
Title 「自発性」と「生産性」 : フロムの「自己実現」論
について

Author(s) 田中, 毎実

Citation 大阪大学人間科学部紀要. 1977, 3, p. 107-133

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/7728

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



「自 発 性」 と 「生 産 性」

一 フ ロムの 「自己実 現 」論 につ いて一

田 中 毎 実



109

「自 発 性 」 と 「生 産 性 」

一 フ ロムの 「自己実現 」.論 につい て一

問 題 の 所 在

ラ ンゲ フ ェル ト(M.J.Langeveld)は,そ の 滞 日講 演 論 集 『続 教 育 と人 間 の 省 察 』 の 中

で,教 育 学 的 カテ ゴ リー の 重 要 な一 つ で あ る 「発 達Entwicklung」 に つ い て,現 在 根 本 的

に誤 っ た観 念 が普 及 して い る こ とを 批 判 して,次 の よ うに 述 べ て い る。1》「自己 に な るSich-

selbst-werdenと い う表 現 は,や や もす る と誤 解 を 招 きか ね な い。 事 実,あ た か も 〈自 己 自

身〉 な る もの が,あ らか じめ実 在 と して あ るか の よ う に,従 って ま た 〈発 達〉 と は,あ たか

も予 定 表 通 り忠 実 に遂 行 され て ゆ く順 次 的手 続 きで あ るか の よ う に、 学 問 的 に も誤 って理 解

され て い る場 合 が 少 な か らず あ る」 と。 これ は,直 接 に は ユ ンク(K.G.Jung)ら の い わ ゆ

る 「分 析 心 理 学AnalytischePsychologie」 派 に属 す る人 々の 理 論 を念 頭 にお い た 批 判 で あ

るが,し か し本 稿 で と りあ げ る エー リ ッ ヒ ・フ ロ ム(ErichFromm)の い わ ゆ る 「自己 実 現

self-realization」 論 に も,同 様 の 批 判 が 一見 妥 当 す るか に思 わ れ る。 とい うの も,こ の ラ ン

ゲ フ ェル トの 批 判 的 立 言 に は,一 ユ ン クや フ ロ ムや ホ ー ニ ィ(K.Horney)の よ う に"self-

realization"と 呼 ぼ うが,ゴ ー ル ドシ ュ タ イ ン(K.Goldstein)や マズ ロ ウ(A.Maslow)流

に"self-actualization"と 名 付 け よ うが一 総 じて,「 自 己実 現 」 と い う概 念 が 用 い られ る場

合,や や もす れ ば 陥 りが ちな 根 本 的 誤 謬 が示 唆 さ れ て い るか らで あ る。 す な わ ち,第 一 に,

実 現 さ れ るべ き 「自己 」 な る も のが,あ たか も人 間 に と って 先 験 的 か つ 実体 的 な所 与 で あ る

か の よ う に誤 解 さ れ,そ の ため 第 二 に は,各 人 そ れ ぞ れ の 仕 方 で 行 な わ れ る自 己 形 成 へ の主

体 的 努 力 が看 過 さ れ,そ して 第 三 に,そ の際 他 者 な か ん ず く成 人 か らの意 図 的 作 用 と して の

教 育 が,人 間 の 発 達 の フ。ロセ ス に必 然 的契 機 と して くみ こ まれ て い る事 実 を 無 視 して しま う

危 険 が 潜 ん で い る。 本 稿 の主 題 も,ま さ に こ の点 にか か わ るの で あ り,右 の 三 つ の一 般 的 難

点 の 指 摘 が,果 して フ ロム の 「自 己実 現 」 論 に も妥 当 す るか 否 か を,教 育 学 的 な観 点 か ら詳

細 に検 討 して み るの が本 論 の 目 的 で あ る。

た しか に フ ロム は,「 自己theself」 が 先 験 的 か つ 実体 的 な 所与 と して 「ヒュ ー マ ン ・ネ

ー チ ァHumanNature」2》 に 属 し,そ れ が 「お の ず か らspontaneous」3)に 展 開 す る こ とに

よ って 「自己 実現 」 が もた らされ る よ う な論 じ方 を,一 面 で は な して い る。 しか し,か れ は

他 面 で は,「 自 己実 現 」 が人 間 の 自 らな す主 体 的 な 「自発 的spontaneous」 行 為 の く りか え



110

しに よ って の み 可 能 で あ るか の よ う に も論 じて い るの で あ る。換 言 す れ ば,か れ の 理 論 に お

い て は,"spontaneity"は,一 方 で,「 ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の お の ず か らの 展 開 の様 態

で あ り,他 方 で,人 間 の主 体 的 行 為 の 様 態 で あ る とい う二 重 性 を 有 して お り,こ れ に対 応 し

て,実 現 さ れ るべ き 「自 己」 と い う概 念 も,一 方 で,「 ヒ ュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 自 己展 開

の も た らす もの で あ り,他 方 で,各 人 の 自 己形 成へ の主 体 的努 力 こ そ が可 能 な ら しめ る と こ

ろの もの で あ る とい う二 重 性 を有 して い るよ う に思 わ れ るの で あ る。 そ れ 故 に,本 稿 で は ま

ず,こ の よ うな"spontaneity"お よ び 「自己 」概 念 の 二 重 性 が,フ ロム の理 論 の うち で 有 し

て い る意味 に つ い て 若 干 の考 察 を 試 み た い。

そ の 際,あ らか じめ 注 意 して お く必 要 が あ る の は,フ ロ ム の 次 の よ うな 指 摘 で あ る。 か れ

は,『 マ ン ・フ ォ ァ ・ヒム セ ル フManforHimself』 の 脚 注 で4),「 本 書 で 用 い た 〈生 産 性

productiveness>は,私 が 前 著r自 由か らの 逃 走FearofFreedom』 で 用 い た"spontandty"

を 拡 張expansionし た意 味 を もつ 」 と述 べ て い る。 つ ま り,次 節 以 下 で試 み る"spontaneity"

概 念 の 二 重 性 の検 討 は,さ らに 「"spontaneity"カ ・ら"productiveness"へ の 意 味 の拡 張 」 な

る もの の 含 意 を 検 討 す る こ とに よ って 補 完 され な け れ ば な らな い とい え るの で あ る。 後 に述

べ る よ う に,我 々 は,こ の 「意 味 の 拡 張 」 に フ ロ ム の 「自 己実 現 」論 そ れ 自体 の 拡 張 と深 化

を 見 出 しう るで あ ろ う。 これ が 本 稿 の 表 題 の 由 縁 で あ る。

1

フ ロム の い う と こ ろの 「自 己実 現 」 を,か りに,「 ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に 属す る 「自

己」 が 自か ら(spontaneous)に 展 開 す るプ ロセ ス と して 一 面 的 に看 徹 す な らば,こ の論 は,

以 下 の よ う に理 解 さ れ よ う。

フ ロム に従 え ば5),人 間 の さ ま ざ ま な 活 動 を そ の 現 象 形 態 に お い て で は な く 「動 機 づ け

motivation」 の 位 相 に お い て見 るな ら,あ る活 動 へ とひ とを駆 動 す る 「情 動a恥ct」 に は,

「能 動 的情 動 と受 動 的 情 動activeandpassivea飽ct」 と い う区 別 が存 す る。 これ らは,ス

ピ ノザ に従 って,そ れ ぞ れ 「ア ク シ ョン お よ びパ ッ シ ョン」 と呼 ば れ う る6}。 この 規 定 か ら

す れ ば,前 者 の 能 動 的情 動 の外 的発 現 な い し表 出(exercise)7)と して の行 動 こそ,勝 義 の

「ア ク ト」 と呼 ぶ にふ さ わ しい 。 そ して,こ の 意 味 に お け るア ク トは,個 々の 活 動者 に固 有

の 「も ち ま え の諸 力inherentpowers」 の 「純 粋 な発 現pureexpression」 に他 な らな い か

ら,他 か らの規 定 の も とに は な い と い う意 味 で,こ れ は 「自由 な」 ア ク トと よ び う る。 か く

して,「 ひ とは,能 動 的情 動 に 由 る活 動 を行 う場 合 に は,自 由 で あ り 自 らの 主masterで あ

るが,受 動 的 情 動 に 由 る場 合 は,(他 の 力 に よ って)駆 り立 て られ て い るの で あ って,自 ら

は 気 づ いて い な い(nottobeaware)動 機 に 動 か され て い るい わば 客 体oblectに す ぎ な
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い 」。8)従 って,真 に そ の 名 に値 す る 「ア クテ ィ ヴ ィ テ ィ」 と は,能 動 的 情 動 の 発 動 と して の

個 々の ア ク トの 総 体 を示 す が,同 時 にそ の こ と に よ って,こ の よ うな一 連 の 能 動 的 ア ク トを

な す 主 体 の あ り方,態 度 の全 体 的傾 向 を も指 示 す る の で あ る。

と こ ろで,一 般 に人 間 の 「も ちま え の 諸 力 」 と は,そ の 規 定 か らす れ ば,当 然 先 天 的 に備

わ って い る 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 そ の もの に属 して い る とい わ ざ るを 得 な い 。 フ ロ ム は

い う。 「我 々 の と って い る立 場 か らす れ ば,人 間 は,内 在 的 な 到 達 目標immanentgoalを

有 して お り,い いか え れ ば,人 間 の 生 物 学 的 体 制man'sbiologicalconstitutionそ の もの が,

実 は人 間 が人 間 ら し く生 きて ゆ くた め の 諸 規 範 の 源 泉 で あ る と考 え られ る」9)と 。 ま た,こ

う も い う。 こ の 内在 的 目標 の 達 成 を 目指 す,「 生 物 学 的 に仕 込 ま れ て い る と こ ろのStriving

(biologicallybuilt-instriving)」 が,す な わ ち 「も ち ま え の力 」 に 他 な らな い と■o)。この こ

とか ら直 ち に 明 らか な よ うに,フ ロ ムの い う 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 と は,単 に人 間 に 自

然 必 然 的 所 与 と して与 え られ て い る 受 動 的 本 質 規 定 で あ る に と ど ま らず,内 在 因(causa

immanens)と して 「自 らspontaneous」 に展 開 し作 動 す る 「人 間 本 性 」 と して の 「自然 」

で あ る と い え よ う。

この 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に 関 す る フ ロ ムの 一 見楽 観 的 な見 解 は,か れ の 治 療 経 験 か

ら得 られ た 「信 念 」11}に 支 え られ て い る。 ち なみ にrマ ン ・フ ォ ァ ・ヒム セ ル フ』 の 序 文12)

で,か れ は まず,神 経 症 や 精 神 病 の 患 者 を 前 に して治 療 者 た ち が 「ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」

に関 す る悲 観 論 に お ち い りが ち で あ るか の よ う に一 般 に思 われ て い る と指 摘 した 後,そ れ に

対 して 次 の よ うに反 論 して い る。 「しか し な が ら私 は,私 自身 の分 析 治 療 の 経 験 を 積 む につ

れ て,ま さ に それ とは逆 の 現象 に,す な わ ち 入 間 の幸 福 と健 康 とを 求 め てや ま ぬstrivings

の 強 さ に,ま す ま す深 く感 銘 を う け る よ う に な っ て き た」 と。 そ して 「私 の 印 象 に よれ ば,

このstrivingsは,人 間 が 自然 に 身 に 備 え て い る能 力 の一 部partofthenaturalequipment

ofmanで あ る よ うだ 」 と述 べ て い る。 この 治 療 経 験 か ら得 られ た:「印 象 」 は,か れ の 「信

念 」 に まで 高 め られ,そ れ が 新 た な 治 療 を 可 能 な ら しめ る と と もに,か れ の 「信 念 」 を よ り

強 固 にす ると い え るで あ ろ う。 フ ロ ムの 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に 関 す る所 論 の 楽 観 的 性

格 は,ま さ に こ う した か れ の 「信 念 」 に 由来 す る で あ ろ う。 この信 念 は,ス ピ ノザ に依 拠 し

つ つ 次 の よ うに理 論 化 され る。

あ らゆ る 「有 機 体organ玉sm」 は,「 自 らの 存 在existenceを 保 存 しよ う とす る生 得 的 傾

向inherenttendency」13)を 有 して い る。 そ して 「生 きて 在 る とい う こ とexistenceと,有

機 体 に具 わ る もち ま え の諸 力 を 展 開 す る と い う こと は,全 く同一 の こ と」■3)であ る。 それ 故

に,有 機 体 と して の 「人 間 の 生 の(内 在 的)目 的aim」 も,他 の 有 機 体 の そ れ と 同様 に,

「自 らの 自然 的法 則 に 従 って,自 らの諸 力 を 展 開 す る」14)こ とで あ る。 しか し,こ の 「諸 力 」

と は,具 体 的 に は各 人 が そ れ ぞ れ 固 有 の もの と して所 有 す る と こ ろの もの に他 な らな い が故
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に,ひ とは,そ れ ぞ れ に固 有 の 諸 力 の展 開 に よ って,「 か れ が 潜 在 的 にpotentialそ うで あ

