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は じ め に

中 敬 夫

空 間 は根源的 な も の と し て 経験 さ れ う る だ ろ う か。

こ の よ う な 間 い に 接 し て すぐ に 思 い つ か れ る の は 、 近世主観主義 の 立場 か ら の 次 の よ う な

反論 で あ る 。 一一即 自 と し て の 空 間 の こ と は知 ら な L 、。 し か し L 、 や し く も 空 聞 が経験 さ れ

る べ き で あ る な ら ば、 こ の よ う な 空 間経験 は、 空 間 を 受 け 取 る 者 の 主観性を前提 と せ ざ る

を え な い。 従 っ て 経験 さ れ た 空 聞 は 主観 に 対 し て 相 対的 で あ り 、 根源的 ・ 絶対 的 な も の で

は あ り え な L 、。

で は 、 よ く 言 わ れ る よ う に 、 主客 が 区別 さ れ る 以 前 の 根源的経験の う ち に 、 空 間 性 を 取

り 込 む こ と は 可能 だ ろ う か。

こ こ で も 我 々 は 、 次 の よ う な 古典的 な 反論 に 出 く わす。 一一魂 と は 異 な り 、 空 間 お よ び

空 間 的 な 諸事物 は 、 実在的 に 分割 す る こ と が可能 で あ る 。 従 っ て 、 こ の よ う な 可分性 が す

で に し て 空 間 的延長の 不完全性 を 特徴 づ け る の み な ら ず、 多 な る 延長諸部分 は 、 ー な る 魂

と は 原理的 に 合一 し え な い で あ ろ う … …。 『第六省察』 の な か で デ カ ル ト は こ う 述 べ て い

る 。 「 （ … ） 私 は 次 の 点 で、 精神 と 物体 〈身体〉 の 聞 に 大 き な 差異 の あ る こ と を 認 め る 。 す

な わ ち 、 物体 〈身体〉 は そ の 本性か ら し て 常 に 可分的 だ が、 精神 は 全 く 不可分で あ る 」 （ I ) O 

さ ら に 『哲学原理』 第一部第23節 は 、 こ う 付 け 加 え る 。 「か く し て 物体 的本性 の う ち に は 、

場所的延長 と 同 時 に 、 可分性 も 含 ま れ、 し か も 可分 的 で あ る こ と は 不完全性で あ る の で、

神 が物体 で な い こ と は確実 で あ る 」 （ 2 ） 。

と こ ろ で、 こ の よ う な デ カ ル ト の 考え 〈 引 に 対 し て 、 恐 ら く は 最 初 に し て 最 大 の 異 議 を

唱 え た の は 、 ス ピ ノ ザ で あ る 。 デ カ ル ト の 著作 に つ い て の 単 な る 解 説 で あ る べ き は ず の

『デ カ ル ト の 哲学原理』 の 中 で、 す で に ス ピ ノ ザ は 次 の よ う に 自 説 を 匂 わ せ て い る 。 「 （ … ）

神 が非物体 的 で あ る こ と は 認 め ら れ な け れ ば な ら な い に し て も 、 こ の こ と は 、 あ た か も 延

- 43一



長 の す べ て の 完全性が神 か ら 遠 ざ け ら れ る べ き で あ る か の よ う に 解 さ れ て は な ら な L 、。 そ

う で は な く て た だ、 延長 の 本性 と 諸特性 が何 ら か の不完全性 を 含 む限 り に お い て の み、 遠

ざ け ら れ る べ き な の で あ る J ( 4 ） 。 実 際、 ス ピ ノ ザ に と っ て 「延長」 は 「ー に し て 不可分J

で あ り 、 「神 の 無限 に 多 く の 属性の ひ と つ」 で あ る 。 従 っ て 、 空 間 の 根 源 性 を 問 う 我 々 の

探求が、 ま ず ス ピ ノ ザ の 不可分延長論 の 検討か ら 出 発す る こ と は、 あ な が ち 不 当 な こ と で

も あ る ま L 、。

し か し 我 々 は 、 「空 間 は 根源的 な も の と し て 経験 さ れ う る だ ろ う かJ と 問 う た 。 た と え

ス ピ ノ ザ の 不可分延長 に 根源性が認め ら れ る と し て も 、 そ れ は経験 さ れ う る も の で あ ろ う

か。 も し 、 「 ス ピ ノ ザ の 合理主義』 の 中 で ア ル キ エ が繰 り 返 し 糾弾 し て い る よ う に 、 ス ピ

ノ ザ 『エ テ ィ カ 』 が 「人 間 的意識 に よ っ て 実現可能 な 真 の 経験」 を 越 え る も の な ら ば （ 5 ） 、

ス ピ ノ ザ哲学 は 我 々 の 問 い に 対す る 十分 な 回答を与え う る だ ろ う か。

そ こ で 第二 に 我 々 は 、 「経験」 の 観点か ら 空 間 の 問題 を検討す る 。 と こ ろ で 、 何 か を 経

験す る こ と は 、 経験 さ れ る も の の 側 か ら 言 う な ら 、 そ れ が意識 に 対 し て 「現れ る 」 こ と で

あ る 。 ゆ え に 根源 的 空 間 の 「現象」 を 問 う 本稿 の 第 二 章 は 、 「 端 的 な 経験 （ die schlichte 

Erfahrung） 」 と し て の 「知覚J か ら 出 発 し て 、 空 間 お よ び 空 間 的 な 事 物 に つ い て の 現 象

学 的 な 究 明 を遂行 し た 、 フ ッ サ ー ル の 『物 と 空間』 を組上 に の ぼ ら せ る こ と に す る 。 し か

し 結論 と し て は 、 「諸射映 （Abschattungen） 」 の 多 か ら 出 発す る フ ッ サ ー ル の 空 間 構成 論

は 、 そ の 前提 に 関 し て 批判 的 に 問 い直 さ れ る こ と に な ろ う 。

そ こ で第三 に 我 々 は 、 ス ピ ノ ザ と フ ッ サ ー ル を結ぶ も の と し て 、 メ ー ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン の

空 間 論 を 扱 う こ と に す る 。 し ば し ば フ ラ ン ス に お け る 現象 学 の 先駆者 と 目 さ れ る ビ ラ ン は、

そ の 空間構成論 に お い て も 、 （敏密 さ の 点 で は る か に 劣 る も の の ） フ ッ サ ー ル と の 著 し い

類似 を 示 し て い る 。 し か し ビ ラ ン に お い て特徴的 な の は 、 空 間 構成 の 前提 と し て 、 自 我 と

非我が分 か れ る 以 前 に 、 「未区分で不可分 の ひ と つ の 全体」 と し て の 「 原 初 的 空 間 」 を 認

め 、 し か も そ れ を 受容す る 能力 を 、 「直観」 一一我 々 の解釈で は 、 そ れ は 「 情 感 」 と 一 体

と な っ て い る一ーと し て 特定 し て い る と L 、 う こ と で あ る 。 そ れ ゆ え 、 ス ピ ノ ザ と フ ッ サ ー

ル と い う 一見奇妙 な 取 り 合 わ せ は 、 我 々 の ビ ラ ン解釈を参照 さ れ る な ら 、 十分 に 理解 さ れ

る で あ ろ う 。

従 っ て 、 本稿 は 以 下 の よ う に 分節 さ れ る 。

第一章 ： ス ピ ノ ザ に お け る 「ー に し て 不可分の 延長」

第二章 ： フ ッ サ ー ル の 空 間構成論

第三章 ： メ ー ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン に お け る 「原初的空間」

最後 に 我 々 は 、 以上三章の 考察か ら 、 く多 に お け る ー＞ と く多 な き ー＞ と い う こ と に 関
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し て 、 若干 の 結 論 を 引 き 出 す。 本稿 の 背後 に あ っ て 各 章 の 諸 考 察 を 導 い て い る 関 心 が 、

く多〉 と くー＞ を め ぐ る ひ と つ の 洞察 で あ る と い う こ と は 、 そ の 時理解 さ れ る で あ ろ う 。

一言で言 え ば、 根源的 な 空 間 （ の ） 川 経験 に つ い て の 考 察 を 通 じ て 、 く多 に お け る ー＞ の

根底 に く多 な き ー＞ を 見 い だす こ と 、 そ れ が本稿 の 意 図 な の で あ る 。

で は ス ピ ノ ザ か ら 始 め る こ と に し よ う 。

第一章 ス ピ ノ ザ に お け る 「ー に し て 不可分の延長」

( 1) 延長的実体の 不可分性

こ こ で は ス ピ ノ ザ の 実体論 に つ い て 詳論す る い と ま は な L 、。 「ー に し て 不 可 分 の 延 長 」

に つ い て の 後述 の 解 釈 の 前提 と な る 箇所 に 関 し て の み、 概略を 示 し て お く に 留 め よ う 。

ス ピ ノ ザ に と っ て 「実体」 （ ＝ 神 ＝ 自 然） は 、 ひ と つ し か な L 、 。 実 体 は 無 限 に 多 く の

「属性」 か ら 成 る が、 そ の 中 で人間精神が認識 し う る も の は 、 「思惟」 と 「延長」 の み で あ

る 。 属 性 は 「倍性が実体 に つ い て 、 そ の 本質 を構成す る も の と し て 知覚す る も の 」 （ 7 ） と 定

義 さ れ る 。 実体 と 属性 は 実在 的 に は 区別 さ れず、 た だ理性的 〔観念的〕 に 区 別 さ れ る に 過

ぎ な い （ 8 ） 。 「実体 と い う こ と で私 が理解す る の は 、 自 ら に お い て あ り 、 自 ら に よ っ て 考 え

ら れ る も の 、 す な わ ち そ の 概念が他の も の の概念を含 ま な い も の で あ る 。 属性 と い う こ と

で私が理解 し て い る の も 、 同 じ も の で あ る 。 た だ し 属性 は 、 実体 に し か じ か の 特定 の 本性

を 帰属せ し め る 悟性 を 顧 み て （respectu intellectus） そ う 言 わ れ る J ( 9 ） 。 ゲ ル ー に よ れ ば、

実体 と 属性 と い う 術語 は 、 交換可能で等価 （聞 で あ る 。 こ れ を ア ル キ エ の よ う に 「 ス ピ ノ

ザ の 諸属 性 は 諸実体 で あ る 」 ω と 断定 し て し ま え ば、 明 ら か に 言 い 過 ぎ と な ろ う 。 し か し 、

確か に 「属性」 は し ば し ば 「実体」 と 並置 さ れ 倒 、 例 え ば 「延 長 」 は 属 性 で あ る に も か

か わ ら ず、 「延長 的実体J と か 「実体的延長」 と い っ た 表現 も 散見 さ れ る 。

属 性 は 「能産 的 自 然J と 呼 ば れ る 叩 。 そ れ に 対 し 「所産的 自 然」 と 言 わ れ る の が、 「 様

態」 で あ る 。 ス ピ ノ ザ解釈 の 通 例 と し て 、 様態は術語 的 に 「直接無 限 様 態 」 「 間 接 無 限 様

態」 「有限様態J の 三つ に 区 別 注 れ る （凶 0 す な わ ち 、 神 の 或 る 属性の 本性か ら 直接 的 に 帰

結す る （sequuntur） 永 遠 に し て 無 限 な る 様態 が、 「直接無 限様態」 で あ り 、 直接無 限 様 態

を 介 し て 神 の 或 る 属性か ら 間接的 に 帰結 し 、 や は り 必然 的 に 存在す る 無 限 な 様 態 が 、 「 間

接無限様態J で あ る 。 『 シ ュ ラ ー へ の 書簡 （64） 』 は、 直接無 限様態 の 例 と し て 、 思 惟 属 性

に 関 し て は 「絶対的 に 無 限 な 悟性」 を 、 延長属性 に 関 し て は 「 運 動 と 静 止 」 を 挙 げ て い

る 倒 。 間接無限様態 に 関 し て は 、 延長 に つ い て の み 例 が 与え ら れ て い る 。 す な わ ち そ れ

は 、 「全宇宙の 相 （facies to ti us Uni versi) J c附 、 あ る い は 「全体 と し て の 個体 に は L 、 か な
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る 変化 も な く 、 そ の 諸部分、 す な わ ち 全 て の物体が、 無限 に 多 く の 様態 に お い て 変 化 す る

