人 類 は不 断 に 発展 完 成 の 途 上 に

あ る と炉 う観 念 で あ り,、ドイ ツ古 典主 義 時代 に特 徴 的 な教 育 熱 と道徳 的 楽天 観

が その背 景 を な して い る・Herderに とつて は,人 聞 は その地 理 的,社 会 的 な

環 境 に よって形 づ く られ る もので あ る ・ しか しこの 環 境 は 人 間 に よって絶 え

ず変 化 され,改 善 され うる もの で あ る し,又 そ うしな けれ ば な らな い もの で あ

る.そ れ に よって人 間 自身 が 向 上 発展 す るので ある.

社 会 に身 分 とか階 級 とかが あ 苓た めにHumanitgtの 発 達 が 阻 害 され る とい

うこ と もHerderは 狸 解 して い た.し か しかれ に とって,身 分 的 自負 は 一種

の妄 想 なの で あっ た(Brief46・)・ しか し身分 的特 権 の経 済 的 ・政治 的影 響 も

部 分 的 に は正 し く判 断 して い る(Brief57.).L

Herderは,封 建 的 な栓桔 を と きほ ぐす こ とに よって,真 の 国民意 識 を発 展 せ
ノ

しめ る こ とを 論 じたが(Brief57.),同 時 に 盲 目不 当 な 国民 的 自負 の 敵 で あっ

た ・ 一 国 民 が 他 よ り優 つ てい る と考 え た り,他 を抑圧 した り,搾 取 しだ り、す

る ことはか れ のHumanitEt説 と相 容 れ な い ・ かれ は植 民政 策 に 断 乎 として

反対 す る(Brief57.).祖 国 愛 と他 国民 へ の友愛 がHerderに あって は一 致 す

る ので あ る.

HerderのHumanit5t説 は その核 心 に おい て は 進 化 論 的 で あ る.し か し

それ の偉 大 きは,か れ が それ を ユ ー トピア を うちた て て頭 の な か だ けで 解決 す

る方 法 や,あ るい は思 弁 的 な方 法 やで 追 究 せず,歴 史 哲 学 的 に,結 局 は政治 的

に基 礎 づ け よ うと試 みた点 に あ る.

(4)

Herderの フラ ンス 革命 に たい す る熱 狂 は,Weimarに お け るかれ の 内面 ・
ノ

外面 の状態 に微 妙 な作 用 を お よぼ した ・ 宮廷 の人 々が,宗 教 ・丈 教 上 の この

責任 者 の"左 傾"に たい し て こ ころ よ く思 わ な かったの はい うま で もない ・

か れ はま ず"舌 をつ つ しむ"こ とを よ ぎな くされ る.初 稿"Briefe"の 主 と

して フ ラン ス革 命 に 関す る部 分 は,発 表 で きな くなって しま うし,そ の上 と り

か えす こ との で きない冷 い 空 気 が か れ の 周 囲 に っ く りだ され たの で ある ・
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それ はHerderの 不幸 と孤 独 とを結 果 した.ま だ し も"ldeen"はX¥eimar

に於 け る友 人 達 を は じめ,周 囲 ②共 煙 と温 い激 励 の うちに 進 行 す る こ とが で き

た ・ しか しそれ らの友 情 もい ま は失 わ れ よ うとしてい た.、

加 えて,一 方 に は,1794年 に,GoetheとSchillerと の友情 が結 ば れ,い わ

ゆ る"幸 福 な出来 事"が 起 り,以 後SρhiUerの 死 に至 る まで の 十 年 の みの り多

』い 交友 関係 が生 ず る と
,Herderは,か れ みず か らが根 底 を つ ち かつ た ド・fッ

古 典 丈 学 の領 域 に お い て も・ もは や影 響 力 を失 うに至 っ たの で あ る ・

Herderの 世界 観 全 体 が,現 実 政治 の 直 接的 な 批判 に ま で かれ を 駆 りた て た

の に たい して,Goetheの それ は,同 じ く自然 に 根底 をお く同質 の世 界 観 で あ

りなが らxfあ るい は,全 体 としての 自然 感 情 の な か に,あ るい は,は るか に微
ノ

細 な個 的 自然 の な かに 埋没 す るかに み え,人 間社 会 の理 想 を求 めて は,は るか

に遠 くギ リシ アに想 い を はせ てい た.