ると ころ の 個 体individualに な って ゆ く」 ■4)ので あ る。 これ が,「 人 間 の 自然 的本 性Jの

内 在 的 目的 なの で あ っ て,か く して一 般 的 に 「ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 は,内 在 的 目 的 を も

つ 本 然 の力14)と して あ らゆ る人 間 に分 有 され て い る と い え るの で あ る。

さて,先 に述 べ た よ うに,勝 義 の 「ア ク ト」 は,能 動 的 情 動 の 外 的発 現 と して の 行 動 に 他
ヨし ヘ へ

な らな い か ら,こ の 行 動 は,内 在 因 と して の 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 自か らの 展 開 で あ

る とい う限 定 した意 味 で,"spontaneousact"と 呼 ばれ う る。 フ ロ ム は 『自 由か らの逃 走 』

に おい てユ5),"spontaneous"を"origina1"と も 同義 に用 い て い るが,こ の よ う な意 味 で の

"sPontane
ous"は,活 動 の起 源(origin)を 自 らの う ち に有 し,そ こか ら行 動 を発 動 す る

(originate)主 体 の あ り方 を 形 容 す る。 そ の際 の 活 動 の 「起 源 」 と は,人 間 が有 機 体 と して

生 得 的 に所 有 す る と こ ろ の,「 ア ク ト」 へ の 動 機 な い し駆 動 と して の 根 源 力 で あ るが,そ れ

は,内 在 因 と して の 「ヒュ ー マ ン ・ネー チ ァ」 に他 な らな い。 この 根 源 力 と して の 「ヒュ ー

マ ン ・ネ ー チ ァ」 を,フ ロ ム は,「 潜 勢 的 諸 力potentialities」 な い し 「可 能 的 諸 能 力capa-

cities」 と も,あ る い は た だ 単 に 「自己theself」 と も呼 ん で い る。 そ れ 故,こ の 意 味 で の

"sPontaneousa
ct"と は,「 そ の 活 動 者 に固 有 の 潜 勢 的諸 力 の 発 現 」 で あ り,「 か れ 自 らの

情 緒 的,感 覚 的,知 的 な 可 能 的諸 能 力 の総 体 の 純 粋 な 表 現 」 で あ る とさ れ るの で あ る16)。 つ

ま り,こ の 場 合 の"spontaneous"と は,「 潜 勢 的諸 力」 あ るい は 「可 能 的 諸 能 力 」 と して未

だ 「可 能 態 」 に と どま っ て い る 「自己 」 が,具 体 的 な諸 活 動 に お い て 「顕 現 」 し 「現 実 化 」

して こず に は い な い 根 源 的 な性 質 を 指 す の で あ る。 か く して,こ の 意 味 で の"spontaneous"

actを 通 じて こ そ,内 在 因 と して 各 人 が 分 有 す る 自然 と して の 「自 己」 は実 現 さ れ う るの で

あ る。

この よ うな"spontaneousactivity"の 典 型 的 な 例 と して は,創 作 す る芸 術 家 あ るい は遊 ん

で い る こど もが挙 げ られ て い る17)。 そ の際,芸 術 家 の"spontaneity"は,「 考 え,感 じ,創

る と い う活 動 自体 が,そ の ま ま固 有 の 自 己 の表 現 で あ る」 点 に あ り,こ ど もの そ れ は,「 ま

った く自分 な りの仕 方 で 感 じ た り考 え た りす る こ との で き る能 力 」 に あ る とさ れ て い る。 と

こ ろで フuム は,こ ど もの もつ 「人 を 惹 きつ けず に お か ぬ 魅 力attraction」 に つ い て,純 粋

にspontaneousな 活 動 で あ る 「遊 び」 に対 す る大 人 の共 感 か ら説 明 づ け る■7♪。 そ こに は 明

らか に,大 人 と こ ど も と に共 通 の根 源 力 が,つ ま り 「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 と して の

"spontaneity"の 共 有 が前 提 され て い る と いえ よ う
。 す な わ ち,ア ク トが 人 間 の 「自然 的 本

性 」 に 直 接 根 差 す も の で あ るな らば,否,む しろ各 人 の 分有 す る 「自然 」 そ の も の の展 開 で

あ るな らば,そ れ は ま さ し く,か れ 自身 の 存在 の 最 深 部 か ら湧 出 す る根源 的 喜 び と して 体 験

され る18)は ず で あ る。 そ して この よ うな 根 源 的体 験 の 共有 こそ が,こ ど もの"spontaneous

act"に 対 す る大 人 の 側 か らの や む にや ま れ ぬ 共 感 と その 助 成 へ の 限 りな い 教 育 的 パ トス と を
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成 立 せ しめ る根 拠 で あ る とい え よ う。

以 上 か ら明 らか な よ う に,人 間 は,自 らの分 有 す る 「自 然 」 の 自己 展 開 で あ る"sponta-

neousact"を く りか え し行 う こ とを 通 じて,潜 在 す る 「自己 」 を 実 現 して ゆ くの で あ り,し

か もそ の よ うな 自己 生 成 的 ・自己 実 現 的存 在 で あ るか ら こそ,同 じ よ う に 「自然 」 を共 有 す

る他 の人 々 との 根 源 的 な 「交 わ りcommunication」 の 基 盤 を も同 時 に 構築 す る こと がで き る

の で あ る。 換 言 す れ ば,人 間 に お け る この よ うな 「自然 」 の 共有 こそ,「 個 人 が 独 立 した 自

己independentselfで あ りな が ら,し か も孤 立 せ ず,逆 に世 界 と,す な わ ち他 者 お よ び 自

然 と結 び 合 う積 極 的 自 由の 状 態stateofpositivefreedom■9)」 を 自 らに保 証 しう る根 拠 な の

で あ る。

しか し,以 上 の よ うに 把 握 され る 「自己実 現 」 論 は,フ ロ ムの この 論 を 一 面 化 した もの で

あ る にす ぎ な い。 よ り正 確 に い うな ら,こ の 総 括 自体 の うち に す で に,こ の よ うな 把 握 を 否

定 す る フ ロム 自 身 の立 言 が 含 まれ て い るの で あ る。 次 節 で は,ま ず この 点 か ら考 察 す る こ と

に しよ う。

皿

先 に も触 れ た よ う に,「 受 動 的 情 動 」 の 発 現 で あ る活 動 は,な る ほ ど それ も ま た 「ヒュー

マ ン ・ネー チ ァ」 の 展 開 で は あ るが,し か し 「自分 で きつ い て い な い 動機 に 動 か され る」 活

動 で あ る にす ぎ な い とい う点 で,「 能 動 的 情 動 」 の 発 現 で あ るア ク トか ら は区 別 され な けれ

ば な らな い。 この フ ロム の規 定 を別 の 角 度 か らい う な らば,"activity"と は,一 連 の 活 動 が,

「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の"spontaneous"な 展 開 で あ り,し か も同 時 に,そ の 動 機 が 何 程

か は対 自的 に意 識 され て い る場 合 に の み 用 い得 る概 念 で あ る と もい え よ う。 しか し,こ の 説

明 は一 見 し た と ころ相 互 に 矛盾 す る。 とい うの も,活 動 が 「ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 の 展 開

にす ぎ な いの な ら,そ の活 動 者 は 自 らの 「本 性 」 で あ る 「自然 」 に よ って単 に 決定 され て い

る にす ぎ な い が,し か しそ の 際 自 らの 動 機 につ い て何 程 か意 識 され て い る限 り に お いて は,

か れ は意 識 的 意 図 的 に行 為 し う る 自由 な 主 体 で あ る と い わ ね ば な らな い か らで あ る。

と こ ろ で,こ の矛 盾 は,実 は,フ ロ ムの"spontaneousact"の 規 定 に 由 来 す る と考 え られ

る。 先 述 の よ う に"act"は,内 在 因 と して の 「自然 」 の"spontaneous"な 展 開 と して 捉 え

られ,従 っ て他 か らの規 定 を要 しな い とい う意 味 で,そ れ は すで に 自由 な 活 動 で あ る。 さ ら

に"act"は,「 ヒュ ー マ ン ・ネー チ ァ」 に 仕 込 まれ て い る"striving"に 動機 づ け られ た もの

で あ るが 故 に,生 命 体 と しての 内 奥 か ら 湧 出す る 根 源 的 喜 び に 促 さ れ つ つ 自 らす す ん で

(wilHngly)な され る もの と して 捉 え られ て い る以 上,そ れ は,こ の 活 動 者 に と って"spon-

taneous"と い う意 味 で も 「自由 な 」 活 動 で な けれ ば な らな い。 しか し,こ の"striving"が
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ひ とた び対 自的 に 意 識 化 され,そ の 仕 込 まれ た 内在 的 目標 が あ らた め て 自 らの もの と して 自

覚 的 に捉 え直 され る場 合 に は,そ れ は個 々 の 具体 的 諸 活 動 を 意 図 的 に駆 動す る力 とな る。 つ

ま り,こ の場 合 に は 「自由 意 志freewill」 と して 働 くの で あ る。 ち な み に,フ ロ ム 自 身 が ラ

テ ン語 の語 幹(sponte)に 遡 っ て説 明 を加 え て い る よ うにz9),"spontaneous"と は 「自由 意

志 に も とつ い た」 と本 来 同 義 な の で あ る。 そ れ故,対 自的 意 識 な い し自覚 を媒 介 と した 場 合

に の み,「 ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 の 「自か らの」 展 開 と して の 「自 由 な」 行 為 は,勝 義 に

お け る 「自発 的 」 活 動 と呼 ばれ うる の で あ る。 ま さに この よ う な説 明 の うち に,我 々が 序 節

で 述 べ た フ ロ ムの"spontaneity"概 念 の 用 い方 の二 重 性 が 示 され て い る。 す な わ ち,フ ロ ム

の"spontaneousact"に 関 す る規 定 そ の もの に,次 の よ う な矛 盾 が潜 ん で い る よ うに 見 え る。

この"act"は,一 方 で,「 ヒュ ー一マ ン ・ネー チ ァ」 の 「自か らの」 展 開 で あ る と され な が ら,

他 方 で,自 由意 志 を介 す る とい う意 味 で,「 自発 的」 な主 体 の 行 為 で あ る と も され て い るの

で あ る。 この 矛 盾 は,フ ロ ムが,こ ど もの 必 ず し も 自覚 を媒 介 と しな い,む しろ 内在 す る

「自然 」 その もの の発 動 で あ る 「あ そび 」 を"spontaneity"の 典 型 的 な 例 と して 示 しな が ら,

他 方 で は今 述 べ た よ うに,自 覚 を 媒 介 と して 自 由 意志 に も とつ い て な され る主 体 的行 為 こそ

勝 義 の"spontaneouact"で あ る と も規 定 す る こと に あ らわ れ て い る と も いえ よ う。 で は こ

の矛 盾 は,か れ の 理論 に即 して ど の よ うに解 決 され るで あ ろ うか 。

それ は,さ しあ た って 次 の よ う な二 重 の連 関 に お い て解 決 され る と考 え られ る。 ひ とが 自

らの 動機 を 自覚 化 す る働 き も ま た,か れ の 「もち ま え の 諸 力 」 の 展 開 の一 つ に 他 な らず,そ

れ故 に 「自覚 化 」 の 働 き,総 じて 「理 性reason」 作 用 も ま た,「 自然 」 の 自己 展 開 の う ち に

包 摂 され て い る と いえ る。 しか も,こ の 「自然 」 の 力 の 一 部 で あ る理 性 作 用 は,"striving"

が 「自由 意 志 」 へ と純 化 され 高 め られ る とい う 「自然 」 その もの の高 次 化 の プ ロセ スに 必 然

的 に 関与 して い る。 か く して,「 ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 そ の もの の 「自か らの」 展 開 で あ

る"act"は,必 然 的 に理 性 作 用 とそ れ に よ って 媒 介 され る 自 由意 志 とに従 う もの で あ るか ら

こそ,ま さ に二 重 の意 味 で 「自由 な 」主 体 の 行 為 と して の勝 義 の 「自発 的 活 動 」 で な けれ ば

な らな い こ と に な る。 す な わ ち,"spontaneousact"は,二 重 の 意 味 に お け る 「ヒュ ー マ ン

・ネ ー チ ァ」 の 「自か ら」 の展 開 で あ るが 故 に,二 重 の 意 味 で 自由 な主 体 の 行 為 と い え るの

で あ る。 そ こで,"spontaneousact"に 関す る外 見 上 の 矛 盾 は,フuム に お け る 「ヒ ュー マ

ン ・ネ ー チ ァ」 の この よ うな二 重 の 連 関 に着 目す る こ とに よ って,解 消 され う る とい え よ う。

しか し,こ の 「ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 は,個 々 の具 体 的 な 活 動 に先 立 って それ を規 定 し