と こ ろ の 、 ひ と つ の 個体」 （口） で あ る 。 有限様態 と 見 な さ れ る の は、 個 々 の特殊的な諸事物 ・

諸観念で あ る が 側 、 L 、 く つ か の 諸物体 は 相 互 に 結合 し て 全体 と し て ひ と つ の 個 体 を 形 成

し 、 諸個体 は さ ら に 結合 し て 全体 と し て ひ と つ の 上位 の 偶 体 を 形成 し う る 、 等 々 と 考 え ら

れ て い る （則 。 そ の 最高段階が、 「間接無限様態」 の 例 と し て 挙が っ て い た 、 「全宇宙 の 相 」

と し て の 「 ひ と つ の 個体」 で あ る 。

さ て 、 延長 の 内 に 不完全性 を 見 る 伝統 （却 に 反 し て 、 ス ピ ノ ザ は 延 長 を 神 の 無 限 に 多 く

の 属性 の ひ と つ と し た。 「延長 は 神 の 属性で あ る 。 換 言 す れ ば 、 神 は 延 長 す る も の （ res

extensa） で あ る 」 則 。 し か し そ の た め に は 、 属性 た る 限 り で の 延 長 が 不 可 分 で あ る こ と

が、 示 さ れ な け れ ば な ら な い。 だ が こ の こ と が 「 ス ピ ノ ザ に お い て 属 性 の 本 質 が 何 で あ る

か を理解 し よ う と 欲す る 者 に と っ て 、 最大 の 問題」 （却 で あ る こ と は、 諸家 の 認 め る と こ ろ

で あ る 。 ス ピ ノ ザ は 、 ど の よ う に し て 延長 の 不可分性を証明 し え た で あ ろ う か。

こ の 問題が主題化 さ れ て い る の は 、 『エ テ ィ カ 』 第一部定理15注解、 『短論文』 第一部 第

二章 〔18〕 一 〔25〕 、 『 マ イ エ ルへ の 書簡 （12） 』 の 三箇所で あ る 制 。 こ こ で は 最 も 詳 し い

『エ テ ィ カ 」 当該箇所を ス ピ ノ ザ の 論述 の 順序通 り に 紹介 し 、 他 の 二 箇 所 か ら 補 う べ き と

こ ろ が あ れ ば、 そ の 後 に 付 け 加 え る こ と に し よ う 。

同注解は 「延長 的 実体 は神 の 無 限 に 多 く の 属性 の ひ と つ で あ る 」 と 述 べ た 後 で 、 「 物 体

的実体」 の 可分性 と 受動性 と に 基 づ く 敵対者 の 二つ の 議論 を 予想す る 。 第 一 の 議論 は 、 三

つ の 「実例」 を 反証 と し て 提示す る 。 最初 の 実例 に よ れ ば、 も し 物体的実体が 「無限」 な

ら 、 そ れ を 「二つ の 部分」 に 分 け て 考 え れ ば よ い。 各 々 は 、 有 限 で あ る か 無 限 で あ る か の

ど ち ら か で あ る 。 も し 有 限 な ら 、 「二つ の 有 限 な 部分J か ら 「無限」 が 合 成 さ れ る こ と に

な る が、 そ れ は 不条理 で あ る 。 も し 無 限 な ら 、 「他 の 無 限 よ り 二倍大 き い 無 限 」 が 存 在 す

る こ と に な り 、 や は り 不条理 で あ る 〔他 の 二つ の 実例 も 同趣 で あ る 〕 。 従 っ て 、 「無限量」

の 想定 と い う 前提 そ の も の が誤 っ て い た の で あ り 、 「物体的実体」 は 「 有 限」 で あ る 。 ゆ

え に そ れ は 神 の 本 質 に は 属 さ な L 、。 「第二の 議論」 に よ れ ば、 神 は 完全 な 存在者で あ

る か ら 、 受動的 で あ り え な L 、。 し か る に 物体 的実体 は 「可分 的 で あ り う る 」 か ら 、 受動 的

で あ り う る 。 ゆ え に物体的実体 は 神 の 本質 に は 属 さ な L 、 。

こ れ に 対す る ス ピ ノ ザ の 反 論 は 、 こ う で あ る 。 こ れ ら の 議論 は 、 物体的実体が 「諸部分

か ら 合成 さ れ て い る 」 と い う 想定 に 、 依拠 し て い る 。 従 っ て 、 こ れ ら の 議論 か ら 生ず る 不

条理 は 、 「無限 な 量が想定 さ れ て い る こ と 」 か ら 帰結す る の で は な く 、 「無限 な 量が測定可

能 （mensurabilis） で、有限 な 諸部分か ら 合成 さ れ て い る （ex partibus finitis conflari)  

と 想定 さ れ て い る こ と 」 か ら 結果 す る に 過 ぎ な L 、。 そ れ ゆ え 、 こ れ ら の 不条理か ら 結論 し
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う る の は 、 「無限量 は 測定可能で は な く 、 有 限 な 諸部分か ら は 合成 さ れ え な い 」 と い う こ

と だ け で あ る 。 「物体的実体」 は 「無限 Cinfinita) J 「唯一 （unica）」 「不可分 Cindivisi bi I is) J 

と し か 考 え ら れ な い。 そ れ を 有 限 諸 部 分 か ら 合 成 さ れ て い る と 考 え る の は 、 「 物 体 」 が

「面j か ら 、 「面J が 「線」 か ら 、 「線」 が 「点」 か ら 合成 さ れ る と 考 え る の と 同 じ く ら い 、

不条理 で あ る 刷 。

続 い て ス ピ ノ ザ は 、 「空虚 （vacuum） 」 の 存在 を 否定す る こ と か ら 、 敵 対 者 た ち の 主 張

を論駁す る 。 す な わ ち 、 も し 物体的実体が分割 さ れ え て 、 諸部分が 「実在的 に 」 区 別 さ れ

う る の で あ れ ば、 あ る 部分が無化 さ れ て も 、 他の 諸部分 は 以 前 と 同 じ 相 互 間 の 連結 を 保 ち

う る で あ ろ う 。 つ ま り は 「空虚」 が存在す る で あ ろ う 。 し か し 「 自 然 の 中 に は 空虚 は 存 在

し な L 、 」 仙 の だ か ら 、 諸部分 は 実在 的 に は 区別 さ れ え な い。 す な わ ち 「物体的実体 は 、 実

体で あ る 限 り に お い て は 、 分割 さ れ え な い。 」

し か し な ぜ量が分割 さ れ が ち な の か と い え ば、 そ れ は 我 々 が量を 「二通 り の 仕方で」 考

え る か ら で あ る 。 第 一 は 「抽 象 的 に 」 あ る い は 「皮相的に」 で あ り 、 「想像力 Cimaginatio）」

に よ っ て で あ る 。 第二 は 「実体 と し て J で あ り 、 「悟性 Cintellectus） 」 に よ っ て で あ る 。

想像力 は 量 を 「有限 ・ 可分的 ・ 諸部分か ら 合成 さ れ た も の 」 と 見 な し 、 倍性 は そ れ を 「無

限 ・ 唯一 ・ 不可分の も の 」 と 見 な す。

そ し て 想像力 と 倍性 の 区別 を心得て い る 者 に と っ て は、 物質 は い た る と こ ろ 同 じ も の で

あ っ て 、 諸部分 に 区別 さ れ な い。 区別 さ れ る に し て も 、 そ れ は 「 実 在 的 に 」 で は な く 、

「様態的 に 」 で あ る に 過 ぎ な い。 例 と し て ス ピ ノ ザ が挙げ て い る の は 、 「水」 で あ る 。 水 は

水 と し て は 分割 さ れ る が、 実体 と し て は 分離 も 分割 も さ れ ず、 生成消滅す る こ と も な い 。

こ れ ま で の こ と で、 受動性 に 関 す る 第二の議論に 対 し で も 、 す で に 答 え た こ と に な る 。

な ぜ な ら こ の 議論 も 、 実体で あ る 限 り で の 物質が 「可分的j で＼ 「 諸 部 分 か ら 合 成 さ れ て

い る 」 こ と を 前提 し て い る か ら で あ る 。 〔以 上、 『エ テ ィ カ 』 第一部定理15注解。 〕

『短論文』 第一部第二章 に お い て も 、 分割 や受動性の 問題、 空虚 や 水 の テ ー マ 、 様態 的

区別 な ど は 、 す で に 提示 さ れ て い る 。 『エ テ ィ カ 』 に は な か っ た 議論 と し て は 、 物 質 の 運

動 が物質 の 或 る 部分 に お い て し か起 こ り え な い の で は な し 、 か と い う 反論 に 対 し て 、 ス ピ ノ

ザ は 運動 と 静止 の 両 方 を 含 む全体 を 考慮すべ き 旨 を、 注意 し て い る 。 ま た 、 諸部分 か ら 合

成 さ れ た も の の 具体例 と し て 挙が っ て い る の が、 「時計 （uurwerk） 」 で あ る 。 さ ら に 注 目

す べ き 発言 と し て 、 「全体J も 「部分」 も 「真 の 存在」 で は な く 、 「観念的 存在」 に 過 ぎ な

い 、 と 述べ ら れ て い る 箇所 が あ る 。 「 自 然 の 中 に は 全体 も 諸部分 も 存在 し な い （zyn i n  de 

Natuur nog geheel nog deelen） 」 明 。 そ し て 「部分」 が存在せず 「全体 的 延 長 j (ZI） の み 存

在す る と 述 べ ら れ て い る 箇所 で は、 別 の 写本は 「全体 的」 の 代 わ り に 「ー に し て 不可 分 の

47 



(enkel en ondeelbaar) J ＜劃 と い う 表現を 用 い て い る 。 こ れ が我 々 が 本章 の 表題 に 選 ん だ 、

ス ピ ノ ザ の 「ー に し て 不可分の 延長」 な の で あ る 。

『 マ イ エ ル へ の 書簡 (12）』 で は 、 点 か ら 線が合成 さ れ な い と い う 主張、 想像力 と 悟性 の

区 別 な ど が 目 に つ く が、 「持続」 （ ＝ 時間的 に 可分 的 な も の ） と の 対比以 外 、 『 エ テ ィ カ 』

に 対 し て 特 に 付 け 加 え る べ き ほ ど の も の は な い。 悟性 の 観 点 か ら す れ ば、 量 は 「無 限 ・ 不

可分 ・ 唯一 Cinfinita, indivisibilis, & unica） 」 棚 な の で あ る 。 た だ し こ の 書 簡 の 中 で 、

ス ピ ノ ザ は 「 そ の 本性上無限 で、 決 し て 有 限 と 考 え ら れ え な L 、」 も の と 、 「 原 因 の お か げ

で」 無 限 だ が、 し か し 「抽象 的 な 仕方で考え ら れ る な ら 、 諸部分 に 分割 さ れ え て 、 有 限 と

見 な さ れ う る 」 も の 棚 等の 区別 を 行 っ て い る 。 こ の こ と は 後 の ス ピ ノ ザ 解釈 に 関 わ っ て

来 る の で、 注意 し て お き た い。

以 上 の ス ピ ノ ザ不可分延長説の最大 の 問題 は 、 何だ ろ う か。 そ れ は す で に述べた よ う に、

た だ 「悟性」 に よ っ て の み 捉 え ら れ る と さ れ た 不可分延長 を 、 如 何 に し て 我 々 の 具体的体

験 に 基づ い て 理解す る か、 と い う こ と で あ ろ う 。 そ れ は ス ピ ノ ザ 自 身 が 認 め る と お り 、

「 こ の 上 な く 困難 な こ と （quod difficillime fit） 」 聞 で あ る 。 ア ル キ エ は 言 う 。 「 ス ピ ノ ザ

は 内 的経験へ の 全 て の 訴 え を 、 擬人論 と 錯覚の道 と し て警戒す る 。 彼 は （ …） 想像 力 に 訴

え る こ と な く 延長 を 考 え る よ う 我 々 に 求 め る の に 蒔踏 し な い が、 こ の こ と は 、 実現不可能

な 経験 の 達成 を 、 我 々 に 要求す る こ と で あ る 。 逆 に 、 殺密 な 経験 が 彼 の 言 う こ と を 我 々 が

理解す る の を助 け う る で あ ろ う 時 に 、 彼 は そ れ を忌避 し 、 む し ろ 生 き ら れ た 意識の 如 何 な

る 手掛か り も 応え な い よ う な 推論 に 訴え る 方を選ぶ。J ，却 し か し 我 々 と し て は 、 ア ル キ エ

の よ う に た だ 「不可解 Cincomprehensi bili te） 」 を繰 り 返す だ け で は な く て 、 こ の 問 題 に

対 し て 何 と か積極 的 な 解釈 を 施 そ う と 努 め た 者た ち の試み に 、 目 を 向 け る こ と に し よ う 。

我 々 は デ ル ボ ス 、 ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ 、 ロ ン バ ッ ハ の 三人 を 選ぶ。