Herderに とって は,(イ タ リ・…一か らの手 紙 の な かで 言 つてい る よ うに)Goe。

theの 生 活 と態 度 とが"利 己 的 に"思 わ れ た一方,GoetheはHerderの 傾 向 に

危 険 を感 じたの で あった.Goetheが1804年IRiemerに 言 った言葉 が,又 し

て も洞 察 力 の卓 抜 さを示 し てい る と同時 に,Weimar公 の 顧 問 官 として の,か

れ の制 約 され た立 場 を ば くろ して い る."自 然諸 科 学 の みが 実 践 的 に な り,ピ

れ に よって人類 を稗 益 し うる・ 暫 学,文 献学 といっ た 抽象 的 諸 科 学 は,形 而

上 学的 で あれ ば僧侶 根 性 とか煩 環 哲学 とか い う不合 理 へ 通 じ・鯉 惣 亟処 ぼ

世 界改 造 お よび国 家改造 とい う革命 に通 ず る ・"と ・

``Humanitltsbriefe"の 封 建 制 批 判 と フ ラ ンス 革 命 とに 関 す る 章 句 は 骨 抜 きに

され,発 表 され な か っ た が,刊 行 され た部 分 に 於 い て,HerderがLessin9を
　へ

は じめ過 去 の啓蒙 主 義 時 代 の 思想 家 だちに 帰 って いっ た こ とに は意 味 が あっ た.

これ は時流 か らすれ ば一一っの逆 行 の よ5 .に み え た.し か しHerderは そ こlc,,

当 時 の諸 問題 を解 決 すべ き前 提 を見 出 そ うと考 え たの で あった.

Herder;のKant批 判 も同 じ源 泉 か ら理 解 しな けれ ば な らな い.

HerderもKantもGoetheも 共 に,ド イ ツ市 民 革命 の 前夜 た あって,そ の

先 駆 的 な イデ オ ロー ク と して の位 置 を 占 める もの で ある こ とはま ちが い な い.
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か れ らは お め お の の 立 場 に あ つ て,ド イ ツ啓 蒙 主 義 か らの い っ そ うの 発 展 段 階.

を示 して い る ・ しか し現 実 に お い て ドイ ツ市 民 階 級 は革命 的行 動 を 行 うま で

に 成 熟 じて い な かった ・ ここに ドイツの 市民 革 命 が まず イデ オ ロギ ー の上 の

革 命 として 発 展 しなけれ ば な らな い宿 命 が あった ・Kantの 観 念 論哲 学 は.

その よ うな時 代 が生 ん だ 革命 的 イデオ ロギ ー の 碕形 な の で あったが,当 時 の下

イツの実状 に適 合 す る もの と して ドイ ツ哲 学 を 支 配 す る もの となった.フ ラ

ン スに於い て現 実 の 革命 が進 行 す るの に対 応 して,ド イ ツで は イデォ ロ ギーの 一

世 界だ けに 革 命 が 行 われて い つ た ので あ る ・ しか し,Herderの 眼 界 は も'o

と広 く,も っ と深 く行 きわ アこってい た ・ かれ は地 球 の 生 成 か ら人 閲社会 の発
ご

展 までを観念 としてではな く,現 実的 な もの として研究 してい た.18世 に い

たるまでの 自然科学 や社会科学 の成果を わが もの としてこれに 適用 した。 あ

らゆる民族 の文学や思 想を,そ れ ぞれ独 自の 価値 を もっ もの として,そ の歴史

的発展 を倦 む ことな く研 さん しつ くしてい た.か れは ドイツ的地盤 をの6こ'(

えて,世 界 の歩 みに 参 与 して い たので あ る.

Herderに あって は 人 間は 自然 の 産 物 で あ る.か れ は 自然 の 発展 の 段 階 の'

うえ忙 人 聞 の発生 を み るの で ある.人 間 的 思考 と人 間理 性 も 自然 の産 物 な の

で あ 瓠 人澗 の外 的 な諸 関 係 に よつ て決 定 づ け られ て い る の で あ る ・ す なわ

ち,と こに 人 閥理 性 を観 察 の 出発 点 とす るK蹴 古の方 法 との決 定 的 な相 違 が あ

る.Kantに あって は人 間 の思 考 法 則 は 外 的経 験 とは 独 立 に,人 聞 に 内在 し 、`'