て い る何 らか の 実 体(substance)な の で は な い 。 逆 に,自 らの 全 存 在 を あ げ て の 自由 な 諸

ヘ ヨし ヘ ヘ ヘ へら へ

行 為 が,結 局 は そ の 「自然 」 の 「自か らの」 展 開 と して あ とづ け られ る とい うに す ぎな いの

で あ る。 換 言 す れ ば,今 述 べ た 「ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァ」 の 「自か らの」 展 開 が 形 造 る二 重

の 連 関 は,む し ろ行 為 す る主 体 の側 か ら捉 え直 され るべ きで あ り,さ らに は,こ の よ う な 自
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由 な主 体 の 行 為 で あ る 「自発 的」 活 動 が形 造 る二 重 の 連 関 と して再 把 握 さ れ るべ きで あ ろ う。

この よ うな 再 把 握 は,ま ず,一 前 節 で 「ヒュ ー マ ン ・ ネー チ ァ」 の 自己 展 開 で あ るが 故 に

「能 動 的」 で あ り,そ の 意 味 で"spontaneous"で あ る と考 え られ た一 「能 動 的情 動 の発 動 で

あ るア ク ト」 を,再 検 討 す る こと に よ って 可 能 と な る もの と思 わ れ る。

フ ロ ムが依 拠 す る ス ピノザ の規 定 に よ れ ば,「 感 情aHectus」 が 「能 動actio」 で あ る の は,

次 の よ うな 場 合 で あ る。 つ ま り,「 も しわ れ わ れ が(身 体 の)変 状a飴ctioの 妥 当 な 原 因

causaadaequataで あ り う るな ら,そ の 時 私 は 感情 を能 動actioと 解 し,そ う で な い 場 合 は 受

動passioと 解 す る25)」 と。 こ こで の 「妥 当 な 原 因 」 と は,「 あ る原 因 の結 果 が そ の 原 因 だ

け で 明 瞭 判 然 と知 覚 され うる場 合26)」 の 原 因 で あ るか ら,結 局,「 能 動」 とは,活 動 者 自身

が 活 動 の 原 因 で あ る よ う な場 合 の 活 動 を 駆 動 す る感 情 で あ る。 これ を フ ロム の 用 語 を 用 い て

言 換 え るな ら,「 能 動 」 と は,活 動者 自身 の 意 志 と判 断 とに も とつ く何 ほ どか は 自由 な 活 動

を 動機 づ け る情 動(affect)で あ る と い え よ う。 ま さ に そ の故 に こそ,フ ロ ム は,先 の 引 用

箇 所 で,「 能 動 的 情 動 に 由 る活 動 を行 う場 合 に は,ひ と は,自 由 で あ り主 で あ る」 と述 べ る

の で あ る。 と こ ろで,一 般 に は 「情 動a∬ect」 は,何 もの か か らの 触 発 で あ るか ら,そ れ 自

体 は 基 本 的 に は受 動 で あ りpassionで あ る とい わ ざ るを え な い。 しか る に それ が 「能 動 」 と

形 容 され るの は,そ こ に活 動 者 の 側 か らす る 「触 発 す る もの 」 へ の 「働 き返 しre-act」 が存

す るか らに 他 な らな い。 す な わ ち,こ こに は,活 動 者 自身 の 自 らの う ち な る 「ヒュ ー マ ン ・

ネ ー チ ァ」 と 自 らを と りま く 「世 界 」 につ い て の何 程 か は対 自的 な把 握 が あ り,「 能 動 的感

情 の発 現 」 は,こ の 対 自的 把 握 に も とつ く 自 らの所 与 と して の 内 外 諸 規定 に対 す る 自覚 的 ・

主 体 的 な リア ク トで あ る とい え よ う。 それ 故 に,能 動 的 情 動 の 発 現 で あ る ア ク トは,「 ヒュ

ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 「自か らの 」 展 開 で は な く,自 覚 的 ・主体 的 な リア ク トで あ る とい う

意 味 で,「 自発 的 」 活 動 で あ る と い え るの で あ る。

そ の 際,能 動 的 情 動 に お け る 自他 に つ い て の プ リ ミテ ィ ヴ な対 自的 把 握 は,徐 々 に そ の程

度 を高 め て概 念 化 を す す め,そ して それ に応 じて,自 己 と世 界 の 把 握 に も とつ く 「ア ク ト」

も次 第 に 理 性 化 を 実 現 し,つ い に は真 に 自由 な 意志 に も とつ く勝 義 の 自発 的 ・主 体 的 な 行 為

に ま で 発展 す る と考 え られ よ う。 人 間 に お け る この よ う な 「ア ク ト」 は,そ れ が 内在 す る

「自然 」 と世界 とに 対 す る リア ク トで あ る か ぎ り,結 局 自 己 自身 の 「全 潜 勢 力 の 表 現 」 に 他

な らな い が,こ れ が くりか え し行 な われ る こ とを通 じて,当 の 人 間 の う ち で は 「理 性 と 自然

との 分 裂 が 止 揚eliminationofthesplitbetweenreasonandnature22)」 さ れ,「 自 らの

意 志 と理 性 とに 導 か れ る体 制 化 さ れ た 構造organizedstructure」 な い しは 「その よ うに体

制 化 さ れ統 合 され た パ ー ソ ナ リテ ィの総 体 」 が 形 成 され て くる。 そ れ が す な わ ち,フ ロ ム

の い わ ゆ る 「自 己self23)」 な の で あ る。 しか し この 「自 己」 は,当 人 の諸 活 動 を,内 在 す る

「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 展 開 で あ る と 同時 に 自 らの 意 志 と理 性 とに 従 う 自 由な 行 為 と し
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て の 真 の 「自発 的」 ア ク トた ら しめ る所 以 の もの で あ る。 この よ うな 二 重 の 意 味 に お け る

「自己 」 を 徐 々 に実 現 せ しめ て ゆ く一 連 の くりか え され る 自発 的 ア ク トの 体 糸 が,そ れ 故

「自発 的 ア ク テ ィ ヴ ィテ ィ」 と呼 ば れ るの で あ る。 か く して,フ ロム の 「自発 的 ア クテ ィ ヴ

ィ テ ィ」 に 関す る規 定 の 上述 の よ うな 外 見 上 の 矛 盾 は,能 動 的 情 動 の発 現 で あ る行 為 の 体 系

化 に お いて 実 現 され る 「自 己」 の二 重 の 意 味 に着 目す る と き,実 質 的 に は全 く解 消 され る も

の と考 え られ る。

それ 故 に,前 節 で 検 討 した 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 「自か らspontaneous」 の 展 開 に

関 す る フ ロム の所 説 は,こ の 節 で 試 み た 行 為 す る主 体 の側 か らの捉 え直 しに 沿 って,い ま一

度,活 動 主 体 の 内外 諸規 定 へ の 「自発 的 」 リア ク トとい う文 脈 の 中 で,見 直 され ねば な らな

い。 これ が,次 節 の 課 題 で あ る。

皿

フ ロ ム に よれ ば,「 人 間 の存 在existenceと 自 由 と は もと も と切 り離 す こ とが で きな い」24)

とい う。 で は,そ れ は何 故 で あ ろ うか 。元 来,人 間 は「自動 的 に 統 制 され る本 能 的 諸 活 動 」24)

の 能 力 を 著 し く欠 い た,生 物 学 的 に は 弱 い 存 在(man'sbiologicalweakness)25)と して 生

ま れ て くるが 故 に,動 物 の よ うな 本 能 に よ る環 境 との 即 自的 受 動 的 「調 和harmony」26)の

機 制 を 十 分 に有 して お らず,そ こで 「刺 激 が あ っ た に して もそれ に ど の よ うに リァ ク トす る

か は つ ね に 〈開 い たopen>ま ま で あ り,そ の 結 果,か れ は ア ク トの な され るべ き コー ス を

そ の つ ど に さ ま ざ ま の可 能 性 の うち か ら選 択 せ ざ るを え な い 」。27)この 選 択 に直 面 して 人 間 は

自 ら 「考 え は じめ る」27)の で あ り,こ の よ う な ア ク トが く りか え され る につ れ て 「人 間 の わ

けて も人 間 ら しい性 質 」 で あ る 「自 己意 識,理 性,想 像 力 」28)等 が 発 達 す る。 フ ロ ム は,以

上 の よ うに 「人 間 の生 物学 的 な 弱 さ こ そ が それ に も とつ い て人 間 の 強 さ の形 成 され る基 礎 で
ヘ ヘ ヘ へ のし

あ る」29)と 考 え るの で あ るが,こ の 人 間 観 は,「 本 能 に よ る決 定 か らの 自 由」 と して の 自 ら

の生 物 学 的規 定 で あ る 「消極 的 自由negativefreedom」 へ 自 ら リア ク トす る人 間 を拠 所 と

して立 論 され て い るの で あ る。 この 「自由」 に お い て 自 ら な され る所 与 の 内 外 諸 規 定 へ の 積

極 的 か つ主 体 的 な リア ク トこそ が,プ リ ミテ ィヴ な意 味 で の 「自発 的」 ア ク トに他 な らな い 。

フ ロ ムの い う と こ ろ の 「自 己実 現 」 とは,前 節 で も述 べ た よ う に,ま さに この 各 人 に固 有 の

仕 方 で の 内 外 諸 規 定 へ の リア ク トの く りか え し に よ っ て進 む過 程 な の で あ る。 か れ は,こ の

過 程 を 以 下 の よ う に記 述 す る。

人 間 の わ け て も人 間 ら しい 性 質 は,「 自 己 の力self-strength」 と も呼 ば れ て い るが30),こ

の力 の 「成 長 」 は,フ ロ ムが ユ ン ク の概 念3■)を援 用 して"lndividuation"と 名 付 け る過 程 の
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一 側 面 で あ る とされ る30)
。"Individuation"は,「 社 会 の歴 史socialhistory」 に お い て も個

体 の 「生 活 史lifehistory」 に お い て もほ ぼ 同 様 の 経 過 を 示 す と され て い るが32),個 体 の 生

活 史 に お いて は そ れ は次 の よ うな生 起 と して 説 か れ て い る。 こど もは,た しか に 母 か ら分 離

した生 き もの(abiologicalentity)と して 生 ま れ るが,現 実 に は ま だ前 個 人 的 な存 在(pre-

individualisticexistence)で あ る にす ぎ ず,「 機 能 的 に は母 親 の部 分 で あ るに と どま って い

る」33)'。こ ど もの この 依 存 状 態 が,フ ロ ムの い う と こ ろの 「第 一 次 的絆primaryties」ss)で あ

り,こ の 絆 に おい て か れ は,外 か ら 「安 全 とオ リエ ンテ ー シ ョン」 とを 与 え られ て 自足 的 に

安 定 して い る。 しか し,こ の依 存 に よ る外 界 との 受 動 的調 和 は,や が て こ ど も が 自身 の本 能

的機 制 の 欠 如 に能 動 的 に リア ク トす る こ とを 通 じて 自 ら発 達 させ る 「自 己 の力 」 に よ っ て徐

々 に崩 壊 す るの で あ り,か れ は この 「絆 」 か ら離 れ て,自 分 を 自 由な 存 在 と して 意 識 す るに
ヘ ヘ ヘ へ

至 る。 す な わ ち,"lndividuation"は,こ ど もが そ の 「第T"次 的 絆 」 か ら 自 由 に な る過 程 で

あ り,さ らに か れ が この一 生 物 学 的 規定 と して の そ れ に次 ぐ第 二 の一 「消 極 的 自由」 に能 動

的 に リア ク トす る こ とを 通 じて,「 自 己認 知self-awarenessを,つ ま り各 人 が そ れ に よ っ

て 自分 自身 を,自 然 と も他 者 と も異 った 独 立 し た個 人 と して の実 質 を 備 え た 存 在individual

entityで あ る こ と に きつ くと ころ の能 力」34)を 獲 得 して ゆ く過 程 な の で あ る。 しか し,こ の

自 己認 知 の獲 得 に よ って,"lndividuation"は 次 の よ う な 「弁 証 法 的 な性 格」 を お び る こ と

にな る35)。

な る ほ ど,一 方 で,「 こど もは,肉 体 的 に も情 緒 的 に も知 的 に も,よ り強 くな り」 「これ

ら諸 領 域 は,い ず れ も力 強 さ と活 動 性 を 増 し」 しか も 「よ り一 層 統合 され る」36)。そ して,こ

れ に よ って,前 節 で 述 べ た意 味 で の 「自 己」 の 「力 」,す な わ ち 「意 志 と理 性 とに 導 び か れ

体 制 化 さ れ統 合 され た パ ー ソナ リテ ィ総 体 」 の 個 性 的 な 「力」 が徐 々 に 成 長 して くる。 しか

し他 方,こ の 「自己 の 力 」 の 成 長,就 中 「自己認 知 」 の獲 得 に 伴 って,こ ど も は,次 の こと

に気 づ くよ うに な る。 す なわ ち,自 分 が 「他 者 との 何 等 か の協 働 な しに は生 き られ な い存

在 」37)で あ る こ と,他 者 との 協 働 に 向 け て様 々 の形 で 外 か ら規 定 され 動 機 づ け られ て い る こ

と,に もか か わ らず,実 際 に は 「自分 が あ らゆ る他 者 か ら切 り離 され た存 在 」38)で あ り,し

か もそ の こ とに よ って の み 自分 が 自分 で あ り う る とい う こ と等 々 に も きつ くよ う に な る。 そ

の結 果,か れ の 孤 独(aloneneSS)が 増 大 す る38)。 こ こに 明 らか な よ う に,「 人 間 の わ け て

も人 間 ら し い性 質 」 で あ る 「自己 の 力」 は,「 ひ とを 自然 か ら さ らに は仲 間や 自己 自身 か ら

さえ 乖 離 させ よ う とす る呪 縛 」39)でもあ るの で あ る。

こ こ に は,「 ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァに お け る分 裂 」,つ ま り 「ひ とが人 間 と して生 き る こ