(2) デ ルポ ス の 目 的論的解釈

1912 13年 ソ ル ボ ン ヌ で の デ ル ボ ス の 講義 『 ス ピ ノ ザ哲学』 閣 の 最大 の 眼 目 （少 な く と

も そ の ひ と つ ） は 、 ス ピ ノ ザ哲学の 目 的論的解釈 で あ ろ う 。 一見す れ ば、 ス ピ ノ ザ 自 身 は

あ ら ゆ る 目 的 因 の 定立 を 否定 し て い る よ う に 見 え る 則 。 し か し デ ル ボ ス は 、 個 体 性 に 関

し て 畑 、 自 己存在の 固執 の 努 力 に 関 し て 側 、 非十全的観念 に 対す る 十全 的 観 念 の 優位 に

関 し て 問 、 本質 に よ る 宇宙 の 説 明 や人間救済 に 向 け て の 哲学体系 の 歩 み に 関 し て 畑 、 ス

ピ ノ ザ哲学の 内 に 「 隠 れ た 目 的論 （finalisme latent） 」 （聞 を 指摘す る 。 そ の う ち 本 稿 に 関

わ る の は 、 個体性 の 問題 に 関 す る デル ボ ス の 解釈で あ る 。

既 に 触 れ た よ う に 、 諸物体 は一一特 に 人 間身体 に お い て 注 目 さ れ る よ う に 合 成 さ れ
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て ひ と つ の 個体 を 形成す る こ と が あ る 。 諸個性 は さ ら に 合成 さ れ て 上位 の 個 体 を 形 成 し 、

つ い に は 自 然全体が 「 ひ と つ の 個体」 と 見 な さ れ る に 至 る 。 デ ル ボ ス は こ の よ う な 「個体

性」 の う ち に 、 「粗野な 機械論」 棚 を 越 え る ス ピ ノ ザ の 発想 を 見 る 。 デ カ ル ト の 機械 論 が

常 に 諸部分か ら 全体へ と 進 み、 全体 に 固 有 の 統合価値 を 認 め な い の に 対 し て 、 ス ピ ノ ザ に

お い て は 「個体 に お け る 全体」 が 「諸部分 に 課 さ れ」、 全体が 「 固 有 の 存 在 ・ 発 展 法 則 」

を 持つ も の と 見 な さ れ る 。 そ し て 個体 に お い て 「全体」 を 「諸部分 の 根拠」 と し て 立 て る

こ の よ う な 働 き は 、 「 内 的 で 内 在的 な 合 目 的性 Cfinalite interne et immanente） 」 と 呼 ば

れ て 然 る べ き も の な の で あ る 則 。

我 々 は 、 す で に 古典的 と も 言 え る こ の 種の 目 的論的解釈 に 対 し て 、 異 を 唱 え る こ と は し

な L 、。 問題 は こ の よ う な 解釈が、 「ー に し て 不可分の 延長」 に 対 し て 適 用 さ れ う る か 、 と

い う こ と で あ る 。 デ ル ボ ス は 続 け る 。 「 ち な み に ス ピ ノ ザ が そ れ 自 身 に お け る 延 長 に つ い

て 言 っ た こ と 、 す な わ ち そ れ が無限 で連続的 で不可分で あ る と い う こ と を 、 思 い 出 そ う 。

最 も 複合 的 な 諸物体が或 る 仕方で最 も 完全 な の は 、 そ れ ら がー性 に お け る こ の よ う な 豊 か

さ に 、 よ り 多 く を 負 っ て い る か ら で は な い か。 そ し て 最 も 単純 な 物体 こ そ が、 ま ず は 一種

の 孤立状態 の う ち に 考 え ら れ て 、 最 も 具体性 に 乏 し い も の 、 最 も 叡知性 に 之 し い も の 、 ほ

と ん ど最 も 想像 的 な も の な の で は な し 、 か」 倒 。

こ こ で 、 デ ル ボ ス が 「 そ れ 自 身 に お け る 延長」 を個体化の最高段階 と 取 り 違 え て い る 、

と 非難す る な ら 、 そ れ は デ ル ボ ス の 意 に 反す る こ と か も し れ な L 、。 彼 は た だ、 個体化 の 原

理 の 背景 に は 不可分延長 が あ る 、 と 示 唆 し て い る だ け か も し れ な L 、。 し か し そ れ に し て も 、

個体性 の 問題 の こ の よ う な 文脈の 中 に 不可分延長 の 問題を持 ち 込 む こ と は 、 無用 の 混乱 を

招 く こ と に な ら な い だ ろ う か。

『 マ イ エ ルへ の 書簡 （12） 』 の 中 で、 我 々 は ス ピ ノ ザがくそ の 本性上無 限 で 、 決 し て 有 限

と 見 な さ れ え ぬ も の 〉 と 、 く そ の 原 因 の お か げ で 無 限 だ が 、 或 る 仕方 で は 諸部分 に 分割 さ

れ て 考 え ら れ る も の ＞ と を、 厳密 に 区別 し て い る の を 見 た 。 「 ひ と つ の 個 体」 と 見 な さ れ

う る 自 然全体 は 、 直接無限様態を介 し て そ の無限性を属性 と し て の 不可分延長 に 負 っ て い

る 、 間接無限様態 に 過 ぎ な L 、。 そ し て ス ピ ノ ザ個体論 の 文脈か ら 言 っ て 、 こ の 個 体 が 下位

諸個体か ら 合成 さ れ 、 従 っ て 分割可能な も の で あ る 、 と い う 結論 は 避 け 難 L 、。 そ れ ゆ え 、

こ の 個体が 「諸部分 を 持 た な L 、」 属性 と し て の 不可分延長か ら 厳密 に 区 別 さ れ ね ば な ら な

い と い う こ と は 、 理 の 当 然 な の で あ る 。

そ し て 全体 が諸部分 を 支配す る と い う と こ ろ に 目 的論的原理を 見 る な ら ば、 諸部分 の 存

在 し な い と こ ろ 、 目 的論的原理 は 働 か な い、 と 言 わ ね ば な ら な い だ ろ う 。 諸部分か ら 合成

さ れ た も の の 実例 と し て 『短論文』 が挙げて い た の が、 合 目 的 的作品 と 見 な さ れ う る 「時

- 49 -



計」 で あ っ た こ と は 、 我 々 に は 示 唆 的 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 繰 り 返す が、 こ れ は デ ル ボ

ス 批判 で は な い 。 し か し 個体性 に つ い て の 目 的論 的解釈が妥 当 な の は 、 せ い ぜ い の と こ ろ

「全宇宙 の相」 と し て の 間接無限様態 ま で で あ っ て 、 属性 と し て の 不 可 分 延 長 は 、 ひ ょ っ

と し て 合 目 的性 の 根拠 と な り う る も の で あ る か も し れ な い に し て も 、 そ れ 自 身 と し て は 決

し て 目 的論的解釈 を許す も の で は な い と い う こ と は、 結論 と し て 確保 し て お こ う 。

(3) ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ の 「空開化す る 空間」

さ て 、 「 ひ と つ の 個体」 と し て の 「 自 然」、 つ ま り 「全宇宙 の 相」 は 、 ス ピ ノ ザ に と っ て

は 「間接無限様態」、 す な わ ち ひ と つ の 「所産 的 自 然」 で あ っ た。 そ れ に 対 し 、 部 分 に 対

す る 全体 の 優位 と い う 点 で は デ ル ボ ス の 個体解釈 を踏襲 し つ つ も 側 、 「 ス ピ ノ ザ に お け る

延 長 は ひ と つ の 能産者 で あ る 」 刷 と 述 べ て ス ピ ノ ザ延長解釈 に 独 自 の 境地 を 拓 い た の は 、

ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ で あ る 。

属性は も ち ろ ん 「能産 的 自 然」 で あ る 。 ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ の 言葉 で 言 え ば 、 「 属 性 は 作

用 で あ っ て 、 物 で は な く 、 規定す る 本質 な い し 措定す る 法則 で あ っ て 、 実体 の な か で相 互

外在的 （partes extra partes） な も の と し て 存在す る よ う な 静態 的 な 、 そ し て 言 わ ば 自 己

自 身 へ と 閉 じ ら れ た 実在者で は な L 、」 倒 。 さ も な く ぱ、 例 え ば延長 が 「無限」 で 「不可分J

で 「受動性 を 引 き 込 み え な L リ と い う こ と を 、 加 何 に し て 理解す る と い う の か 。 「 も し ス

ピ ノ ザ の 延長が、 我 々 が枚挙 し た ば か り の 諸特性 を呈示す る と す れ ば、 そ れ は延長が実 は

空間化す る 空間 （espαce spat ialisant） で あ っ て 、 空間化 さ れ た 空 間 （ espace spαt iαlise) 

で は な い か ら で あ る 。 延長の統一性 は 何 よ り も ま ず、 延長 の 諸変様 の 無 際 限 の 多 様 を 貫 い

て 、 必然的 に 切れ 目 な く 発展す る 、 ひ と つ の 作用 （acte） の 統一性 な の で あ る 。 な ぜ な ら

あ ら ゆ る 切断 は 、 作用 の 本質 そ の も の と 両立 し え な L 、 か ら で あ る 」 柵 0 有機体 に お い て さ

え 、 す で に 「諸部分」 は 「全体」 に 適合 し な け れ ば な ら な か っ た が、 し か し こ こ で は ま だ

諸部分 に 活動 の 余地 が あ っ た。 だが、 こ の よ う な 「結果 と し て の統一性 （unite 凶sultante）」

か ら 、 「原理 と し て の 統一性 （unite principe） 」 に 遡行す る な ら 、 一 部 の 破 壊 で す ら 延 長

全体 の 消 滅 を 招 く よ う な 、 緊 密 な 鮮 が見 い だ さ れ る で あ ろ う … 問 。

こ の よ う な ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ の め ざ ま し い解釈 は 、 そ も そ も 空 間 的 な も の を 可能な ら し

め る 「空間化」 （「空間」 ？ ） の 働 き を認め た と い う 点 で、 卓抜 な る 着 眼 点 を 示 し て い る と

言 え る だ ろ う 。 こ う 言 っ て 良 け れ ば、 不可分 の 空 間 は 、 そ も そ も 可分 的 な 空 聞 が成 り 立つ

た め の 、 可能性 の 根拠 な の で あ る 。 し か し そ れ を 「作用 」 と 言 い 切 っ て し ま う の は 、 空 間

の 独 自 性 を見失 う 危 険 を 苧ん で は い な い か。 不可分延長 も 、 延長 で あ る 限 り は 、 や は り 空

間 的拡が り を 保持 し て い る 、 と 見 な す べ き で は な い か。
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危険 は す ぐ 現れ る 。 再 び延長の能産性を強調 し た 後 で 、 ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ は こ う 続け る 。

「 こ の よ う に 考 え ら れ た 延長 は 、 精神的本質の も の で し か あ り え な L 、 。 そ し て も し 我 々 が

そ の よ う な 延長 を我 々 の 外 に 見 い だす と 信ず る な ら 、 そ れ は 我 々 が、 そ れ と 気づ く こ と な

く 、 我 々 自 身 か ら そ れ を 借 り て物へ と 変形 し 、 我 々 自 身 の 統一性 を 物 の 中 に 挿入 し た か ら

で あ る 」 制 。 統一性 を 即 自 存在 の 中 に 実体化 （ hypostasier） す る こ と の 不 可 能 性 に 気 づ

い て い た な ら ば、 ス ピ ノ ザ は 延長を 「意識」 に 統合 し て い た で あ ろ う 。 さ も な く ば 、 「無

限性」 「統一性」 「不可分性」 と し 、 っ た諸特性を 伴 う 属性 と し て の 神 の 観念 は 、 「 矛 盾 」 し

て し ま う だ ろ う … （冊 。

カ ン ト 研究家 と し て も 名 高 い ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ は 、 結局 こ の よ う な 観念論的解釈 に 舞 い