て い るので あ るが,Herderに あ っては,そ れ は運 動 発展 す る外的 自然 との接

触 に よつて人 間 に生 み 出 され た もの で あった.こ こにIlerderの 唯物 論 的所

論 の核 心 が見 出 され,し か もそれ が機 械 的唯 物 論 を は るかに あ り越 え た もの で

あ る こ とを示 して い る 二

Herderの 歴 史 啓 学 は,時 代 を は るか に とび越 え て,一 方 に お い て はDarPt'ilt

の進 化論 に 接 続 し,侮 方 に お い て はFeuefbach・Marxdi唯 物 論 に 接続 し て い

る・ 時 代 との この塑 の た めlc,,か れ の所 論 やKant批 判 は,時 流 の 外 に お

きわ す れ られ,か れ の"憤 激"は 正 当 な理 解 を得 られず,そ の貴 重 な 諸 理 念 の

みの りは,な お後 生 を待 たな けれ ば な らな かった の で ある ・
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(5)

初 稿"Briefe"に お け そHerderの 政治 的 な思 想 は,フ ラ ンス 革命 に よって

激 発 され,促 進 され た もの とはい え,そ れ は かれ の 哲学,歴 史 観 の 当然 の 帰結

で あった ・ それま で は現 実 的 な 基 盤 に結 び つ き得 ず,さ らに,画 囲 の事 情 に

はばま れ て,ま わ り く どい 思考 と,用 心 深 い表現 とに か くれ てい た に す ぎなか

った ・ それ は,た とえば,か れ が``ldeen"で 国 家 の問題 を論ず る時,四 度 も

稿 を政 め た とい う事 実 に よって も知 られ る ・

しか し,こ の関 係 は,外 国 の 政策 に たい す る批判 活 動 な どに 於 い て は,ま た変

り た観 点 を許 す場 合 が あ る.市 民 階級 が 未 発達 で あった ドイ ツに お け る 先 進

的思想家たちは,同 時代 の先進諸国 の市民 的 イデオ ローク よ りもむ しろ と らわ

れぬ 自由を もってい た場合 もあったので ある・ そして,か れ らは,先 進国 の

社 会的現実 をみぬい て批判 することがで きた.

た とえば,こ の時代に,経 済的 に最 も強 力に発達 してい た英 国に 於いては,

すでに資 本主 義的な植民地 収奪 が顕著に なっていた.そ して商業的利益 の た

めの戦争が次 々に 行 われて いたので ある.Herderを は じめ とす る18世 紀末

の ドイツのhumanistiSchな 思想 家たちは,力 をつ くして 封建的 な抑圧 や封建的

収奪戦争を止 めさせるために たたか う一方,同 時に資本主 義 的な新 しい搾取形

態 を見破 り批判 するこ とがで きた・ ドイ ッに於 いては未 だ 資 本 主 義 が 国 家

検 閲を支配 してい な炉ったか ら,英 国の例にみ るよ うな盗 賊的 な商業資本 に た

い しては自由 自在に批判す るこ とがで きたので ある・ この場合 には ドイツ思

想 家は政治 的社会的 な分析を,先 進諸 国の思想家よ りもいつそ う明確 な形で遂

行 した・ そしてこの よ うな場合に,か れ らの観点が よ り正確に たし かめ られ

るので ある.

(6)

ま こ とにHerderこ そは当時 に お け る ドイツ国民 の矛盾 と可 能 性 とを二 身 に

具現 してい たお そるべ き人 物 とい え る.こ こに は``IHumanittitsbriefe"を 申

心 と して,ぎ っ とし・たス ケ 。チ を試 みた に す ぎない が,か れ の 思想 体 系 が正 当
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に ドイ ツ史 に組 み入 れ られ ない か ぎ り,後 者 の理 解 は 不十 分 な もの に なって し

ま うだ ろ うこ とは 明 らかで ある.た とえばHerderの``ldeen"を 無 視 して,

あ るい は軽視 して,Hegelの 歴 史 哲 学 を 論 ず る こ とは,果 して 公平 な 処 置 だ

ろ うか.こ の ス ケ 。チで は 特 に 弁 証 法 に つ い て は述 べ なかった が,Kant,

Fichte,HegeLの 線 だ けで弁 証 法 の歴 史 を た どる従 来 の や り方 は甚 だ 片 手 落 と

い うほか は ない.ド イッ 思想 史 に お け る も う一 つ の太 い線 一一 唯物 論的傾 向

の線 の な かにHerderの 体 系 を組 み入 れ て,そ れ に もつ と正 当 な評 価 を与 え な

けれ ぼ な らない だ ろ う.