と 自体theveryexistenceofmanlこ 根 差 す 」 矛 盾 ない しは二 分 性 が存 在 す るの で あ り・ そ

の故 に フ ロム は,こ れ を,「 実 存 的 二 分 性existentialdichotomy」 と名 付 け て4e)い る。 さ

て,こ の 「二 分 性 」 か らは,必 然 的 に次 の よ うな 「実 存 的 要 求existentialneed」"〉 が 生 じ
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る。 す な わ ち,現 に 自分 の 組 込 まれ て い る諸 関係 を超 え て,「 自分 と 自然 との 間 に,そ して

自分 と周 りに い る人 々 との 間 に,さ ら に は 自分 と 自分 自身 との 間 に,よ り高 次 の 結 合 を 見 出

そ う とす る」 要 求 で あ る42)。 この 「要 求 」 に動 機 づ け られ た 諸 活 動 は,所 与 の 内外 諸 規 定 へ

の リア ク トと して な さ れ るわ けで あ るが,こ の よ う な ア ク トに よ って,活 動者 の 「自己 の 力 」

は一 層 強 化 され る。 だ が,こ の 「実 存 的 二 分 性 」 に起 因 す る孤 独解 消 へ の努 力 が,結 果 的 に

は 当 人 を よ り一 層 孤 独 に し,よ り新 た な深 い 「二 分 性 」 に直 面 させ る。 と同 時 に,そ こか ら

よ り新 た な 「実 存 的要 求 」 が生 まれ るの で あ る。 か く して,"Individuation"は,最 初 の 「第

一 次 的 絆 」 か らの 脱 却 に始 ま り,や が て それ は,「 実 存 的二 分 性」 を契 機 とす る無 限 の 弁 証

法 的 上 向 過 程 を通 じて,よ り高 次 の 「自 己の 実 現 」 に 至 るの で あ る。

と こ ろで,こ の 「実 存 的二 分 性」 は,フ ロ ムの い う と ころ の 「消 極 的 自 由」 と相 互 に対 応

し合 って い る と い わ な け れ ば な らな い。 この 「消 極 的 自由」 に は,次 の 互 い に異 な る三 つの

位 相 が あ る と いえ よ う。 つ ま り,第 一 に は,人 間 の環 境(自 然)へ の 即 自的 ・ 受 動 的 「調

和 」 か らの 「自 由」 が あ る。 人 聞 が この 意 味 で 「自 由」 で あ る とい う こ と は,か れ が 「自然

に 属 しな が ら 自然 を超 え るtranscendent43)」 存 在 で あ る こ と と同 義 で あ る。 そ こで,こ の

「自 由」 を,人 間 の 「自然 か らの 自 由」 と呼 ぶ こと もで きよ う。 この 「自 由」 は,第 二 の,

「第 一 次 的 絆 」 か らの 離 脱 に典 型 的 に示 され る よ うな,人 間 の か れ を と り ま く 「世 界 か らの

自由」 に ま で 発 展 す る。 そ して,こ の 「自然 か らの 自 由」 お よ び 「世 界 か らの 自 由」 の 両 者

は,第 三 の 「自 己認 知 」 の 獲 得 に 起 因 す る,自 然 お よ び世 界 に 属 して い る 「自分 自身 か らの

自由 」 に おい て,人 間 に対 して一 挙 に与 え られ る の で あ る。 か く して,「 自 己認 知 」 を 有 つ

存 在 と して の 人 間 に と って は,「 そ の存 在 と 自 由 とは 切 り離 す こ とが で き な い」 と い われ る

の で あ る。 しか し反 面,人 間 は,そ の 生 を 維 持 す る た め に は,対 象 と して 現 前 す る 自然,世

界 お よび 自分 自身 に対 して 再 び 自 らを 何 等 か の形 で結 び 付 け ざ るを え な い と も いえ よ う。 換

言 す れ ば,「 消 極 的 自由」 は,つ ね に 人 間 に と っ て は 自 らの存 在 の 「二 分 性 」 と して あ らわ

れ る と もい え るの で あ る。 そ の 故 に,先 述 の ご と くに,異 った 三 つ の 位 相 の 「消極 的 自由」

そ の もの が,実 は異 った三 つ の 位 相 の 「実 存 的二 分 性 」 で あ る とい う こ とが で き る ので あ る。

か く して 人 間 は,単 に そ の生 を 維持 す る た め だ け に も,そ の つ どに,こ の 自 らの 即 自的 存 在

そ の もの に属 す る 「二 分 性 」 に 対 して 全 力 を あ げ て リア ク トせ ざ るを え な い 的 。 そ して,か

れ は,こ の 意 味 で の 「自発 的」 な ア ク トに よ っ て,自 らの 組 込 ま れ て い る諸 関係 を不 断 に再

編 し,そ れ に よ って 自 らを くりか え し再 形 成 し続 け るの で あ る。

けれ ど も,こ の 自己 実現 の過 程 は,"Individuation"の 「弁 証 法 的 な 」 展 開 に と も な って

単 に 自働 的 に(automatically)進 捗 す る もの で は な く,フ ロム に よ れ ば,「 自 己の 成 長 は,

一 群 の 個 人 的 社 会 的理 由 に よ って妨 害 され る 」輸
。と は い え,「 個 人 的 社 会 的理 由 に よ る妨 害 」

に よ る 「成長 」 の 停 滞 その もの は,そ の よ う な諸 規 定 へ の 各 人 の 「自発 的」 リア ク トの 帰 結
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なの で あ る。 す な わ ち,一 方 の,限 りな く自 らの 関 係 を 再 編 しつ つ 自己 を 形 成 す るひ との あ

り方 と,他 方 の,い わ ゆ る 「逃 避 の 諸 機 制mechanismsofescape」 蝸 に よ って,所 与 の 諸

関係 の うち で 何 等 か の 対 象 に依 存 し 「自己 を 喪 失annihilationoftheindividualself」47)し

「にせ の 自己pseudself」48)と して 自足 的 に安 定 す るひ との あ り方 と は,共 に,か れ な りの

仕 方 で の 自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 へ の 「自発 的」 リア ク トの 帰 結 で あ る こ とにか わ りは な い 。

この各 人 そ れ ぞ れ の 仕 方 で の 「実 存 的 二 分 性 」 へ の リア ク トの くりか え しが,そ れ ぞ れ に異

った 生 活 史(lifehistory)を 形 造 るが,そ れ は,か れ な りの仕 方 で の 自己 形 成 の努 力 が 形 造

る軌 跡 な の で あ る。

フ ロ ムに よれ ば 「リア ク ト」 と は,所 与 の 自然 お よび 世 界 へ の 関係 を再 編 す る努 力 で あ る

か ら,こ の 場 合 の 「自 己」 の 形 成 は,当 人 の そ れ らの 関 係 に 自 らを さ し向 け る様 態 の,す な

わ ち フ ロム の用 語 を 用 い るな ら 「被 関 係 性relatedness」49)の 再 編 と して な さ れ る とい え よ

う。 と ころで,フ ロム は,「 人 そ れ ぞ れ の 性 格characterの 基 底 に は,そ の ひ とに 独 自の 世

界 へ の 被 関 係 性 が 見 出 され う る」50)と い う。 して み れ ば,各 人 の 自己形 成 の努 力 の軌 跡 は,

か れ が 自 らの 「性 格 」 を体 制 化 す る過 程(organizationofcharacter)と して あ とづ け られ

る と い え るで あ ろ う。

フ ロ ム は,人 間 の 「性 格」 を 次 の よ う に規 定 す る。 つ ま り,「 性 格 」 と は,「 比 較 的 恒 常

な 形 式 」 で あ り,「 この 形 式 に お いて,人 間 の エ ネ ル ギ ー が,自 然 へ の 関 係 づ けで あ る 同化

assimilationお よ び社 会 へ の 関 係 づ けで あ る社 会 化socializationの プ ロセ スの う ちで,通 路

づ け られ る」51)と 。換 言 す れ ば,「 性 格 」 とは,「 行 為 の底 に あ る"strivings"の 体 係 」52)

と して の 「体 制 」(characterorganisation)で あ り,こ の 「体 制」 が,"strivings"の 発 動 で

あ る個 々 の ア ク トを その つ ど に規 定 す るの で あ る。 つ ま り,そ れ は,消 極 的 に は 内 外 の 諸刺

激 へ の リア ク トの 可 能 性 を限 定 し,積 極 的 に は抗 し難 い 力 を も って か れ の ア ク トを 動機 づ け

駆 動 す るの で あ る。 それ 故 に,各 人 に 固有 の 「性 格 」 とは,か れ を 時 間 的空 間 的 な 同一 性

(consistencyandintegrity)を 有 つ 活 動 者 た ら しめ る 「体 制 」 な の で あ る。

しか し,フ ロ ム は次 の よ うに も述 べ て い る。 す な わ ち,「 性 格 」 は,各 人 を して 「独 自の

パ ー ソナ リテ ィ た ら しめ る諸 価 値 お よ び 諸 観 念 を 選 択 す る機 能 」 を も有 して い る と53)。 この

こ とを 言 い 換 え て,フ ロム は,「 性 格 」 が 各 人 に と って の 「オ リエ ンテ ー シ ョン と献 身 との

枠 組frameoforientationanddevotion」 を供 す る もの で あ る と も述 べ て い る 鈎 。 す な わ

ち,「 性 格 」 に よ る個 々 の 具 体 的 な行 為 の 規 定 は,価 値 あ るい は 観 念 の 「選 択 」 と い う レベ

ル を も含 ん で お り,従 って,各 人 が 自 らを 世 界 に 関 係 づ け る仕 方 は,あ らか じめ 「性 格 」 の

供 す る 「枠 組」 に よ って 決定 され て い る とい え るの で あ る。 ま さに その 故 に,「性 格 の基 底 に

は,そ の ひ とに 独 自の世 界 へ の 被 関係 性 が見 出 さ れ う る」 とい わ れ るの で あ る。 この よ うな

「性 格 」 の 「選 択機 能 」 は,各 人 が 自 らを所 与 の社 会 へ と適 応 させ て ゆ く過 程 で 得 られ る55)。
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す な わ ち,各 人 は,そ の 社 会 的 適 応 をす す め て ゆ くに つ れ て,そ の 「性 格 」 の 中核 に,そ の

社 会 の構 成員 が 共 有 す る 「社 会 的性 格socialcharacter」55)を と り込 む 。 そ れ に よ って 「性

ヘ へ

格」は,「 正 しくかつ常識的なもの」 となり,や がては半自動的あるいは無意識的に 「道理
コし ヘ ヘ へ

に合 っ た"reasonable'活 動 を な す こ とを 可 能 な ら しめ る」 よ うな 行 為 の 一 貫 した 「枠 組」 と

な るの で あ る闘 。 換 言 す れ ば,各 人 は,「 か れ が社 会 的 に しな けれ ば な ら な い こと を 自 ら し

た い と欲 す る よ う な性 格 諸 特性traitsを 発 達 させ 」56)て,そ の 「性 格 」 に よ って,他 者 に と

って も当 人 に と って も予 測 と計 算 の 可能 な か つ 有 益 な,そ れ故 に 「道 理 に合 っ た」 活 動 を な

し う るに 至 るの で あ る。 そ の意 味 で,「 性 格 」 は,価 値 あ るい は観 念 の 選 択 機 能 を 有 し,さ

らに諸 行 為 の 枠 組 を 供 す る とい え る。 しか し,こ の 「オ リエ ンテ ー シ ョン と献 身 との 枠 組 」

を 供 す る もの と して の 「性 格 」 は,各 人 が,こ の 社 会 的 適 応 の過 程 に お い て直 面 す る 自 らの

「実 存 的二 分 性 」 に リア ク トしつ つ 自 ら形 成 す る と こ ろの もの な の で あ る。

「実 存 的二 分 性 」 に直 面 す るひ と は,一 方 で,「 構 造 化 され 内 的 な結 合 を有 す る世 界 お よ

び そ の うち に おけ る 自分 の 位 置 に つ い て の 図 」 を,す な わ ち 「自分 は ど こに い るの か,そ し

て 何 を なす べ き か とい う問 い に答 を 出 し」 それ に よ って 自分 自身 を 定 位 す る(orienting

himself)こ と の可 能 な 「準 拠 枠 」 を 必 要 と し57),他 方 で,「 その エ ネル ギ ーを 一 つ の方 向

に 統 合 し,か れ を そ の孤 立 した 存 在 か ら上 昇 せ しめ,そ の 生 に 意 味 を 与 え る」 「献 身 の対

象 」58)を 必 要 とす る。 そ して,こ の よ う な要 求 に応 え る もの が,ま さ にか れ が 自 ら形 成す る

と こ ろの 「性 格 」 な の で あ る。 この こ とを 別 の 角 度 か らい うな ら,各 人 に固 有 の 「性 格 」 と

は,各 人 が それ ぞ れ の仕 方 で 自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 に リア ク トす る こ と に よ っ て,あ るい