戻 っ て し ま う 。 し か し こ の よ う な 理解が、 ス ピ ノ ザ に と っ て 外 的 な 超 越 的解釈 に 過 ぎ な い、

と い う だ け で は な L 、。 そ れ ば か り か、 た と え こ の よ う な 解釈 を 、 ス ピ ノ ザ を 現代 的 に 活 か

す ひ と つ の 方途 と し て 認 め た と し て も 、 も し 延長属性 の 統一性 や 不可分性が、 我 々 の 意識

か ら 移 し 置 か れ た 派生 的 な も の に 過 ぎ な い と す る な ら 、 こ の よ う な 解釈 は 、 空 間 の 根源性

を 問 う 我 々 の 本 来 の 意 図 か ら は 、 大 き く 外 れ て し ま う こ と に な る だ ろ う 。 従 っ て 我 々 は 、

そ も そ も 空間 的 な も の を 可能な ら し め る 根源 的 な 空 間 が存在す る と い う こ と は 認 め る も の

の 、 そ れ を 意識作用 に 還元 し よ う と す る ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ の 解釈 は 、 採 ら な L 、。

(4) Funktionalismusの 立場か ら の 解釈

Funktionalismus の 立場か ら 、 「法則性J を強調 し つ つ 棚 、 や は り 不 可 分 延 長 を 「 そ れ

自 身 に お い て 初 め て 空 間 物 を 可能 に す る 純粋空間」 刷 と 見 な し て 、 ス ピ ノ ザ哲学の 超 越 論

的 （52l ・ 存在論的解釈 を遂行 し た の は 、 ハ イ ン リ ッ ヒ ・ ロ ン バ ッ ハ で あ る 。 彼 は 延 長 か ら

可分性 を否定 し て し ま っ た ス ピ ノ ザ の 思考過程の う ち に 、 「途方 も な い 形 而 上 学 的 意義 」

の み な ら ず、 「存在論的 に 根源的 で 独 自 の 意義 を有す る 構造 と し て の 《 体 系 》 の 発 見 」 閣

と い う 存在論的意義を も 認 め よ う と す る 。

こ こ で は 、 「実体」 「体系J 「構造」 を機軸 と し た ロ ン バ ッ ハ 自 身 の 壮 大 な 構 造 存 在 論 の

構想 に 、 立 ち 入 る こ と は で き な L 、。 さ ら に 彼 の ス ピ ノ ザ解釈 に 限 っ た と し て も 、 様態論 を

Strukturontologie 刷 な い し Feldontologie 閣 と 見 な す考 え や 、 属 性 を パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ

と 取 ら ず に 冊 、 そ れ に 代 わ る 思考 モ デ ル と し て 「体系」 を 提 出 す る 箇所 m な ど 、 興 味 深

い と こ ろ は 多 い が、 こ れ も 詳論す る い と ま は な L 、。 我 々 は不可分延長 の 問題 に の み 限定 し 、

以 下 の 三点 に お い て ロ ン バ ッ ハ の 解釈 を 検討 し た L 、。

第一 に ロ ン バ ッ ハ は 、 い ま 述べ た よ う に 、 不可分空 間 を 個 々 の 空 間 的 な も の を 可 能 な ら

し め る 「空 間性一般 の 制約」 （関） と 考え る 。 し か し そ の よ う な も の と し て 、 「 絶 対 的 な 空 間
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統一性」 そ れ 自 身 は 、 「空 間性の 非空 間 的 （ nicht-riiumilch） な 制 約」 倒 な の だ と い う 。

「空間 は延長せ る も の で は な L 、。 （…） 空間 は 物 の 延長存在 の 原理で あ る に 過 ぎ な L 、。 （ … ）

空 間 は そ れ 自 身 、 空 間 的 で は な い 。 原理 と し て 、 空 間 は 延 長 せ る も の へ の 秩 序 指 令

( Ordn ungsverfiigung） 、 関係指図 （Relationsanweisung） で あ る に 過 ぎ な い 」 冊 。 空 間 が

「部分」 か ら 成 ら な い と い う の も 、 諸部分が 「相互関連性 （Bezogenheit aufeinander） 」 に

よ っ て し か存在性格 を持ち え な い か ら で あ り 、 諸部分が延長 の 「関係接合 （Relationsgefiige) J 

の 中 の 「関係項 （relata） 」 で し か な い か ら で あ る 刷 。

第二 に 、 そ れ と 関連 し て ロ ン バ ッ ハ は 、 「普遍 的で無限 で非延長 的 な 空 間 」 と 「 全 て の

個 々 の 有限で延長せ る 空 間断片J と の 区別 を 明 ら か に す る た め に ス ピ ノ ザが利用 し て い る

の が、 「有機体 の た と え （Bild) J 捌 な の だ と 言 う 。 有機体 は諸部分か ら 合成 さ れ て い る の

で は な く 、 逆 に 有機体 の 全体 に お い て も 個 々 に お い て も 、 そ の 内 的 生 命 が 「秩序J と し て

示 さ れ て い る 。 「秩序」 と は 、 「体系J で あ る 。 「体系」 と は、 諸物 か ら 切 り 離 さ れ た 全 体

で も 、 秩序 に 依 存す る こ と の な い 諸物 の 総和 で も な く て 、 両者の統ーで あ る 。 ス ピ ノ ザ が

「属性」 と 名 付 け て い る の は 、 こ の よ う な 意味での 「体系」 で あ り 側 、 体系 と は 「 そ の 生

動 的 な 自 己分節の 中 で現 出 す る 限 り で の 全体」、 す な わ ち 「法則」 （臼j な の で あ る 。

第三 に ロ ン バ ッ ハ は 、 「想像力」 と 「悟性」 の 件 の 区別 に 関 し て 、 歴 史 的 考 察 を 交 え つ

つ 、 独 自 の 解釈を施 そ う と す る 。 す な わ ち 、 こ の 区別 は デ カ ル ト に 遡 る が、 デ カ ル ト に お

い て は 感性的空間表象 と 悟性 的空間形式が二者択一 の 敵対関係 に あ っ た の に 対 し 、 ス ピ ノ

ザ に お い て は 双方 が両立す る 、 と ロ ン バ ッ ハ は 考え る 。 つ ま り 、 「 表 象 」 （ ロ ン バ ッ ハ は

imaginamur を vorstellen と 訳す） は 「個 々 の も の 」 に 、 「思惟」 は 「構造」 や 「 座 標 系 」

に 向 か う が、 し か し 純粋幾何学的把捉 が感性的性質 に よ っ て 濁 ら さ れ る こ と な く 数学 と し

て 可能で あ り 、 か つ 、 数学的諸規定が具体的な 空間事物 に も 適用 可能 で あ る か ら に は 、 不

可分空 間 と 可分空 間 は 、 両者共 に 正 当 化 さ れ る 、 と L 、 う の で あ る 闘 o そ し て 一一 こ こ が

眼 目 な の だ が な る ほ ど ス ピ ノ ザ は 「感性」 と 「悟性」 と い う デ カ ル ト 的 区別 に 囚 わ れ

て い る と は い え 、 し か し ス ピ ノ ザ に お い て は 「倍性」 概念が 「広 く 」 定式化 さ れ て い る 、

と ロ ン バ ッ ハ は 指摘す る 。 そ し て こ の よ う な 二者択一を 解消 し 、 感性そ れ 自 身 に 「純粋な、

非経験 的 な 形 式」 を 認 め た の が、 カ ン ト だ と い う の で あ る 側 0

以上三点 を 順 に 検討 し て ゆ こ う 。 第一 に 、 ロ ン バ ッ ハ が不可分空 間 を 可分空間 の 超越論

的制約 と 見 な し た の は 、 優 れ た 着 眼点 だ と 言え る か も し れ な い。 し か し ラ シ エ ー ズ ＝ レ イ

の 所 で も 触れ た が、 そ れ を 「非空 間 的」 「非延長 的」 な も の と す る 理解 は 、 明 ら か に ス ピ

ノ ザ の 意 図 に 反 し て い る 。 ロ ン バ ッ ハ は ス ピ ノ ザ哲学 に な お 残 る 諸困難の ひ と つ と し て 、

不可分 と 見 な さ れ た延 長 が 「 そ れ で も 何 ら か の 仕方で 延長 し て い る 」 と 考 え ら れ て い る こ
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と を挙 げ て 批判 す る が 刷 、 し か し そ の こ と に よ っ て 明 ら か に な る の は 、 む し ろ 、 ロ ン バ ッ

ハ の 解釈 が ス ピ ノ ザ の 真意 を 捉 え 損 な っ て い る 、 と い う こ と だ け で は な い だ ろ う か。

第二 に 、 す で に デ ル ボ ス の 所 で述べ た よ う に 、 「有機体」 を 例 に と っ て 不 可 分 延 長 を 説

明 す る や り 方 は 、 属性 と 間接無限様態 と を 混 同 す る や り 方 で あ る 。 デ ル ボ ス と は 異 な り 、

ロ ン バ ッ ハ 自 身 は 「 目 的 因 果性 （Finalkausalitむ） 」 を 否定す る 立場 を 取 っ て い る 冊 。 だ

がFunktionalismusの 発 想 は 、 自 足 し た 諸部分 の 定立 は 退 け な が ら も 、 し か し 諸項 に 対 す

る 関係性 （「秩序」 「法則J 「関連性J 等） の 優位 を 主張す る こ と に よ っ て 、 な お も 関 係 諸

項 の 存立 を 前提 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 し か し 属性 と し て の ス ピ ノ ザの不可分延長 に は、

そ の よ う な 諸項 の 存在 は 初 め か ら 無縁 な の で あ る 。

第三 に 、 以上述べ た こ と か ら も 、 我 々 は 不可分延長 に 数学的解釈 を 持 ち 込 む こ と は し な

い。 し か し 無 限延長 を受容す る 能力 と し て の 「悟性」 に 拡大解釈 を 施 し 、 カ ン ト の 純粋直

観 と の 関連 の 可能性 を 示 唆 し た の は 、 卓見で あ る よ う に 思 わ れ る 。 我 々 と し て は、 ロ ン バ ッ

ハ の 師ハ イ デ ッ ガ ー の カ ン ト 解釈 の よ う に 、 純粋空間 （ お よ び純粋時間） を 受容す る 能力

と し て の 「超越」 と い う 考え は採 ら な い。 し か し ス ピ ノ ザ の 無限延長が知何 に し て 「経験J

さ れ る か を 問 う 時、 必ず し も 「悟性」 と い う 言葉 に 縛 ら れ る 必要 は な L 、 か も し れ な い と い

う ロ ン バ ッ ハ の 示 唆 は 、 貴重な も の と し て確保 し て お き た L 、。

＊ ＊ ＊ 

我 々 は ス ピ ノ ザ の 不可分延長 に 関 す る 幾つ か の 代表的 な 解釈 を 吟味 し た 。 幾つ か の 点 に

関 し て は 、 少 な く と も 否定 的 な 仕方で、 明 ら か に な っ た よ う に 思 え る 。 そ れ は 有機体 を 統

べ る 法則 で も 、 意識作用 の 転移 で も 、 数学的函数で も な い。

し か し そ の よ う な 空 間 は 、 思惟の 上 で の 厳密 な 定式化 と は 別 に 、 実 際 に 「経験」 さ れ う

る の だ ろ う か。 『 ド ・ フ リ ー ス へ の 書簡 (10） 』 の 中 で ス ピ ノ ザ は、 そ の 定 義 が 真 で あ る こ

と を 知 る た め に 「経験 （experientia） 」 を必要 と せ ず、 い か な る 経験 も 我 々 に 教 え る こ と

の な い も の と し て 、 「属性」 の 名 を 挙 げ て い る 冊 。 も ち ろ ん こ こ で の 「経験」 と は 、 想 像

力 や伝 聞 に 基 づ く 「第一種認識」 に 含 ま れ る そ れ の こ と だ ろ う 。 し か し ス ピ ノ ザ 的 定義 を

離 れ て 、 「経験」 と い う 言葉 を 思惟の 抽 象 に 対す る 具体的体験 と 取 っ た場合 で も 、 「ー に し

て 不 可 分 の 延長」 は や は り 経験 の 範 囲 を 逸脱す る の だ ろ う か。

ロ ン バ ッ ハ と 同 様、 ラ ニ ョ も ま た ス ピ ノ ザ が 「想像力 」 を 「悟性」 か ら 切 り 離 し て し ま っ

た こ と を 批判す る 。 ラ ニ ョ に よ れ ば、 ス ピ ノ ザ に 欠 け て い る の は 「想像力 の 理論」 （加 で あ

る 。 し か し 逆 の 観点 か ら 言 え ば、 ス ピ ノ ザ延長論 に 同 時 に 欠 け て い る の は 、 悟性 の 経 験 の

解明 で は な か っ た か。

と こ ろ で ラ ニ ョ に よ れ ば、 想像力 の 経験す る 空 間す な わ ち 可分 的 延 長 と は 、 「 現 象 」 (71)



で あ る 。 で は 不 可分的延長 と は 、 現象化 さ れ な い空間 の こ と な の だ ろ う か。 そ こ で我 々 は

次 に 、 一度 ス ピ ノ ザ を 離れ、 今度 は 「現象」 の観点か ら 根源的空 間 の 経験 の 可能性 を 問 う

こ と に し よ う 。

第二章 フ ッ サ ー ル の空間構成論

本章で は 我 々 は 、 現象学的空間論 を代表す る も の と し て 、 1907年 ゲ ッ チ ン ゲ ン で の フ ッ

サ ー ル の 講義 『物 と 空間』 仰 を 採 り 上 げ、 補 う べ き と こ ろ が あ れ ば、 ク レ ス ゲ ス の 周 到 に

し て 級密 な 研究 仰 を 参照す る こ と に し た L 、。

『物 と 空 間』 は六編 か ら な り 、 第一編 は 「現象学的還元」 等 に 関 す る 現象学的基礎論、

第二編 は 外的知覚 に 関 す る 静態論的 ・ ノ エ マ 的分析、 第三編 は そ の 動態論 的 ・ ノ エ マ 的分

析、 第 四 編 は 主 に 眼球運動 に 関 わ る キ ネ ス テ ー ゼの解明、 第五編 は 眼球運動以 外 の 運 動 を

取 り 込 ん だ キ ネ ス テ ー ゼ研究、 第六編 は 以 上 の 現 出 変化 を 越 え る 客観 的変化の構成を扱 う 。

以下我 々 は 、 現象学的基礎論 は 周 知 の も の と し て 前提 し 、 (1）現 出 の 本 来 性 と 非 本 来 性 、

(2） キ ネ ス テ ー ゼ 的感覚、 （3） 空間構成 と そ の 前提、 の 三点 に 分節 し て 論述 を 進 め よ う 。

そ の 前 に 、 注意 し て お き た い こ と が二つ あ る 。 第一は、 ス ピ ノ ザ と は 違 っ て 、 フ ッ サ ー

ル は 空 間 そ れ 自 身 の 直接的解 明 か ら 始め る の で は な く 、 空 間 を 物 の 現 出 を規定す る も の と

し て 扱 っ て い る 、 と い う こ と で あ る 。 ク レ ス ゲ ス 流 に 言 う な ら ば 、 レ ー ス ・ エ ク ス テ ー ン

サ が空間構成論 の 「手 引 き J 聞 な の で あ る 。

第二 に 、 フ ッ サ ー ル に と っ て 空 間 的 な 「原領野 (Urfeld巴r） 」 は 、 視 野 と 触 覚 野 で あ る

(S.298） 。 「空間性 は 二重 に 構成 さ れ て い る 。 あ る 時 は視覚的規定性に よ っ て 、 あ る 時 は 触

覚的規定性 に よ っ て 」 （S . 1 56） 。 中 で も 、 ク レ ス ゲ ス は 触覚 に 「構成 的優位J 閣 を 認 め る 。

し か し 『物 と 空 間』 の 大部分を 占 め て い る の は 、 む し ろ 視野 の 解明 な の で あ る 。 も ち ろ ん

触覚の 問題 も 、 例 え ば身体の 「二重統握J (S . 163 ,282） の 問題 な ど、 扱 わ れ て い る 筒 所 も

あ る 。 し か し ク レ ス ゲ ス で さ え 、 触覚系 の 相 関者が対象 的性格 を 得 る こ と に よ っ て 生 じ る

の は 、 「空間」 と い う よ り も む し ろ 「身体物体 の 表 面」 で あ る こ と を 、 認 め て い る 帽 。 そ

れ ゆ え 、 空間論 に 携 わ る 本稿 と し て は 、 身体等の 問題 に は 立 ち 入 ら ず、 も っ ぱ ら 視覚的空

間 に 論 を 限定す る こ と に し た い。 そ の 出 発点 と な る の が、 知覚の 本来性 と 非本来性 の 区 別

で あ る 。

(1) 外的知覚の 目 的論的構造

外的知覚 に は必然 的 に 、 本来的 に 知覚 さ れ て い る も の （例 え ば物の 正面） と 非本来的 に
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知覚 さ れ て い る も の （例え ば物 の 背面） の 区 別 がつ き ま と う 。 正面 だ け し か持 っ て い な い

対象 な ど、 考え ら れ な い。 「本来的現 出 は 、 分離 さ れ う る も の で は な い 。 そ れ は そ の 本 質

に よ っ て 、 統握構成分 の プ ラ ス に よ る 補完 を 要求す る 」 （S . 5 1 ) 。

し か し 非本来的現 出 は 、 「想像 （ フ ァ ン タ ジ ー ） 」 の産物で は な い。 な ぜ な ら 物体 的 な も

の は 、 想像 の 中 で さ え 、 一面 的 に し か現 出 し な い か ら で あ る 。 想像上 の 背面 が さ ら に 想像

に よ っ て 非本来的現 出 に も た ら さ れ る と す る な ら 、 無限遡行 は 避 け が た い （S .55・56） 。 む

し ろ 一面性な い し 非十全性 は 、 外的知覚の本質な の で あ る 。 「 外 的 知 覚 は 空 間 的 事 物 の 知

覚で あ り 、 そ の よ う な も の と し て 、 一面 的 で し か あ り え な い」 （S.52） 。

こ の よ う な 考 え は お の ず か ら 、 フ ッ サ ー ル の 「 内 的地平」 一一 『物 と 空 間』 は ま だ こ の

語 を 知 ら な L 、一ーを想起せ し め る 。 そ し て 「内 的地平」 に は 「外的地平J (77) が対 と な っ て

い た よ う に 、 同 様 の 考察 は 「物の 周 囲」 や 「総体空間」 （S .80） に も 適用 さ れ る 。 つ ま り 、

「総体現 出 」 に も 「本来的現 出 と 非本来的現 出 の 区 別 が 転 移 さ れ る 」 （S .82 ） の で あ る 。

『物 と 空 間』 は 、 「 内 的不完全性」 と 「外的不完全性」 （S .212） を 区 別 し て い る 。

本来性 と 非本来性 の 区別 に は 、 さ ら に 「規定性 と 未規定性 の 区 別 」 （S .58） が 加 わ る 。

例 え ば物の 正 面 は 本来 的 に 現 出 し て は い て も 、 暗 が り の 中 で は 多 少 と も 未規定的 に 現 出 す

る 。 背面 は さ ら に い っ そ う 未規定的 だが、 そ れ で も そ れ は 「完全な 未規定性」 で は な く 、

「或 る 確 と し て 限 界 づ け ら れ た 一般的圏域の 内 部 で の 規定可能性」 に 属 す る 「 未 規 定性 」

(S.59） 、 つ ま り 或 る 範囲 内 で 予測 の 働 く 未規定性 な の で あ る 。 そ し て 動態論 的 に 見 る な ら

ば、 外 的知覚の 時 間 的 過程 と は 、 未規定性 を よ り 詳細 に 規定 し て ゆ く 過程 だ と も 言 え る 。

「 よ り 詳細 な 規定 （n邑here Bestimmung) J 叩 が起 こ る の は 、 或 る 射 映 か ら 別 の 射 映 に

移 行す る 際 に 諸現 出 間 に 合致 の 関 係 が生 じ 、 未規定 的 な も の が規定 さ れ た も の へ と 移 行す

る 場合で あ る 。 も ち ろ ん 諸現 出 聞 に 不一致が露見 し 、 「抗争意識」 （S.96） が 生ず る 可 能 性

も あ る 。 し か し 抗 争 は 合 致 を 前提 し て い る も の で あ り 、 対象 の 統一性が破棄 さ れ る ほ ど の

矛 盾 が生 じ る こ と は あ り え な い （S.97） 。 いず れ に せ よ 外 的知覚 の 連 続 的 過 程 は 、 端 緒 か

ら 或 る 「方向」 を 持 っ た 諸志向 の 過程 な の で あ る 。 「諸志向 は 正 常 な 知 覚 に お い て は 予 期

志向 （Erwartungsintentionen） で あ る 。 （現出系列 は或る 目 的論 （eine gewisse Teleologie) 

に よ っ て く ま な く 支配 さ れ て い る ） 」 （S . 103） 。

空虚な 志 向 を 充実 し て ゆ く 過程 に は し か し 、 そ こ を 境 と し て 上昇 か ら 減少 へ と 転ず る よ

う な 「頂点」 （S . 106） が あ る 。 こ の よ う な 「転回点 C Wendepunkt） 」 （S. 107） は 、 そ こ に

お い て 「最 上 の 描 出 （die beste Darstellung） 」 （ S . 1 1 0 ） が 得 ら れ る よ う な 「 最 高 点

(Maximalpunkt） 」 で あ り 、 「上昇 目 標」 （S . 1 08） で あ る 。 『物 と 空 間』 の 附 論 N と VI は 、

こ の よ う な 「最善の も の （Optimum）」 に 向か う 運動を、 「最善変様 （Optimalmodifikation)」
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と 呼ん で い る （S.349 ,358） 。 ま だ不分 明 な も の は 「来 る べ き 明 噺性」 を 「 指 示 」 （ S . 1 10 )

し 、 ひ と た び 「完全 な も の 」 が享受 さ れ た な ら 、 「不完全 な も の」 は 我 々 を 満 足 さ せ ず 、

「完全 な も の 」 を 「指示」 す る （S. 106） 。 総 じ て 「最善 の 像 で な い 像」 は 、 「最善 の も の の

た め の 類似代現者 CAhnlichkeitsrepriisen tan t） 」 （S .359） に な る の で あ る 。

さ て 、 こ れ以 上 の 充 実 を 指示 し な い 「最 も 本来 的 な 自 己描 出 」 （S . 125） こ そ が 、 「 知 覚

運動の 目 標」 （S . 1 26） で あ る 。 し か し こ こ で注意 し て お か ね ば な ら な い こ と が、 二つ あ る 。

第 ー は 、 何が最大の 所与性で あ る か と い う こ と は 、 我 々 の 「関心」 に よ っ て 左右 さ れ る 、

と い う こ と で あ る 。 花 に 対す る 自 然 的 な 関心は、 植物学者 の 関 心 と は 別 の も の で あ り 、 両

者 に と っ て の 「最大 の 現 出 」 は 、 別 の も の で あ る （S. 128） 。

第二 に 、 物 の 知覚 は 必然 的 に 一面的 ・ 非十全 的 で あ る か ら 、 そ れ は 決 し て 「絶対的所与

性 と い う 目 標」 に は 達 し え な い （S . 1 14） 。 そ れ ゆ え 、 ク レ ス ゲ ス は 『 イ デ ー ン I 』 の 叙 述

に 基 づ い て 、 十全的所与性の統握 を カ ン ト 的意味 で の 「理念」 と し て 強調 し て い る が 制 、

し か し 『物 と 空 間』 は 「十全 的知覚 と い う 理念」 あ る い は 「理想」 が 「不可能J で あ る こ

と を 明 言 し （S . 125） 、 新 カ ン ト 派 の よ う に 「無 限 の 課題」 を 称 揚 す る こ と を 拒 ん で い る

(S. 134 , 138） 。 「誰が理性 的 な 仕方で、 そ の 解決が た だ無 限 の 過 程 に よ っ て の み 果 た さ れ る

べ き 課題 を 、 あ る い は も っ と 良 く 言 う な ら 、 そ の 解決が本性上果 た さ れ る べ く も な い課題

を 、 自 ら に 立 て る だ ろ う か」 （S. 138） 。 件の理想は、 「誤れ る 理想」 （S . 151) だ っ た の で あ

る 。

(2) キ ネ ス テ ー ゼ的感覚

さ て 、 以 上 の 現 出 変 化 は 、 客体 の 変化 に よ っ て も 私 の 身体運動 に よ っ て も 、 等 し く ヲ ｜ き

起 こ さ れ る 。 そ こ で客体の運動 ・ 静止を判別す る た め に は 、 私 が身体運動 を 行 っ て い る か

否 か を 知 る 「運動感覚」、 す な わ ち 「 キ ネ ス テ ー ゼ 的感覚」 が必要 だ と い う こ と に な る cs .