は,こ の よ うな 意 味 で の 「自発 的 」 ア ク トを くりか えす こ とに よ って,自 ら形 成 し体 制化 す

る と こ ろの もの で あ る とも い え よ う。 しか も,こ の 「性 格 」 は,基 本 的 に は 「"strivings"の

体 系」 で あ り,個 々の 活 動 を そ の人 の有 す る 「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 諸 力 の 発 動 た ら し

め る と こ ろの もの で も あ る。 か く して,各 人 は,こ の よ う な 「性 格 」 とい う形 で,自 らの パ

ー ソナ リテ ィの 総 体 を体 制 化 し統 合 して,独 自な 行 為 主 体 と して の 「自己」 とな る とい え よ

う。

以 上 述 べ て きた よ うに,フ ロ ム は,人 間 を,そ の 「消 極 的 自 由」 お よ び 「実 存 的 二 分 性 」,

す な わ ち行 為選 択 の 自由 お よ び そ の即 自的 存 在 に お け る三 重 の 分 裂 に お い て と らえ,そ こか

ら人 間 の発 達 を,各 人 が その 分 裂 を止 揚 す べ く 自 らな す 所与 の 内 外 諸 規 定 へ の積 極 的 ・主 体

的 リ.アク トに よ って 進 む 過 程 で あ る と考 え る。 い うま で もな く,こ の 主 体 的 リア ク トは,や

が て は勝 義 の 「自発 的」 ア ク トに まで 発 展 す る と ころ の もの で あ り,そ れ に よ っ て進 行 す る

人 間 の 発 達 こそ が,フ ロム の い う と こ ろの 「自 己実 現 」 な の で あ る。 この過 程 は,本 節 で 述

べ た よ う に,"lndividuation"あ る い は 「性 格 の 体 制 化 」 と して も記 述 され る。 そ の 際,後

者 は,こ の 主 体 の努 力 に よ っ て進 む過 程 の 外在 的 ・客 観 的 記 述 で あ る と も い え よ う。 た だ し,
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この 客 観 的 記 述 に も一 就 中,フ ロ ムが 「性 格 」 を 「"strivings"の 体 系 」 と よ び,あ るい は

"orientation"と して 把 え よ う とす る際 に は 一 潜 在 的(latent)な 形 で この 主 体 の努 力 が含 意

され て い る。 と い う の も,"orientation"と い う概 念 に は,人 間 の い はば 先 天 的 な志 向性 の 束

で あ る"strivings"を 自 ら定 め た 目標 に 向 けて 「体 系 化」 す る主 体 の努 力 が,あ る い は 自 ら

の パ ー ソナ リテ ィの 総 体 を そ の 目 標 に向 けて 志 向 的 に統 合 し よ う とす る主 体 の あ り方 が含 意

され て い る もの と考 え られ るか らで あ る。 か く して,フ ロム の い う と こ ろの 「自 己実 現 」 と

は,本 稿 の 第1節 で 述 べ た よ う な 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 「自 らspontaneous」 の展 開

が 形 造 る連 関 で あ る の で は な く,ま さ に各 人 が そ れ ぞ れ の 仕 方 で お こな う 「自己形 成 」 の努

力 の過 程 で あ る と い わ ね ば な らな い の で あ る。

しか し,以 上 の よ う な総 括 に お い て も,ま だ次 の よ うな 問題 が充 分 に答 え られ な い ま ま に

残 って い る。 つ ま り,行 為 を 選 択 す る主 体 に はそ のつ ど に,そ の 行 為 の 妥 当 性 の 如 何 が 問 わ

れ る とい う問 題 で あ る。 自 らの 「実存 的 二 分 性 」 に直 面 す る 自 由な 一 そ れ 故 に孤 独 と不 安 と

の うち で敢 え て 自 ら決 断 し行 為 す る こ とを 迫 られ る一 行 為 主 体 に と って は,そ の 行 為 選 択 に

際 して 選 ば れ るべ き価 値 は,そ れ に よ って 主 体 が 自身 の生 を 肯定(affirmationofhislife)

し う るに 足 る個 性 的 な も の で あ る と同 時 に,そ の 行 為 が主 体 と世 界 との 関 わ り に他 な らな い

以 上,主 体 に と って の 意 義 を 超 え た 客 観 性 を 有 す る も の で もあ る必 要 が あ る。 す なわ ち,こ

こで は,人 間 に と って の 「倫 理 」 が主 題 的 な検 討 を 要 す る問 題 と して あ らわ れ て くる とい え

るの で あ る。 次 節 で は,こ の点 を 解 明 す るた め に,フ ロム の い う と こ ろの 「ヒュー マ ニ ス テ

ィ ッ クな倫 理 学humanisticethics」59)を 検 討 し,そ れ に よ っ て彼 の 「自己 実 現 」論 総 体 の

総 括 的 な把 握 を試 み る。

IV

フ ロ ムに よれ ば,「 ヒュ ー マ ニ ス テ ィ ックな 倫 理 学 と は,純 理 的 な 〈入 間 の 科 学science

ofman>に 立 脚 す る 〈ア ー ト ・オ ブ ・ リヴ ィ ングartofliving>と い う名 の応 用科 学」60)

で あ る。 そ して,か れ は,「 人 間 の科 学 の 研究 対 象 は,ヒ ュ ー マ ン ・ネ ー チ ァで あ る」61)と

述 べ る 。 そ れ で は,こ の 「ピュ ー マ 苧 ス テ ィ クな 倫 理 学 」 の基 礎 学 で あ る 「人 間 の 科 学」 は,

フ ロム の理 論 に あ って は,ど の よ うに 展 開 され て い る と い え る で あ ろ うか 。

フ ロム は,さ しあ た って 次 の三 つ の 角度 か ら 「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 を論 じて い る もの

と考 え られ る。 第 一 に,か れ は,こ の 「自然 」 を 人 間 の 「本 質 」 と して 把握 し,そ こで 「実

存 的二 分 性 」 あ るい は 「消 極 的 自由」 に つ い て の 所 論 を 展 開 す る。 第 二 にか れ は,本 稿 の 第

1節 で 検 討 した ス ピ ノザ の そ れ と同様 の 「自 らに 」 展 開 す る 「潜 勢 力」 と して の 「ヒ ュー マ

ン ・ネ ー チ ァ」 につ い て も論 じて い る。 さ らに 第 二 に は,か れ は,「 倫 理 的諸 行 為 を 律 す る
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諸 規 範 の源 泉 は,ヒ ュー マ ン ・ネー チ ァそれ 自体 に見 出 し う る」62)と も述 べ て お り,人 間 の

個 々 の具 体 的 諸 行 為 に 際 して 示 され る当 為(Sollen)と して の本 来 的 「自然 」 につ い て も言

及 して い る。 以 上 三 点 か ら,フ ロ ム の い うと ころ の 「入 間 の 科 学 」 は,人 聞 の本 質 で あ り潜

勢 力 で あ り当 為 で あ る と こ ろの 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に つ い て 論 ず る学 で あ る と い え よ

う。 フ ロム の 「倫 理 学 」 は,こ の よ うな意 味 で の 「人 聞 の 科 学 」 に 立 脚 して 展 開 され て い る

とい え る の で あ るが,こ こで は まず,そ の具 体 的 な 展 開 に つ い て の か れ の所 説 そ の もの を概

括 的 に示 して お こ う。

基 礎 学 で あ る 「人 間 の科 学」 が,潜 勢 力 で あ り しか も当 為 で もあ る 「ヒ ュ ー マ ン ・ネ ー チ

ァ」 につ いて 論 ず る もの で あ るが 故 に,そ の 応 用 科 学 で あ る 「ヒ ュー マ ニ ス テ ィ ック な倫 理

学 」 は,「 善good」 お よ び 「徳virture」 を 次 の よ う に規 定 す る事 に な る。 つ ま り 「善 とは,

ひ とが 自 らの生 を 肯定 す る こ とa蛋rmation,す な わ ち,自 身 の(潜 勢 的)諸 力 を展 開 す る こ

とで あ り,徳 とは,自 分 自身 の存 在 へ の 責 任 を ま っ と うす る こ とで あ る」63)と 。 そ の際 の 「責

任responsibility」 と は,フ ロ ム に よれ ば,「 外 か ら課 せ られ る義 務dutyで はな く,私 が 私

自身 にか か わ って い る と感 じ る要 請requestへ の私 の応 答response」64)で あ る。 さ ら に フ ロ

ム は,こ の 「要 請 」 を,「 ひ とが 自分 自身 を 呼 び も どすman'srecalltohimself」 「良 心con-

sciens」 の 声 で あ り,「 我 々 の我 々 自身 へ の リー ア ク シ ョ ンre-action」 で あ る65)と述 べ,こ

れ を 次 の よ う に説 明 して い る。 つ ま り 「良 心 とは,我 々の 真 の 自 己(ourtrueselves)の 声

で あ り,そ れ は,我 々 に背 後 か ら,生 産 的 に生 き よ,十 全 に調 和 的 に発 達 せ よ,つ ま り我 々

が 潜 勢 的 に そ うで あ る と こ ろの もの にな れ と呼 び か け る」65)と 。 か く して,フ ロム の 「倫 理

学 」 に あ って は 「善 」 とは,ひ とが 自 らに 内在 す る本 来 的 「自然 」 と して の 「ヒュ ー マ ン ・

ネ ー チ ァ」 か らの 呼 び か けで あ る 「真 の 自己 の声 」 に 「応 答 」 して,自 ら その 諸 力 を 展 開 す

る こ とで あ り,「 徳 」 とは,こ の レス ポ ン ス に よ って 「生 産 的productive」 に生 き,自 らの

潜 勢 的 諸 力 を 発 現 せ しめ,そ の本 来 的 「自己 」 を 「実 現realize」 せ しめ る こ と に他 な らな い。

そ れ 故 に,「 生 産 性productiveness」 とは,自 らの 本 来 的`「自然 」 か らの 呼 びか け に レス ポ

ン スす る こと に よ って な され る主 体 的 行 為 を 形 容 す る語 で あ る とい え るの で あ る。

以 上 の フ ロ ムの 所 説 は,「 実 存 的 二 分 性 」 に直 面 し,そ の つ どに 自 らの 行 為 を 選 択 す る こ

とを 迫 られ る具 体 的 な状 況 の う ちに あ る人 間 に即 して 了解 され ね ば な らな い 。 す なわ ち,孤

独 の う ちで 自 らな すべ き行 為 を 選 択 し よ う とす る人 間 は, ,さ しあ た って は 自 らの う ち な る本

来 的 な 諸 力 の さ し示 す方 向 に そ って,換 言 す れ ば,潜 勢 す る本 来 的 諸 力 を 発 現 せ しめ るべ き

行 為 を選 択 す る他 は な い 。 す な わ ち,フ ロム の い う と ころ の 「良 心 の 声 」 と は,そ の行 為 を

選 択 し よ う とす る ひ と の 内奥 か ら湧 出 す る本 来 的 な諸 力 のや む にや ま れ ぬ 衝 迫 で あ り,そ の

衝 迫 に従 う こ とに よ って,各 人 は,そ の 充 全 な意 味 に お い て彼 自身 で あ る(tobehimself)

こ とが で き るの で あ る。
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と ころで,こ の よ うな 「生 産 性 」 は,第 ∬節 で指 摘 した 「自発 性 」 の 矛 盾 を止 揚 す る。 今

一 度 くりか えす な ら
,"spontaneity"は,「 ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 「自か らspontaneous」