175-176） 。 〔 フ ッ サ ー ル が 「運動感覚 （Bewegungsempfindung） 」 と い う 語 を 避 け て 「 キ

ネ ス テ ー ゼ 的感覚」 と い う 語 を 用 い る の は 、 物の運動等 に つ い て の 感覚 と 混 同 さ れ る こ と

を 避 け る た め で あ る （S.161) 。 〕 ク レ ゲ ス に よ れ ば、 キ ネ ス テ ー ゼ こ そ が 「 知 覚 の ノ エ シ

ス 」 酬 で あ る 。

物が静止 し て い れ ば、 像 あ る い は 現 出 の 変化 と キ ネ ス テ ー ゼ 的変化 と は 、 規則 的 に 「連

合」 （S . 177） す る 。 も ち ろ ん そ れ は 、 像 の 特定 の 内 容 と 恒常的 に 結 び付 く こ と の な い 、 単

な る 「函数 的」 （S . 1 70） 連 関 に 過 ぎ な L 、。 し か し 、 し か じ か の キ ネ ス テ ー ゼ変化が し か じ

か の 像変化 を動機づ け る と い う 意味で、 そ れ は 「動機づ け連関」 （S.207） と も 呼 ば れ る 。

そ し て 現 出 （ ノ エ マ ） の 側 で本来性 と 非本来性の 区 別 が あ っ た よ う に 、 キ ネ ス テ ー ゼ （ ノ

po
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エ シ ス ） の 側 で も 、 「最 も 本来 的 な 知覚」 の ま わ り を 「諸 々 の 準 一 志 向 の 量 」 （S . 189） が

取 り 囲 ん で い る 。 こ の よ う な 観点 か ら す れ ば、 空間 と は 「 キ ネ ス テ ー ゼ 的総体系 の相関者」

な い し 「能為 の 体 系 の 相 関 者」 伽 に 他な ら な L 、。

眼球運動的 キ ネ ス テ ー ゼ か ら 見て ゆ こ う 。 「視野」 は連続的 で 有 限 な 「二次 元 的 多 様体」

で あ っ て 、 「 ひ と つ の 縁 （Rand) J を持 っ て い る (S . 165-6） 。 視 野 は す で に そ の 静 態 性 に

お い て 、 「非等質的」 （ S . 192) で あ り 、 周 縁 部 に 近 づ く に つ れ て 「 判 明 性」 の 度 合 い が

「 ま す ま す 減少J (S . 1 33） す る 。 現れ は 、 「領野 の 中 心 」 に あ る 時 が 、 「 最 善 ( optimal ) 」

〈聞 な の で あ る 。

視野の 移 動 と は、 こ の よ う な 中心 一 周 縁構造 を伴 っ た 移 動 だ が、 フ ッ サ ー ル が注 目 す る

の は む し ろ 、 視野 の 縁 を 通 っ て 客観が 出 入 り す る こ と に よ っ て 生ず る 「客観領野 の 拡張」

(S.205咽6 , 209 , Vgl . S . 215） で あ る 。 キ ネ ス テ ー ゼ的変化 に 伴 っ て 、 単 に 様 々 な 客 観 諸 領 野

が継起す る の み な ら ず、 そ れ ら は 連続 し て 「 ひ と つ の 客観領野」 （S . 210） を 形 成 し 、 つ い

に は 「無際 限 の 空間J (S . 216） が獲得 さ れ る 。

以 上 の 「単眼」 の キ ネ ス テ ー ゼ か ら 「両眼」 の キ ネ ス テ ー ゼ に 移行す る な ら 、 キ ネ ス テ ー

ゼ の 側 に も 視野 の 側 に も 、 新 た な 変化が生ず る 。 す な わ ち 、 著 し く 類 似 し た 二 つ の 像 の

「解体 （Zerfallen） 」 な い し 「融合 Clneinanderflie βen） 」 （S . 171） に 応 じ て 、 両 眼 の 「 収

敏 な い し 拡散 の 感覚J (S . 1 75） と い う 新 た な キ ネ ス テ ー ゼ 的感覚 が付 け 加 わ る と と も に 、

像が収数す る 場合 に は 、 Einfeld (S . 1 73） と 呼 ば れ る 単眼視野 に は 欠 け て い た 「 奥 行 き 区

別 」 （S . 1 72） が、 両 眼 の 協 力 す る Dopplfeld (S . 1 73） に お い て 生 ず る 。 つ ま り 像 は 、 「 起

伏 （Relief) 」 （S . 172 ,228etc .） を 獲得す る の で あ る 。

運動 は さ ら に 頭 や 上半身 に 拡張 さ れ る (S .201) 。 し か し 「 キ ネ ス テ ー ゼ 的体系 の 最 後 に

し て 最大 の 拡大」 倒 が獲得 さ れ る の は 、 身体全体 の 移 動 と し て の Gehen に よ っ て で あ る 。

1916年 の 論孜 は 、 そ れ を 「！ch geheの体系J (S.316） と 呼ん で い る 。 そ れ に ま つ わ る 様 々

な 変 様一一Entfernung （ 距 離 ・ 遠 ざ か り ） 、 Ann忌herung （ 接 近 ） 、 Abstand （ 間 隔 ） 、

Wendung （転回）、 Drehung （回転） 、 Dehnung （伸長）、 Ve1百hiebung （ず ら し）、 Verdeckung

（覆 い 隠 し ） 、 Aufdeckung （露呈） 等一一 に 関 す る フ ッ サ ー ル の 論 述 は 、 錯 綜 を 極 め 、 術

語 的 に も 必ず し も 安定 し て い る よ う に は思 わ れ な い が、 以 下 そ の 大 略 の み 示 そ う 。

「遠 ざ か り J （ お よ び 「接近」） は 「線的変様」 で あ り 、 「転 回」 は 「 周 期 的 変 様 」 で あ

る （S . 249） 。 こ れ ら の 身体運動 に よ っ て生ず る 像 の 伸 縮 ・ 回 転が、 「 伸 長 」 の 名 の 下 に ー

括 さ れ、 従 っ て 「転回 伸 長 お よ び遠 ざ か り 伸長 と し て の 伸長」 （S.259) と い っ た 言 い 方 が

な さ れ る 。 そ し て 像 の 側 で の 線 的変様が 「ず ら し 」、 周 期的変様が 「 回 転」 と 呼 ば れ て い

る よ う に 思 わ れ る (S. 229-231） 。 「覆 い 隠 し 」 や 「露呈」 は 主 に 転 回 ・ 回 転 に お い て 生 ず
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る （S. 252） 。 「距離」 は 対象 聞 の 「 間 隔」 と は 違 っ て 、 決 し て 描 出 可 能 な 圏 内 に 入 っ て 来

な い 「言わ ば想像 的 な 自 我 一 点」 か ら 、 対象へ の 、 隔 た り で あ る （S . 227・228） 。 従 っ て 、

「距離」 が一種の 「間隔J に 変様 さ れ た 時 に の み、 三次元空 間 の 構 成 が 完 成 さ れ る で あ ろ

う 。 い ず れ に せ よ 、 そ の 空間構成 の 中 心 と な る の が、 「距離」 変化 に 対 応 す る 「 伸 長 」 変

化 で あ る 。 そ れ ゆ え に こ そ フ ッ サ ー ル は 、 「伸長が付 け 加 え ら れ る 時 に 初 め て 、 我 々 は 空

間 を 描 出 し う る 完全 な 描 出 素材 を 持つJ (S.238） 、 あ る い は 「 転 回 伸 長 お よ び 遠 ざ か り 伸

長 と し て の 伸 長 は 、 眼球運動 的領野を空間領野 に 変 え る 統一意識 の 基礎で あ る 」 （S .259)

と 述べ る の で あ る 。

最後 に 客観的変化 に つ い て 、 一言付 け 加 え て お き た い。 像変化が客体変化 に も 私 の 身 体

の 移 動 に も 起 因 し う る こ と は 既 に 述べ た が、 キ ネ ス テ ー ゼ 的変化が ゼ ロ で あ っ て も 、 客 観

的変化 を結論 し え な い ケ ー ス が あ る 。 例 え ば私が 自 動車 に 乗 っ て い る 場合が、 そ う で あ る

(S.278・283） 。 附論廻 は 、 「能動的移動 （aktive Lokomotion） 」 （！ch gehe） と 「受動 的移動

(passive Lokomotion） 」 （／ch werde bewegt） を 区 別 す る （S .372 ） 。 こ の よ う な 「 錯 覚

(Sinnest如schung） 」 （S.278） を 防 ぐ 方途 は あ る だ ろ う か。 自 動車 は と も か く 、 「大地 〔 地

球〕 J (S.283） ま で考慮 に 入 れ る な ら ば、 そ れ は不可能 で あ る よ う に 思 え る 。 1916 年 の 論

孜 は 、 私が静止 し て い る に も かか わ ら ず、 私が動 い て い る 場合 と 全 く 同 じ 仕 方 で 周 囲 が現

出変化 を 引 き 起 こ す ケ ー ス を 想定 し て 、 「運動」 観念 に 関 し て は 「可能性以 上 に つ い て 語

る の は 正 し く な L リ と 述べ て い る （S.302） 。

(3) 空間構成の諸段階 と そ の前提

以 上 の 準備 を 踏 ま え て 、 空間構成一一そ れ は 「三次元空間性の 現 象 学 的 《創 造》 」 cs.

1 54） と 言 わ れ る一ーの 諸段階 を 見 て ゆ こ う 。 フ ッ サ ー ル は必ず し も 常 に 同 じ 仕方 で 諸 段

階 を 特定 し て い る わ け で は な い の で、 主 に 第63節、 第73節、 1916年の 論孜、 同 じ く 1916年

頃書か れ た 附論N に 基づ い て 、 以 下 の 七段階を再構成す れ ば、

第一 に 、 現 出 の 時 間 的経過を顧慮 し な い 「単純 （einf品ltig） 」 な 知 覚 が 考 え ら れ る cs.

226） 。 第二 に 、 単 眼 の 運 動が介入 し て 視野の移動 ・ 拡大 が 始 ま る が、 そ れ は ま だ確 た る 奥

行 き を 欠 く （S. 1 72-3） 。 第三 に 、 両 眼 の 協働 に 移行す れ ば 、 「起伏」 が 視野 内 の 近辺 に お

い て 生 ず る が、 遠 方 は 平板 な ま ま で あ る （S.352-54） 。 第 四 に 、 鉛 直 線 を 軸 と し て 頭 が 左

右 に 回転す れ ば、 二次元 の 閉 じ ら れ た シ リ ン ダ ー状空聞 が構成 さ れ （S.309-10） 、 第 五 に 、

頭 の 転 回全体が顧慮 さ れ る な ら 、 二次元の 閉 じ ら れ た 球形空間 （「 リ ー マ ン 空間」） が構成

さ れ る （S.310- 1 1 ） 。 第六 に 、 ／ch geheの体系の う ち で接近 と 遠 ざ か り の み が生ずれ ば 、 奥

行 き 空 聞 が生 ま れ る が、 こ れ は ま だ 「 ユ ー ク リ ッ ド空間J と は 言 え な L 、。 な ぜ な ら 奥行 き
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は 、 ま だ長 さ や 幅 に 比肩 し う る よ う な 次元 に な っ て い な い か ら で あ る 〔「距離J と 「間 隔 」

の 違 い を 思 い 出 し て い た だ き た L 、 〕 （S .354） 。 最後 に Ich geheに転回が介入 し て、 初 め て ユ ー

ク リ ッ ド 空 間 が成長す る （S. 354-55） 。

し か し 以 上 の 、 言 わ ば公式的 な 空間構成論 に 関 し て は 、 付 け 加 え て お か ね ば な ら な い こ

と が二つ あ る 。 第一 は 、 「二次元J 「三次元」 等 の 言 葉 は 、 厳密 に 数学 的 な 意味 で 理解 さ れ

て い る わ け で は な い し 、 そ う 理解 さ れ て は な ら な い 、 と い う こ と で あ る 。 『 物 と 空 間 』 は

少 な く と も 三度、 そ の こ と を 注意 し て い る 。 ま ず、 平面や三次元的物体 な ど に つ い て 述べ

ら れ て い る 箇 所で、 フ ッ サ ー ル は 「 こ こ で は 数学的 な も の が 問題 な の で は な い 」 cs . 78) 

と 明 言 し て い る し 、 ま た 、 視野 に お け る 「点」 や 「線」 が客観的空 間 の 意味 で理解 さ れ て

は な ら な い と 断 っ て い る 所 で は 、 「視野 は 何か客観的空間 に お け る 平 面 の よ う な も の で は

な L 、 」 （S . 1 66） と 述べ ら れ て い る 。 さ ら に 「伸長j が創 り 出 す 「新 し い 次 元」 が 問 題 に さ

れ て い る 所 で も 、 こ の 次元 は 「幾何学 の ア ナ ロ ゴ ン を 意味 し な い 」 （S. 236） と 付 け 加 え ら

れ て い る 。 実際、 構成の 最終段階で よ う や く 達成 さ れ る か さ れ な い か 酬 の ユ ー ク リ ッ ド

空 間 の 諸規 定 を 、 構成 の 途 中 に 持 ち 込 ん で 、 例 え ば単眼空 間 は 「二次元的」 で あ る 等 と 述

べ る の は 、 論点先取 の 誤謬 で あ ろ う 。 そ れ故 に こ そ ク レ ス ゲ ス も 、 空 間 の 数学的構成 に 関

す る ベ ッ カ ー の 現象学的研究を批判 し つ つ 、 フ ッ サ ー ル は 「二次 元」 と い う 概念 を 「数学

的意味 に お い て 」 で は な く 、 「 ま っ た く 直観的 に 漠然 と し た 意味 に お い て 」 理 解 す る よ う

求 め て い る 、 と 反論 し て い る の で あ る 働 O

第 二 に 、 そ の こ と と も 関 連 し て 、 た と え 漠然 と し た 意味で理解 さ れ た と し て も 、 構成の

初期段階 に 見 ら れ る よ う な 空 間 を 「二次元」 と 見 な す の は 、 正 し く な い よ う に 思 わ れ る 。

フ ッ サ ー ル は 「 眼球運動的領野 （okulomotorisches Feld） 」 が、 眼球運動 を 越 え る 変 様 が

加 味 さ れ た 場合 に 比す れ ば 「空間」 の 名 に 値 し な い が、 し か し そ れ で も 「 何 か 空 間 の よ う

な も の 」 で あ る こ と を 認 め て い る （S.233） 。 ク レ ス ゲ ス が 二次元 と 三次 元 の 峻別 を 批 判 す

る の は 、 以 下 の 理 由 に よ る 。 す な わ ち 、 も し 単眼 の 体 系 が 他 の 体 系 に 比 し て 構成的優位を

示 す な ら 、 そ の よ う な 区 別 も 妥 当 で あ ろ う が、 し か し こ の よ う な 織成的優位 は 「現象学的

に 挙示 し え な い 」 （船 、 と 。 し か し た と え 単 眼 の 体 系 の み を 「抽象的」 （87J に 取 り 出 し て み た

と し て も 、 そ こ に あ ら ゆ る 意味で・ の 奥行 き 区別が欠 け て い る と は 言 え な し 、。 「 ｛ Einfeld》

に お け る 奥行 き 区 別 の 不 在 は （…） た だ ち に Einfeld に お け る 各 々 の 奥 行 き 価 値 の 不 在 を

意味 し て い る の で は な く て 、 恐 ら く 恒常的価値 〔を 持 っ た 奥行 き 区 別 〕 の 不 在 を 岨 意 味

す る 」 （S. 1 73） だ け で あ る 、 と フ ッ サ ー ル も 言 う 。 そ れ ゆ え 、 フ ッ サ ー ル の 空 間 構 成 論 は

初 め か ら 、 「何か空間 の よ う な も の 」 を 前提 し て お り 、 そ し て こ の よ う な 初 次 的 空 間 性 を

根底 と し て の み 、 キ ネ ス テ ー ゼ 的過程の 中 か ら 、 次第 に 二次元性 と か三次元性 と か い っ た
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厳 密 な 諸規定が分化 し て ゆ く に 過 ぎ な い の で あ る 。

で は 最初 の 空間性 と は 、 ど の よ う な も の な の だ ろ う か。 再 び 物 を 「手 引 き 」 と し て 、 現

出 の 本来性 と 非本来性 の 問題 に 立 ち 帰 っ て み よ う 。 フ ッ サ ー ル が何度 も 強調 し て 言 う よ う

に 、 物 の 「面 （Seite） 」 は 独立 し た も の で は な L 、。 面 は 対象 あ っ て の 面で あ る 。 す な わ ち

面 は た だ対象 の 一面 と し て 非独立的 に 存在す る の み で あ っ て 、 自 ら を 越 え て 示 さ な け れ ば

意味を 成 さ な い CVgl .S . 51-52 , 55 , 1 13 ,  14 7） 。 し か も そ れ に 加 わ る 「 プ ラ ス 」 と は 、 本 来 的

現 出 に 単純加算 さ れ る 非本来的現 出 の 「総和 （Summe） 」 な ど で は 、 決 し て な い （S .51 ） 。

従 っ て 、 ま ず諸 々 の 面 を措定 し て 、 そ れ か ら 対象 の 統一性 を 考 え る と い う の で－ は 、 す で に

手遅 れ な の で あ る 。

同 じ こ と は 空間全体 に つ い て も 言え る 。 「我 々 は 空間 に お い て 初 め て 平 面 を 持 つ 。 空 間

が構成 さ れ て い な い 所 で は 、 平面 も 構成 さ れ な L 、」 （S .204-205） 。 空 間 も ま た 、 視 野 の そ

の つ ど の 「平面」 か ら 合成 さ れ て 作 ら れ る わ け で は な い の で あ る 。

し か し こ こ で は 単 に 諸現 出 ・ 諸射映 の 非独立性 だ け が問題 な の で は な い 。 『物 と 空 間 』

第41節 は 、 「物へ の 態度」 と 「物 の 現 出 （与え ら れ た 面） へ の 態度」 を 区 別 す る 。 前 者 こ

そ が、 「現 出 」 「面」 「射映」 を 主題化す る こ と な く 、 真 っ す ぐ に 物 に 向 か う 「 自 然 的 」 立

場 で あ る （S. 144-46） 。 意識 の 素 朴 な 経験か ら は 、 諸現 出 の 定 立 そ の も の が 、 二次 的 な も

の で し か な い の で あ る 。 〔 こ こ で は ま さ し く 現象学的還元以前 の 自 然 的態度 が 問題 な の だ、

と 反論 さ れ る か も し れ な L 、。 し か し 還元は、 諸射映 の 定立 を 必然 的 に 伴 う だ ろ う か。 〕

同第19節 は 、 時 間 論 の 観点 か ら 諸現出 の 問題を 扱 う 。 時間 の 諸位相 は 切 れ 目 の な い連続

的統一性 を形成 し て い る が、 「 こ の 統一性 に お い て、 諸断片 や 抽 象 的 諸 位 相 が 区 別 さ れ う

る 。 し か し 諸位相 や諸断片 が そ れ だ け で （fiir sich） 存在 し た り 、 後 か ら や っ て 来 る 綜 合

に よ っ て 連結 さ れ た り す る の で は な く て 、 統一性が第ーの も の （das Primare） な の で あ

る 。 」 区 別 の 可能性 は も ち ろ ん あ る が、 そ れ は 「単な る 可能性J に 過 ぎ な L 、 。 そ し て こ の

よ う な 区 別 が遂行 さ れ、 知覚か ら 二 つ の 位相が 「際立 た せ （herausheben） 」 ら れ た 後 で の

み、 そ れ ら が 「 同 定 の 綜合J に も た ら さ れ る （S.64） 。 我 々 は 、 『知覚の現象学』 の メ ル ロ ＝

ポ ン テ ィ が、 「諸現 出 の 綜合」 を 「主観的 な 諸断片 の 助 け を 借 り た 、 物 の 不完全な 再構成」

と し て 批判 し 、 「異な る 諸射映か ら 出 発 し て物や世界を構築 す る こ と 」 を 退 け た の を 棚 、

よ く 知 っ て い る 。 諸射映 の 多 を統括す る ーが、 大切な の で は な L 、。 そ う で は な く て 、 多 が

定立 さ れ る 以前 に 与 え ら れ る 端的 な ーが、 肝要 な の で あ る 。

従 っ て 、 フ ッ サ ー ル 自 身 は 物 の 諸現出 に 関 し て 、 「多様 に お け る 統一性 （Einheit i n  der 

Mannigf al tigkei t） 」 （S . 102 ,265） を強調 し て い る が 、 初 次 的 な 空 間 体験 の 観 点 か ら す れ

ば、 そ れ は 二次 的 ・ 事後的 な 説 明 で し か な い だ ろ う 。 端的 な 経験 に お い て は 、 む し ろ 多 な



き ーが 認 め ら れ な け れ ば な ら な L 、。

部分 と 全体 に 関 す る 第13節 で の フ ッ サ ー ル の 考察 に つ い て も 、 同 様 の 批判 が な さ れ え よ

う 。 「現象学的 に は、 全体 に お け る 部分 は、 分析の 前 と 後で異な る 。」 際立たせ る 作用 に よ っ

て 初 め て 、 部分が対象化 さ れ る の で あ る 。 従 っ て 我 々 は、 ま ず 「分析以 前 の 全体」 と し て

の 「総体現象」 を 持 ち 、 し か る 後 に 「部分現象 を 含 む全体現象」 を持つ、 と 言 っ て よ い よ

う に 思 え る （S.37） 。 だ が フ ッ サ ー ル は こ の よ う な 考 え を 、 意 識 の 分 節 と 対 象 の 分 節 を 混

同 す る 「不条理な 懐疑論」 と し て 、 す ぐ に 退 け て し ま う 。 「端的 に 言 っ て 、 全 体 が 部 分 を

持つ の で あ る 」 （S.38） 。 し か し こ の よ う な フ ッ サ ー ル の 議論 か ら は 逆 に 、 後 に な っ て よ う

や く 気づ か れ る こ と に な る 対象 の 分節 を 、 意識の 中 に 早急 に 持 ち 込 む こ と の 誤 り を 、 指摘

す る こ と も で き る の で あ る 。 意識経験 の 中 に 身 を 置 く な ら 、 諸部分か ら 合成 さ れ た 全体 よ

り 以前 に 、 諸部分 を 持 た な い 全体が見 い だ さ れ る の で あ る 。

か く し て 我 々 は 、 表立 っ た フ ッ サ ー ル の 主張 に は た ぶ ん 反 し て 、 し か し 恐 ら く は そ の よ

う な 主 張 の 前提 を な す も の と し て 、 再 び ス ピ ノ ザ 的 な 「ー に し て 不可分」 の 空 間 に 舞 い 戻

る こ と に な る 。

第三章 メ ー ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン に お け る 「原初 的空間」

ス ピ ノ ザ と フ ッ サ ー ル と い う 、 言 わ ば対極的な 哲学者の空間論を経た あ と で、 我 々 が メ ー

ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン を 扱 う 酬 の に は 、 理 由 が あ る 。 な ぜ な ら ビ ラ ン 空 間 論 は 、 ス ピ ノ ザ を 思

わ せ る 「未 区分で不可分 の ひ と つ の 全体」 と し て の 「原初的空間」 か ら 出発 し て 、 フ ッ サ ー

ル 的 な 身体運動 に よ っ て 構成 さ れ る 「可分 的空間」 に 至 る ま で、 空 間 構 成 の 諸段 階 を 、 発

生論 的 に 考察 し た か ら で あ る 。 ヴ ァ ン ク ー ル は 言 う 。 「 メ ー ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン は 、 言 わ ば 、

一度限 り 決定 的 に 与え ら れ た 総体 と し て 空 聞 を 考察 し た の で は な L 、。 そ う で は な く て 、 彼

は 我 々 に こ の 空 間 の 発生 （genese） を説明 し よ う と し た の で あ る 。 そ し て こ の こ と を 為 す

た め に 、 彼 は 空 間 の 最 も 基礎 的 な 形式を 我 々 に 示す こ と か ら 始 め た 。 そ こ か ら 出 発 し て 空

聞 が展 開 さ れ、 複雑化 さ れ て ゆ く の で あ る 」 則 。 で は こ の 「発生」 の 諸段 階 を辿 る こ と か

ら 始 め よ う 。

(1) 発生論的空間論 と 「原初的空間」

空 間論 に 限 ら ず、 ビ ラ ン 哲学を特徴づ け て い る の は 、 そ の 発生論的考察で あ る と 言え る 。

例 え ば 「 自 我」 は 、 「努力 の 感情」 と と も に 初 め て 生 ま れ る も の と さ れ て い る 。 意 志 的 な

身体運動 の 「努力」 が筋 肉 や 外的物体 の 「抵抗」 に 出 会 う こ と に よ っ て 、 初 め て 「 自 我」
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と 「非我」 が 区 別 さ れ、 「関係 と 意識 の 生 （vie de relation et de conscience） 」 が 始 ま る の