の 展 開 を示 す と共 に,人 間 の 自由 意 志 を 介 して の 主 体 的 「自発 的spontaneous」 行 為 を も示

す とい う矛 盾 を含 ん で い た 。 しか し,こ の 矛 盾 は,各 自の分 有 す る本 来 的 「自然 」 へ の レス

ポ ン スで あ る 「生 産 的 ア ク トproductiveact」 に,二 つ の 構 成 契 機 と して包 含 され る。 何 故

な ら,こ の 「ア ク ト」 は,本 来 的 「自然 」 へ の レス ポ ンス と して の ア ク トで あ る が故 に,「 自

然 」 そ れ 自体 を 「自か ら」 に展 開 せ しめ る もの で あ る と い え る の で あ り,の み な らず,各 人

が 自 らの本 来 的 「自然 」 に リア ク トしつ つ,自 らの 全 存 在 を あ げて 自 らなす と ころ の もの で

もあ るが 故 に,主 体 的 「自発 的」 行 為 で あ る と も い え るか らで あ る。従 って,こ の よ うな 両

契 機 を 同 時 に包 含 す る 「生 産 性 」 は,「 自発 性 」概 念 の 外 見 上 の矛 盾 を 止 揚 す る概 念 で あ る

とい い う るの で あ る。 この 意 味 を含 め て フ ロム は,「 生 産 性 」 を 次 の よ う に説 明 す る。 す な

わ ち,「 生 産性 」 は 「自身 の 諸 力 を用 い,そ の もち ま え の 潜 勢 諸 力 を発 現 せ しめ る こ との で

き る能 力」66)と い う形 で 各 人 の う ち に認 め られ るの で あ り,さ らに,こ の よ うな 「能 力 」 を

用 い て 「各 人 が 自 らを 自身 の 諸 力 を 具 体 化 す る ものembodimentofhispowerと して体 験

す る」64)こ との うち に示 され る と。 この 「生 産 性 」 の 体 験 に お い て,「 各 人 は,自 分 が 自身

の 諸 力 と一 体 で あ る こ とを 体 験 す る」66)の で あ り,そ の際 「か れ に と って そ の 諸 力 は隠 され

た もの で も な け れ ば,疎 遠 で い わ ば 疎 外 され たalienated力 で もな く」66)自 身 の 内 奥 に帰 属

す る 自分 自身 の 力 と して 体 験 され る の で あ る。

しか し,こ の 「生 産 性 」 の メル ク マー ル で あ る 「諸 力 の具 体 化 」 は,以 上 の 記 述 か らも 明

らか な よ う に,単 に各 人 が 自 らの 個 性 的 な 「諸 力 」 を発 現 せ しあ る こ とに つ き るの で はな く,

各 人 が それ ぞ れ に分 有 す る 「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に 属 す る普 遍 的 か つ 本 来 的 な 「諸 力 」

を 発 現 せ しめ る こと を意 味 す る。 しか も同 時 に,こ の よ う な 「諸 力」 の 発 現 で あ る 「生 産 的

ア ク トproductiveact」 は,単 に それ が 主 体 の 潜 勢 諸 力 の発 現 で あ るが 故 に 「生 産 的 」 と形

容 され るで はな く,む しろ,そ れ が 活 動 対 象 の潜 勢 諸 力 へ の 積 極 的 働 きか けで あ り,さ らに

そ れ らの 「諸 力 」 を 発 現 せ しめ る もの で あ るが 故 に,「 生 産 的」 と形 容 され るの で あ る。 か

くして,各 人 は,こ の個 性 的 で あ る と同 時 に普 遍 的 な 「諸 力」 の 発 現 を通 じて,対 象 に お け

る 「諸 力」 を 発 現 せ しめ,そ れ を通 じて 自 らの 個 性 的 な 「生 」 を 他 の 諸 個 人 との 関 係 に お い

て 「肯定 」 す る こ とが 可 能 と な る 。換 言 す れ ば,各 人 は,「 自 らを 自身 の 諸 力 を 具 体 化 す る

もの と して 体 験 す る」 こ とを 通 じて 「独立 した 自己 で あ り な が ら,し か も孤 立 せ ず,逆 に 世

界 と結 び 合 う積 極 的 自由 の状 態 」 を現 出 せ しめ る こ とが 可 能 と な る とい え るの で あ る。 そ れ

故 に,フ ロ ムの い う と こ ろの 「自己実 現 」 とは,こ の よ うな 「生 産 的 ア ク ト」 に よ って の み

可 能 な もの で あ り,か つ,そ れ は,「 積 極 的 自 由」 の達 成 と不 可 分 の 関 係 に 立 つ とい え るの

で あ る。
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と は い え,こ の 自他 に 内 在 す る 「諸 力」 は,自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 に直 面 しそれ を克 服

す べ く行 為 し よ う とす る主 体 に と っ て は,決 して 何 らか の 実 体 と して あ らか じめ そ の 実在 の

確 証 され た所 与 で あ るわ け で はな い 。 に もか か わ らず,主 体 は,そ のつ ど に,何 らか の 形 で

他 に対 して働 きか け ざ るを え な い 。 その よ う な行 為 に際 して,主 体 を 支 え う る も の こそ が,

フ ロ ムの い う と ころ の 「良 心 の 声」 に 他 な らな い が,し か し,そ の 「声 」 に従 う こ と 自体 が,

主 体 の 孤 独 な決 断 に属 して い る の で あ る。 そ れ 故,こ の決 断 を支 え る に た る もの は,外 在 的

か つ 客 観 的 な 知 識 で は な く,む し ろ主 体 に 自 らの もの と して う け と られ た知 識67),す な わ ち

フ ロ ムの い う と ころ の 「信 念faith」 に まで 高 め られ た 知 識 で あ る他 は な い。 フ ロ ム は,こ

の よ うな 「信 念 」 一 よ り正 確 に は 「合 理 的 信 念rationalfaith」 一 を,自 分 の こど も が重 病

で あ る父 親 を 例 と して,次 の よ うに 説 明 して い る68)。

か れ に よれ ば,そ の 際,父 親 が,「 私 は楽 観 して い る」 とい うの な ら,そ れ は あ ま りに も

この 状 況 か らは超 然 と した(detatched)よ そ よ そ しい(distant)ひ び き を もつ で あ ろ う し,

又,何 の実 際 的 な 根拠 もな いの に 「助 か る と確 信convinceし て い る」 と い う こと もで きな

い 。 か れ が い う こ との で き る の は,た だ,「 こ の こは 助 か る もの と信 じて い るIhavefaith」

とい う こ との み で あ る。 しか し,そ の 際 の 「信 念 」 と い う こ とば に は,「 ぜ ひ と も助 っ て ほ

しい とい う一 途 な ね が い が,さ らに は で き る こ と な らな ん で もす る用 意 が あ る」 と い う決 意

が こあ られ て い る。 す な わ ち,「 私 自身 が 私 の 観 る状 況 の部 分 で あ り,私 が そ こに参 加 して

い るIamengaged」 か ぎ りで は,「 私 」 は,そ の つ どの 不 確 定 な 状 況 の なか で 「私 自身 」

の 根源 的 な 「信 念 」 に 支 え られ て 決 断 し 自 らの 全 存 在 を あ げ て 行 為 す る他 はな い の で あ る69)。

そ の 際,「 信 念 」は,そ の ひ と 自身 の う ちに 根 拠 を 有 しな い「非 合 理 的信 念irrationalfaith」

で あ って は な らず,か れ 自身 が 「関 連 す るあ らゆ る デ ー タ を 十 分 に わ き ま え て い る」 「合 理

的信 念 」70)で あ って こ そ,充 分 に か れ の 決 断 と行 為 と を支 え るに た る。 そ れ 故 に,フ ロ ム は,

「信 念 を もつ とい う こ と は,思 い切 って な す こ とtodaveで あ り,考 え られ な い こ とを もあ

え て考 え る とい う こ とで は あ るが,そ れ は,現 実 的 な 可 能 性 の 限 界 内 で 活 動 す る こ と で もあ

る」71)と も述 べ るの で あ る。 しか し,こ こセ の 「可 能 性 の 限 界 内」 は,か れ の 行 為 の制 約 で

は な く,む しろ か れ が な し う る ぎ り ぎ りの限 度 ま で行 為 す る こ とを 意 味 す る。 す な わ ち,「 信

念 」 とは,そ れ を もつ ひ と の存 在 の 根底 に か か わ るが 故 に,消 滅 す る こ との あ りえ な い 「希

望hope」 の 別 名 で あ り,そ こで,こ の よ うな 希 望 と して の 「信 念 」 に 支 え られ た行 為 は,

そ の っ ど に 主 体 の 全 存 在 をか け て,し か も,く りか え し行 な わ れ ざ るを え な い の で あ る。 そ

れ 故 に,フ ロ ムは 次 の よ う に述 べ る。 「信 念 とは,日 々 に メ シア を 熱望 しな が ら,し か も予

言 され た 時 が 満 ちて 未 だ メ シア が 降 臨 しな くと も落 胆 しな い とい う逆 説 的 な 希 望paradoxi」

calhopeで あ る」71》と。

自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 に直 面 し,「 絶 対 的 な 自 己 中心 性 とい う牢 獄 」 に 閉 じ込 め られ な
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が ら,自 らの 力 に よ って 他 に 働 きか け,そ れ に よ っ て新 た な 結合 の 形 式 を 見 出 そ う とす る ひ

と に と って,そ の孤 独 な 行 為 を 支 え る に た る も の は,た だ 今 述 べ た意 味 で の 「逆 説 的 な希

望 」 と して の 自他 に 内在 す る 「自然 」 へ の 「信 念 」 の み で あ る。 この 「自然 」 は,そ れ が

「自 ら にspontaneous」 発 現 す る こ とを ただ 待 つ こと に よ って得 られ る もの で は 決 して な く,

各 人 が 自 らな し う るか ぎ りの こ とを な す こ とに よ って の み は じめ て得 る こ との で き る と こ ろ

の もの で あ る。 しか も,こ の 「自然Jは,他 な らぬ か れ 自身 の存 在 の根 底 を な しか れ を か れ

た ら しめ る根 拠 で も あ るか ら,そ れ を求 め る努 力 は限 界 づ け られ な い もの で あ るば か りか,

む し ろ裏 切 られ る こと に よ っ て一 層 も とめ られ る と こ ろの もの な ので あ る。 この意 味 に お い

て こそ,自 他 に 内 在 す る 「自然 」 へ の 「信 念 」 は,「 逆 説 的希 望 」 で あ る とい え る ので あ る。

しか し,こ の 「信 念 」 は,そ れ が各 人 に 固有 の体 験 に 根 を もつ もの で あ って は じめ て,単 な

る幻 想 で は な く,か れ 自身 の 強 固 な 「信 念 」で あ りう る。 そ こで フ ロ ム は,「 合 理 的 信 念 の 基

磯 は,そ の ひ との生 産 性 で あ る」 と述 べ る の で あ る。 こ こで は,「 生 産 性 」 の体 験 と 「信 念 」

との 間 に,次 の よ うな循 環 が想 定 され て い る もの と思 われ る。 す な わ ち,ひ とが 自 らの 諸 力

を 自 ら発 動 す る と い う充 実 した,し か も根 源 的 な 喜 び にみ た さ れ た 「体 験」 を有 つ こ とが,

か れ の 自他 に 内在 す る 「自然 」 へ の 「信 念」 を 根 拠 づ け,次 い で,こ の 「信 念 」 が,自 他 の

「自然 」 へ の レス ポ ン スで あ る生 産 的 ア ク トを支 え る ので あ る。 そ して この よ うな循 環 に 伴

って こそ,ひ との 「自 己実 現 」 は可 能 とな る もの とい え よ う。

しか し,こ の よ うな 「生 産性 」 と 「信 念 」 との 「循 環 」 の外 に 自 らを お くひ とに と って,

す な わ ち,自 らの 「二 分 性 」 か ら 「逃 避 」 して「自 己 喪 失 」す るか あ る い は 「にせ の 自己」 と

して在 るひ と に と って,こ の よ うな 「循 環 」 の 可 能 性 は どの よ う に して 開 か れ るの で あ ろ う

か。 こ こに再 び先 に も 引用 した フ ロ ム の い う と こ ろの 「良 心 の 声 」 が か か わ っ て くる。 この

「真 の 自己 の声 」 は,各 人 に二 重 の形 で よ び か け る とい え る。 す な わ ち,第 一 に,自 らの

「二 分 性 」 か ら逃 避 して い るひ と に対 して,そ の 「二 分 性 」 に 直 面 す べ く呼 びか け る と と も

に,第 二 に,そ の 「二 分 性 」 に 直 面 す る が故 に孤 独 に お ち こん だ ひ とに 対 して,ほ か な らぬ

か れ 自身 の う ち に,そ して かれ が働 きか け よ う とす る対 象 の う ち に も,か れ の ア ク トを 支 え

そ れ に応 え る 力 の存 す る こ とを示 し,そ れ に よ って 自 らを世 界 に 関 係 づ け るべ くよ びか け る

の で あ る。 この 「良 心 の声 」 に 「応 答 す る」 とい う こ と は,そ の ひ とが 自 らの う ちに 自他 の

「自然 」 につ いて の 「信 念 」 を形 造 る とい う こ とで あ り,さ らに は この 「信 念 」 に 支 え られ

た 生 産 的 ア ク トを な しう る に至 る とい う こ とで あ るか ら,そ れ は即 座 に,か れ が,「 生 産 性 」

と 「信 念 」 との 「循 環 」に 自 らを 組 入 れ た と い う事 を 意 味 す る とい え よ う。 さ らに い え ば「良

心 の声 」 に 「応 答 す る」 と い う こと は,自 らの 現 存 に め ざ め,し か も そ の本 来 性 に め ざ め る と

い う二 重 の 意 味 で,か れ が 「自己覚 醒self-awareness,Selbst-erweckung」 す る とい う こ と

を 意 味 す る。 そ して,こ の よ うな二 重 の 意 味 で の 「自 己覚 醒 」 を 通 して,各 人 は,自 らの う
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ち に 自他 の 「自然 」 へ の 「信 念 」 を形 造 り,「 生 産 的 ア ク ト」 を 自 らな す に至 るの で あ るげ

か く して,フ ロ ム の い う と ころ の 「生 産 性 」 と は,い ま述 べ た意 味 に お け る 「自己覚 醒」

を介 して,自 らの 全 存 在 を あ げ て 自 らを世 界 に 向 けて 関 係 づ け る主 体 の あ り方 を示 して い る

と もい え るで あ ろ う。 この 関 係 づ け は,自 他 に 内在 す る 「自然 」 へ の 「信 念 」 に よ って支 え

られ た 自 らの 「二 分 性 」 へ め リア ク トと して の ア ク トで あ る。 この ア ク トこ そ が,フ ロ ムの

い う と ころ の 「生 産 的」 ア ク トに他 な らな い が,こ の 「ア ク ト」 は,先 に も述 べ た よ うに,

「信 念 」 に支 え られ つ つ 自他 の 「自然 」 に直 接 に働 き か け,そ の 潜 在 す る諸 力 を 解 放 す る も

の で あ るが 故 に,「 生 産 的 」 と形 容 され る の で あ る。 フ ロ ムは,こ の 「生 産 的 ア ク ト」 を な

す ひ と の あ り方 を,「 生 産 的 オ リエ ンテ ー シ ョン」 と呼 ぶ 。 この 「オ リエ ンテ ー シ ョン」 は,

各 人 の 究 極 的 に は止 揚 され 得 な い 「二 分 性 」 へ の 限 りの な い リア ク トに と もな って,不 断 に

再 編 され 再 体 制 化 さ れ る。 そ して こ こに,そ れ を通 じて 徐 々に,フ ロ ム の い う と ころ の 「生

産 的 性 格productivecharacter」 がか た ち つ くられ て くる ので あ る。

さて,フ ロム の 「倫 理 学」 に お い て は,「 生 産 的 ア ク ト」 は,自 他 に 内在 す る諸 力 を展 開

せ しめ る もの で あ るが 故 に,「 善 」 で あ る。 さ らに,「 生 産 的 性 格 」 は,一 方 で,各 人 が生

産 的 に生 き る こ とに よ って 自分 自身 の 存 在 へ の責 任 を ま っ と うす る こ と に よ る所 産 で あ るが

故 に,他 方 で,そ の 「性 格 」 に規 定 され た すべ て の 「ア ク ト」 を 「善 」 な る 「生 産 的 ア ク ト」

た ら しめ る もの で あ るが 故 に,そ の二 重 の意 味 に お い て,か れ の 「徳 」 を 保 証 す る。 それ 故

に こそ・ フ ロム は 次 の よ う に述 べ るの で あ る。 す な わ ち,「 成 熟 した統 合 的人 格matureand

integratedpersonalityが 有 す る性 格 構 造,す な わ ち生 産 的 性 格 こそ が,徳 の 源 泉 と根 拠 と

を 構 成 す る」72)と 。

この 「成 熟 した統 合 的人 格 」 は,フ ロ ム の い う と ころ の 「意志 と理 性 とに 導 び か れ 体 制 化

され 統 合 され たパ ー ソナ リテ ィの 総 体 」 で あ る 「自 己」 に,直 接 に対 応 す る。 しか も,こ の

「人 格 」 は,各 人 の 「生 産 的 ア ク ト」 の 所 産 で あ るか ら,そ れ は 本 来 的 な 「ヒュ ーマ ン ・ネ

ー チ ァ」 に属 す る 「自己」 で もあ る とい え よ う
。 か く して,次 の よ うな 連 関 が あ き らか と な

る。 す な わ ち,こ の 「成 熟 した 統 合 的 人 格 」 の 形 成 過 程 は,個 々 の主 体 が 「生 産 的 ア ク ト」

を くりか え す こ とに よ って,一 方 で,自 らを 自 らの意 志 と理 性 とに 導 び か れ る体 制 化 され た

「自己 」 に まで 形 成 す る過 程 で あ り,他 方 で,本 来 的 な 「自己」 とな る過 程 で あ るか ら,こ

の二 重 の 意 味 の 「自 己」 の形 成 過 程 と して 真 の 「自己 実 現 」 過 程 で あ る とい え る。今 一 度 く

りか え す な ら,こ の 二 重 の意 味 で の 「自己 実 現 」 が 可 能 で あ る の は,「 生 産 性 」 が 「自発 性 」

の外 見 上 の 矛 盾 を 真 に止 揚 す る と ころ の もの で あ るが 故 で あ る。 さ らに この二 重 の 意 味 で の

のし ヘ ヘ ヘ へ

「自己」 は,自 他 の本 来 的 「自然 」 に レス ポ ンス し,そ れ を 解 放 しつ つ 実 現 す る と ころ の も
ヘ へ

の で あ るが 故 に,そ れ は,自 他 に対 す る 「責 任responsibility,Verantwortung」 の主 体 で あ

る と もい え よ う。 そ れ 故 に,真 の 「自己実 現 」 で あ る 「成 熟 した統 合 的人 格 」 の形 成過 程 は,
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同 時 に,各 人 が 自 らを 自律 的 な 「人 格personality,Person」 にま で 形 成 す る過 程 で もあ る と

い え よ う。 最 後 に,こ の 「自 己実 現 」 は 「生 産 的 性格 」 の 体 制 化 と して,ま た,こ の 「性 格 」

が 各 人 の 「徳 」 を 保 証 す る と こ ろ の も の で あ る こ とを 考慮 す るな ら,従 来 の教 育 学 的 カ テ ゴ

リー を用 い て 「品 性 の 陶 治Charakter-bildung」 と名 付 け う る過 程 と して も あ とづ け る こ と

が で き る とい え よ う。

か く して,フ ロ ムの い う と ころ の 「自己実 現 」 の全 体 構造 が お お よ そ明 らか な もの とな る。

それ は,第 一 に,二 重 の 意 味 で の 「自 己」 の実 現 過 程 で あ り,第 二 に,各 人 の 「人 格 」 の形

成 過 程 で あ り,第 三 に,か れ の 「品 性 の陶 治 」 と して あ とづ け う る よ うな 過 程 な の で あ る。

V

以 上 の考 察 に よ って,フ ロ ム の 「自 己実 現 」 論 に 関 して 序論 で 提 起 した 問 い に答 え る こ と

が,幾 分 と も可能 とな った よ う に思 われ る。 か れ の い う と こ ろの 「自 己実 現 」 とは,各 人 が,

「自 己覚 醒」 を介 し,自 らの全 存 在 を あ げ て そ れ ぞ れ の仕 方 で くりか えす 「生 産 的 ア ク ト」

を通 して,自 らを 「成 熟 した統 合 的人 格 」 に ま で 形 成 して ゆ く過 程 に他 な らな い。

と ころ で, .こ の 「自己 覚 醒 」 に は,第 一 に,現 存 の 「自己 」,第二 に,そ れ を 意 識 す る 「自

己 」,さ らに第 三 に,意 識 す る 「自己 」 に 当 為 あ るい は要 請(request.Postulat)と して示 さ

れ る 「自己 」 の 三 者 が 関与 して い る。 「実現 」 され るべ きは 第 三 の そ れ で あ る とい え る が,

この 「自己」 は,一 方 で,主 体 自身 の 自己形 成 的努 力 の み が も た ら しう る と ころ の もの で あ

り,他 方 で,主 体 に本 来 的 な意 味 で の 「自 然 」 と して示 され る 「ヒ ュー マ ン ・ネ ー チ ァ」,

換 言 す るな ら自 ら に 内在 す る もの と して 示 され る 「潜 勢 的諸 力」 の 「現 実 化」 で もあ る とい

う二 重 性 を有 して い る。 これ を別 の 角度 か らい うな ら,自 らの う ち な る本 来 的 「自然 」 に レ

ス ポ ンス し よ う とす る主 体 の努 力 そ の もの が,そ れ に よ って 「現 実 化 」 され る 「自己」 に二

重 の 性格 を与 え る と い う こ と もで きよ う。 フ ロ ムの い う と ころ の 「自 己実 現 」 に は この 意 味

で の二 重 性 が 存 す るの で あ る。 この点 に 留 意 す るな ら,か れ の記 述 の外 見 上 の 矛盾,す な わ

ち 第1節 お よび 第 皿節 で 検 討 した一 見 相 反 す る見 解 が 同 時 に 述 べ られ る と い う矛 盾 は,フ ロ

ム 自身 の 文 脈 に お いて 内的 に一 貫 した もの と して 把 握 す る こ とが 可 能 とな るで あ ろ う。 す な

わ ち,今 の べ た よ う に,フ ロム の い う 「自己 」 が,人 間 に と って の先 験 的 か つ 実体 的 な 所与

で は な く,む し ろか れ の そ の つ ど の 行 為 に示 され る当 為 あ る い は要 請 と して の本 来 的 な 「自

然 」 で あ る とす る な ら,第1節 に お け る 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 の 「自 らspontaneous」

の 展 開 に 関 す る フ ロ ムの所 説 と,第 皿節 に お け る 自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 に 「自発 的spon・

taneous」 に くりか え し リア ク トす る こ と に よ っ て な さ れ る 自己 形 成 の努 力 に 関 す る フ ロ ム

の所 説 と は,各 人 の そ の つ ど の 決 断 と行 為 と にか か わ る 「倫 理 」 を媒 介 と して,よ り高 次 の
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レベ ル で統 一 され 再 生 す る と い え る で あ ろ う。

言 い換 え れ ば,フ ロ ムの 用 い る"spontaneity"に は,次 の三 つ の レベ ル が あ る と も いえ よ

う。 つ ま り,第 一 に,自 らの 「実 存 的 二 分 性 」 へ の即 自 的 ・前反 省 的 な リア ク トに お け る

"spontaneity"
,即 ち 「ヒュ ー マ ン ・ネー チ ァ」 に属 す る 「もち ま え の諸 力 」 の 「自 らの

sPontaneous」 展 開 で あ る よ うな 「自発 性 」 が あ る。 この レベ ル の それ は,こ ど もの あ そ び

に見 出 し う るで あ ろ う。 第 二 に,自 らの 「実存 的 二 分 性 」 へ の対 自 的 な リア ク トにお け る そ

れ,す な わ ち,何 等 か の 程 度 で 意 識 的 ・主 体 的 な 「自発 的 ア ク ト」 と して の 「自発 性 」 が あ

る。 最 後 に 第三 に,自 らの 「実 存 的二 分性 」 に,規 範 と して 示 さ れ る本 来 的 な 「自然 」 の 諸

力 を用 い る こ とに よ って 自 ら リア ク トす る とい う意 味 で の 「自発 性 」 が あ る。 この 「自発

性 」 は,本 来 的 「自然 」,あ る い は潜 勢 す る真 の 「自己 」 へ の レス ポ ンスで あ る が故 に,「 生

産 性 」 と呼 ばれ た。 そ れ 故 に,ま さ に この 「生 産性 」 と して の 「自発 性 」 に お いて,他 の二

つ の レベル の 「自発 性 」 は保 存 され つ つ止 揚 さ れ て い る とい え るの で あ る。 この こと が,先

に 引用 した フ ロム の言 葉,す な わ ち 「自発 性 か ら生 産 性 へ の 意 味 の 拡 張 」 の 含 意 で あ る と い

え よ う。 そ して,こ こに お い て フ ロ ム の理 .論は,内 的 に 統 一 され る と いえ る の で あ る。

た だ し,こ の 「拡 張 」 に は これ とは 別 の 含 意 も あ る。 フ ロム は,『 マ ン ・フ ォ ァ ●ヒム セ

ル フ』 の 序 文 で,次 の よ う に述 べ て い る。 「私 はr自 由か らの逃 走 』 で は,現 代 人 が,自 分

自身 か ら,そ して 自分 の 自由 か ら逃避 して い る こと を分 析 しよ う と試 み た の だ が,こ こで は

倫 理 の 問 題 を,す な わ ち人 問 の 自己 あ るい は潜 勢 力 を実 現 せ しめ る規 範 と価値 との 問 題 を議

論 す る」73)と 。 この 引用 か ら も明 らか な よ うに,批 判 の 作 業(r自 由か らの 逃 走 』)の う ちで

い わ ば 陰 画 と して うか び あが って きた 「自発 性」 と い う概 念 は,今 一 度 積 極 的 に理 念 と して

定 式 化 され ね ば な らず,そ こで 「生 産 性 」 とい う概 念 が 選 ば れ た(『 マ ン ・フ ォ ァ ●ヒム セ

ル フ』)と い う こと もで きる か も知 れ な い 。 換 言 すれ ば,所 与 の 社 会 の う ち で 「自 己喪 失 」

す るか あ る い は 「にせ の 自己」 と して 自足 的 に安 定 して い る諸 個 人 は,「 自発 性 」 を メル ク

ヘ ヘ へ 　し 　し ヘ

マ ール と して,す な わ ち 自 らの う ちの 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 へ の レス ポ ン スの 程 度 を 尺

度 と して 批 判 的 に対 象 化 さ れ う る。 しか し,こ の批 判 を 自 らの こ と と して 正 当 に う け と め る
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

ため に は,こ れ らの諸 個人 は,そ の 具 体 的 な諸 関係 の う ち で,自 他 に 内在 す る普 遍 的 な 「自

然 」 と して の 「ヒュー マ ン ・ネ ー チ ァ」 へ の十 全 な レス ポ ン スで あ る 「生 産 的 ア ク ト」 を く

りか え す 他 は な い。 そ して,そ れ に よ って の み,各 個 人 は,自 律 的 な 「責 任 」 の主 体 と して

の 「自己」 を 回 復 し,自 らを 「人 格 」 た ら しめ る こ とが で き るの で あ る。 それ 故 に,フ ロム

の い う と ころ の 「自発 性 か ら生 産 性 へ の 意 味 の拡 張」 そ の もの が,実 は,こ の よ う な具 体 的

な諸 個 人 の 自己 回 復 の,さ ら には 自 らの 人格 の 形 成 の実 践 を示 して い る と もい え るの で あ

る。

か くして こ こで,序 節 で 提 起 した 問 い に 答 え る こと が可 能 とな った もの と思 わ れ る。 序 節
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で は,ラ ンゲ フ ェル トの 所 論 に 従 って,フ ロム の 「自 己 実現 」論 に 関 す る三 つ の批 判 点 を指

摘 した。 第 一 の批 判 は,実 現 され るべ き 「自 己」 が先 験 的 か つ 実 体 的 な 所 与 で あ るか の ご と

く立 論 され る事 に 向 け られ て い た 。 しか し,こ の 批 判 が妥 当 しな い事 は,こ れ ま で の 検 討 が

す で に示 して い る。 この 批 判 の 妥 当 す るか に見 え る 「自己」 の規 定 は,個 々 の行 為 に示 さ れ

る 当 為 な い し要 請 の 内 容 と して,あ る い は,そ の行 為 を支 え る 「信 念 」 の 内 容 と して 論 述 さ

れ て い るの に す ぎな い か らで あ る。 さ らに,フ ロ ム の 「自己 実 現 」 論 は,各 入 が 自 ら く りか

え す 「生 産 ア ク ト」 を 通 じて 自 らを 本 来 的 「自己」 へ 形 成 して ゆ く過 程 に 関す る論 で あ る か

ら,第 二 の,自 己 形 成 へ の 主 体 的努 力 が看 過 され る とい う難 点 の 指 摘 も,必 らず し も妥 当 し

な い とい え るで あ ろ う。

第三 の一 般 的 難 点 の 指 摘,す な わ ち成 人 か らの 意 図 的 作 用 と して の教 育 が人 間 の発 達 の 必

然 的 契 機 と して と らえ られ え な い とい う指 摘 に 関 して は,本 稿 で の 作 業 に も とつ くか ぎ りで

は,直 接 に反 論 す る こ と は で き な い 。 た だ し,以 下 の諸 点 を そ の手 が か り と して呈 示 す る こ

とは 可 能 で あ るか も しれ な い。 まず,フ ロム の 「自 己実 現 」 論 は,先 に述 べ た 「自発 性 か ら

生 産 性 へ の意 味 の拡 張 」 の含 意 か ら も明 らか な よ うに,自 他 に 内在 す る本 来 的 「自然 」 で あ

る 「ヒュ ー マ ン ・ネ ー チ ァ」 に対 して,「 生 産 的 」 に レス ポ ンス す る主 体 に つ い て の 論 で あ

る。 就 中,他 者 の本 来 的 ド自然 」 ヘ レス ポ ンスす る こ とに よ って,真 に 自 らの 本 来 的 「自然 」

に レス ポ ンス す る ひ との あ り方 は,フ ロ ム の い う 「第 一 次 的絆 」 で 子 供 と関 わ って い る母 親

に典 型 的 に示 され て い る とい え よ う。 そ の 際 に,フ ロム が,こ の よ うな 「生 産 的 愛produc・

tiveloveの 特 徴 」 を 示 す 「基 本 的 な諸 要 素 」 と して あ げ て い る 「きつ か いcare,貴 任(=

十 全 に応 答 す る こ と)responsibility,尊 敬respect,そ して 知 識knowledge」74)は,自 らの

「生 産 的 オ リエ ンテ ー シ ョン」 を 自 ら不 断 に再 構 築 す る こ と に よ って 「自 己」 を 実 現 すべ く

努 力 す る他者 に対 す る 「生 産 的 」 関 わ りそれ 自体 を 基 本 的 に成 立 せ しめ る諸 要 素 と して読 み

か え る こ とが で き る。 この よ う な 「生 産 的」 関 わ りに 関 す る フ ロ ム 自身 の所 説 こそ が,か れ

の 『アー ト ・オ ブ ・ラヴ ィ ングArtofLoving』 の主 題 で あ る とい え る。 その 際,こ の 「愛 」

の 「アー ト」 は,先 述 の 「人 生 の ア ー ト」,す な わ ち人 間 が 入 間 と して 生 きよ う とす るか ぎ

り従 わ ざ るを え な い筋 道 と して の 「生 き方 」 を 構 成 す る 中心 的 な部 分 な の で あ る。換 言 す れ

ば,フ ロ ム の理 論 に あ って は,「 自己 」 を 実 現 す べ く努 力 す る他 者 へ の 「生 産 的 」 関 わ りそ

の もの が,実 は,翻 っ て そ の よ うに 関 わ るひ と 自身 の 「自 己」 実現 そ の もの に 深 く関 わ って

い る と考 え られ て い るの で あ る。 この よ う な 「生 産 的 関 係 」 に 関 す る実 り多 い フ ロ ム の所 説

を,こ こで十 全 に 検 討 す る こ と はで きな いが,少 な く と も以 上 の素 描 で,フ ロ ム の 「自 己実

現 」 論 が,「 生 産 的 関 係」 を 媒 介 と す る他 者 の 「自己 」 形 成 へ の 助 成 を そ の論 の う ち に含 ん

で い る こ とだ け は 明 らか で あ る と い え よ う 。 付 言 す るな ら,そ の際 に も 「生 産 性」 と 「信

念 」 との循 環 が見 出 せ る。 つ ま り,自 らの 「生 産 的」 体験 に 根 拠 を 有 つ 「信 念 」 に支 え られ
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た他者の 「自然」への働きかけは,他 者の 「生産的」活動への深い共感を伴っている。成人

から子供への働きかけの場合には,こ の共感は,第1節 で触れた子供の 「自己実現」へのや

むにやまれぬ共感であり,換 言すれば教育的パ トスそのものなのである。その際に,こ の教

育的パ トスに支え られた働きかけは,子 供のうちに自らのうちなる 「自然」への信頼を根付

かせ,そ れが 「生産性」と 「信念」 とのプ リミティヴな循環を成立せ しめ,子 供 自身の 「自

己実現」を可能な らしめるといえよう。さらにその際,他 者の 「自然」への教育的パ トスに

支えられた働 きかけは,働 きかけるひと自身にとっての 「生産的」「体験」であり,そ れがか

れの 「信念」 と循環し,か れ自身の 「自己実現」を可能ならしめるともいえよう。か くして,

フロムの 「自己実現」論には,「 生産的」 関わ りを媒介 とする二重の 循環 としての 二重の

「自己実現」が含意されていると考え られるのである。 この 「生産的」関わりこそは,成 人

から子供への意図的働きかけであるところの教育を成立せ しめる土台であるといえないであ

ろうか。ランゲフェル トの第三の難点の指摘も又,今 述べた理由から,フ ロムのこの論には

必 らずしも妥当しないものと考えるのである。

さて,以 上の考察を翻ってみるな ら,フ ロムが,人 間の内在的で本来的な 「自然」である

「ヒューマン ・ネーチァ」について述べるときには,実 は,か れはかれ自身の生にかかわる

「逆説的な希望」をあえて論述 しようとしているともいえるであろう。すなわち,か れのこ

の論 は,主 として治療実践において他者と関わってきたかれ自身が,そ の自省にもとついて

なす所信の表明であり,あ るいはその表明による我々へのよびかけである。 このよびかけへ

の 「応答response」 が十全になされるのなら,そ のひとはかれ 自身の内部に「逆説的な希望」

としての 「信念」をかたちづ くり,そ れがかれ自身のうちで 「生産性」と循環 して,「 自己

実現」を可能ならしめるといえるであろう。すなわち,か れの所説に含まれる 「生産性」 と

「信念」との循環は,同 時にこの所説自体が生み出す循環 とも想定されているものと考えら

れるのである。

以上,フ ロムの 「自己実現」論を,ラ ンゲフェル トの一般的難点の指摘を手がか りに考察
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あるいは 「生産性」概念の提起自体が,フ ロイ トの理論に対する内在的批判を意図 しつつな

されたものである91)ことか らすれば,こ の論の十全な理解は,実 はフロイ トの論に遡行する

ことによってのみ可能であるといわざるを得ない。このことを指摘 して,本 稿での考察はひ

とまず終えることにしたい。
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SPONTANEITYANDPRODUCTIVENESS

一〇NERICHFROMM,STHEORYOF

THESELF-REALIZATION.

TSUNEMITANAKA

Onseveraloccationsthetheorythatiscalledtheself-realizationorself-actualization

isreproachedforitsp士esupposingthe``self"assomethingsub6tantialinman'snature.

Inthisarticletheauthorintendsto.examinewhetherthereproachisalsoappropriate

toErich.Fromm'stheoryornot,inquiringintohisconceptofspontaneityandpro.

ductiveness.

Incertaincircum6tancesFrommtriestoexplainman'sself-realizationastheprocess

ofhisinherentpowers'exercising.Inthiscaseself-reahzationisregardedapparenty

astheprocessinwhichthe``self"astheinherentsubstanceinhumannatureunfolds

itselfnaturally(=spontaneously).

ButFrommalsoreferstoman'snegativefreedomandexistentialdichotomiescaused

byhisbiologicalweakness.Inthiscontext.human。1)eingisdefinedasanexistencethat

iscompelledbythisdichotomiestounitehimselfspontaneoously(=leadedthroughhis

ownfreewill)withtheworldandtoorganizehisownpersonalitytothisrelationship

andthustorealizehisownpotentialities.Therefore,Frofnm'sconceptoftheself-

realizationimpliestheman'sspontaneousprocesstorealizehisownpotentialities.

So,inordertoovercomehisdichotomiesand.thustoaflirmhisIifewithinthe

relationshipinwhichheisinvolved,manmustactuponthe``primary"potentialities

intheobjectwithhisown``primary"potentialities.Asthis``primary"potentialities

consiststhecoreofthe``self"whichmustberealized,the``self"issomucharequest

imposedondeterminatingwhatistobedonea6somethingsubstantial.Byresponding

tothisrequestandbyreactingontheprimarypotentialitiesinothers,mancandeve-

lophimselftotheindividualselfasthesubjectofhisresponsibilty.InFromm'stheory

thisartoflivingiscalled``productiveorientaion".Andtheself.realizationisthevery

processthatisprogressedthroughman'sproductiveact.

Thus,theproductivenesswhichisthekeyconceptofFromm'stheoryimpliesthe

spontaneityfoundintheexerciseofman'spotentialitiesandthespontaneityfou岨din

hisfreeactatatime.Theessentialprocessofwhatiscalled``self-formatioゴ'inedu.

cationalphilosophycanbeidenti丘ed.withtheself.realizationthroughman'sproductive

orientation.Therefore,theabove-mentionedreproachisnotappropriatetoFromm's

theoryoftheself-realization.