で あ る 。 そ れ以 前 の 「動物 的生J に お い て 主役を演ず る の は 、 「 情 感 （affection） 」 で あ

る 。 「情感」 は し ば し ば 「無意識」 と 述べ ら れ る が、 そ れ は 「意識」 が 努 力 と 抵 抗 の 「 二

項関係」 な い し 「原初的二元性」 に よ っ て 定義 さ れ て い る か ら に 過 ぎ な L 、。 そ の 内 実 か ら

す れ ば、 「情感」 は 快 苦 の 感情や し か じ か の 色 の 快 い ニ ュ ア ン ス 等で あ っ て 、 独 自 の 体 験

性格 を 有 し て い る 。 空間 に 特 に 関 わ る と さ れ て い る の は 「 直 観J で あ る が 、 「 直 観」 や

「情感」 は 、 「 自 我」 と 結 び 付 い て 、 独特 の変様を遂 げ る こ と が あ る 。 一一 ビ ラ ン 哲学 を 扱

う 際 に 、 「 自 我」 「情感」 「直観」 「空 間」 と い っ た 基本 タ ー ム に 発生論的解釈 を施す こ と を

怠 る な ら 、 無用 の 混乱 に 陥 る の で、 こ の こ と は 予 め 注意 し て お か ね ば な ら な い。

さ て 、 空間 な い し 延長 に 関 わ る の は 、 「直観」 の 中 で も 視覚的直観 と 触 覚 的 直 観 の み で

あ る 。 「視覚 と 触覚 の 感官 （人間的有機組織 に お い て 主要な も の ） に よ っ て 私 が 直 接 知 覚

す る が ま ま の 延長 は 、 こ れ ら の 感官 の 本性 に 内 属す る 、 こ れ ら の 感官の 形式で あ る 」 倒 。

な ぜ な ら 臭覚 や 味覚等 と は 違 っ て 、 「視覚的直観 と 触覚的直観J は 「 空 間 の 中 で 相 互 に 自

然 に 配列 さ れ て い る 」 （A m.p .439） か ら で あ る 。 多 少 と も カ ン ト 的 な 、 し か し カ ン ト よ り

か な り 限定 さ れ た 意味 に お い て 表現す る な ら 、 空 間 は 「視覚や 触覚 の 感官 に 相対 的 な 、 な

い し 主観 的 な 形式」 （Am.p .459） と 言え る 。 「 自 我 の 、 な い し 本 来 的 な 意 味 で の 認 識 の 起

源以来、 こ の 種 の 印 象 は す で に 、 自 我 に 外 的 な 現象 界 に お い て 配列 さ れ て 表象 さ れて い る 。

か く し て 視覚的 印 象 お よ び触覚的 印 象 は 、 直観 の 感官が行使 さ れ始 め る や 否 や 、 直観 の 感

官 そ の も の に お い て 、 配列 さ れ た ま ま 表象 さ れ る 」 （Am.p .444） 。

し か し く 自 我 の 起源以来＞と い う 表現 と く直観の感官が行使 さ れ始 め る や 否 や＞ と い う

表現 は 、 混 同 さ れ て は な ら な L 、。 な ぜ な ら ヴ ァ ン ク ー ル が指摘す る よ う に 、 ピ ラ ン 空 間 論

の 中 に は 明 ら か に 、 「意識 的 自 我 の 誕生 に 先立つ空間 の 存在J 側 と い う 考 え が あ る か ら で

あ る 。 『試論』 の 中 で ビ ラ ン は こ う 述べ て い る 。 「私が こ こ で直接的直観 の 名 の 下 に 示 そ う

と し て い る 現象 の 主要 な 要素 に 関 し て 言え ば、 そ れ は 1 0 ひ と つ の 空 間 の 中 に お の ず か ら

広 げ ら れ ・ 並置 さ れ ・ 配列 さ れ た諸色彩様態 の 一 種 の 自 然 的 な 、 言 わ ば有機 的 な 区 別 の う

ち に 存す る 。 こ の 空 聞 は 、 自 我が ま だ そ れ 自 身 に と っ て 存在 し て い な い 限 り で、 あ る い は

自 我 が色彩世 界 か ら 区別 さ れ て い な い 限 り で、 自 我 に 外 的 で あ る と は 言 わ れ え な L 、」 制 。

ま た ア ン ベ ー ル へ の 書簡 の 中 で ビ ラ ン は 、 みずか ら の 「直接 的 内 的覚知」 （「努力 の 感情」

と し て 努 力 に 伴 う 自 己意識） に 相 当 す る ア ン ベ ー ル独 自 の 「 自 己 視 （autopsie) J と い う

用 語 を 用 い つ つ 、 こ う 述べ て い る 。 「 自 己視以前 に は、 す べ て が感覚 的 で 単 純 で あ る 。 そ

れ は 、 ひ と つ の 空 間 の 中 に 自 然 的 に 配列 さ れ て イ マ ー ジ ュ の 世 界 を 形成す る 、 諸直観で あ

る 。 自 我 は ま だ、 こ の イ マ ー ジ ュ の 世界 か ら 分離 さ れ て い な い 」 （Am.p .432 ） 。 こ の よ う
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な 自 我 な き 空 間 を 「原初的空間」 の 名 の 下 に 総括 し て研究 し た の は 、 ヴ ァ ン ク ー ル の 功 績

で あ る 倒 。 ア ズ ヴ ィ は そ れ を 「前反省的空間 な い し 受動的延長」 と 呼 ぶ よ う 提 唱 し て い

る が 側 、 彼 は ビ ラ ン 自 身 が 「原初 的空間 （espace primitif） 」 m と い う 語 を 用 い て い る の

を、 知 ら な い の か も し れ な L 、。

と こ ろ で、 「関係 と 意識 の 生」 は 努 力 の 感情 と と も に 、 す な わ ち 「 自 我 」 が 成 立 す る ま

さ に そ の 瞬間に始ま る 。 従 っ て、 自我な き 原初的空間 に お け る 自 然的な 市古lj (coordination)」

は 、 ま だ 「関係 （relation , rapport） 」 意識 と 見 な す こ と が で き な L 、。 「 自 然 的 に 配列 」 さ

れ た 「視覚的直観 と 触覚的直観」 は、 ま だ こ の 段階で は 、 「 あ ら ゆ る 知 性 的 な 関 係 知 覚 」

か ら 「独立」 （Am.p .439） し て い る の で あ る 。 そ れ ゆ え 、 こ こ で は 「比較」 作用 も 生 じ え

な い。 ビ ラ ン は い か な る 関係 に も 関 与 し え な い、 色彩 な ど の 「感覚的直観」 と 、 関 係 に 関

与 し う る 、 （量 な ど の ？ ） 「比較的直観」 と を 区別 す る が、 し か し 「比較す る 主観J の な い

所 で は 、 「比較作用 」 は 考 え ら れ な い し 、 「比較」 作用 の な い 所 で は 、 「 関 係 」 が 「 直 観 に

内 属 し て い る 」 と は 考 え ら れ な L 、。 従 っ て 、 な る ほ ど精神 は 「比較的直観」 か ら 「後で様々

な 関係観念 を 導 出 し う る 」 と は い う も の の 、 主観の 誕生す る 以前 に は 、 「 最 初 の 比 較 的 直

観」 は ま だ 「感覚的直観」 か ら 「実在的 に 区別」 さ れ て い な い の で あ る （A m .p . 431-432）。

そ れ ゆ え 、 比較的直観 に さ え も 、 発生 的諸段階 を 認 め ね ば な ら な い 制 。 つ ま り 自 我 の 誕

生以前 の 段階 に お い て は 、 そ こ で の 自 然 的配列 も や は り ま だ 「関係」 と し て 比較 さ れ る に

至 っ て お ら ず、 比較的直観 は 、 関係 に 関与すべ く も な い 感覚的 直観 と 、 一体 と な っ て い た

わ け で あ る 。

そ れ ゆ え 、 空 間 は ま ず、 あ ら ゆ る 関係 を 絶 し た ひ と つ の 全体 と し て 、 一挙 に 与 え ら れ る

と い う こ と に な る 。 「空聞 は 同 時的 に 、 唯一の最初 の 直 観 に よ っ て 、 未 区 分 で 不 可 分 の ひ

と つ の 全体 Cun tout indivise et indivisible） と し て 与え ら れ よ う 」 （ Tr. p . 19） 。 ス ピ ノ ザ

の 不 可分延長 を 想 わ せ る こ の よ う な 原初的空間 は し か し 、 悟性 の 対象 で は な く て 直 観 の 所

与、 し か も 「原初的所与」 （ Tr.p . 21 ） な の で あ る 。 そ れ は 未 区 分 で 不 可分 の 全体 で あ る か

ら に は 、 諸部分 の 定立 に 先立つ。 実際、 ビ ラ ン の 言 う よ う に 、 「諸部 分 は す で に 、 何 ら か

の 感官 に 同 時 に現前す る ひ と つ の 全体的延長 を 、 想定 し て い る の で は な い か」 （ Tr. p . 12 ） 。

従 っ て 、 「空 間 は、 全体 の 観念が諸部分 の 観念 に 先立つ よ う な 、 そ う い う ひ と つ の 全 体 の

形式 の 下 に 、 綜合 的 に 与 え ら れ る 」 （Tr.p .21 ・22） の で あ る 。

発生の 第二段 階 に お い て は 、 自 我の 成立 と と も に 、 空間 に も 或 る 種 の 変様が生ず る 。 こ

こ で は 自 我 は も は や 直観 と 「共感」 （E.p . 316） も 「 同一化」 （E.p .318） も せ ず 、 む し ろ 直

観か ら 「分離」 （E.316） さ れ 「区別」 （E. p .393） さ れ る だ け で あ る 。 し か し も ち ろ ん そ れ

は 、 あ く ま で 「 自 我が存在す る や否や」 （E.p .394） と い う 留保条件つ き の こ と で あ る 倒 。
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そ し て こ の段階で は 、 自 我 は ま だ 「受動 的証人」 に 過 ぎず、 「直観 を 言 わ ば ま っ た く 出 来

上 が っ た も の と し て 受 け取 る 」 （E. p .316） だ け で あ る （酬 。 こ こ で は 空 間 は ま だ 「 漠 然 と

し た も の」 （E. p .393） で あ り 、 「抵抗 し な い空 間 と い う 、 あ る い は 固 定 性 も 一 貫性 も な い

二次元的延長 と い う 形 式 の 下 に 」 （E. p .394） 現れ る だ け で あ る 。 も っ と も フ ッ サ ー ル に お

い て 見 た よ う に 、 こ こ で の 「二次元」 を厳密な 数学的意味 に お い て 理解 し よ う と す れ ば、

か え っ て こ の 空 間 の も つ 「漠然 と し た」 性格 を 見誤 る こ と に な ろ う が。

さ ら に 進 ん だ段階で は 、 空 間 の 分割 な い し 測定が可能 に な る 。 そ し て こ の よ う な 分割 ・

測 定 を 行 う の は、 「努力 の 感情」 の 哲学 に ふ さ わ し く 、 「運動」 で あ る 。 「運動 が な け れ ば 、

我 々 は 空間 な い し 延長 を 諸部分 に 可分 的 な も の と し て 認識 し な い で あ ろ う 」 （ Tr.p . 18） 。

か く し て 運動が、 空 間 分 割 の 「 自 然 な 唯一の 手段J (Tr.p . 20） と な る 。 特 に 客観 的 な 局 在

化 は 、 「他の 外 的諸感官 の 同 時的行使 に 結 び付 い た 、 触覚お よ び意志 的 移 動 の 反 復 的 経 験

の 産物」 （E.p .394） と 言 わ れ る 。 そ し て 運動は、 必然的 に 時 間 の 中 で 行 わ れ る 。 「 す べ て

の 分割 は 時 間 の 中 で生 じ る 。 分割 さ れ た も の と し て 考え ら れ た 、 そ し て 分割 の 作用 そ の も

の に お い て 考え ら れ た 空 間 は 、 時 聞 か ら 切 り 離せ ら れ な L 、」 （ Tr.p . 20 ） 。 逆 に 、 結 果 と し

て 可分 的 と な っ た 空 聞 は 、 分割 の 要因 と し て の運動や 時 聞 を 、 痕跡 と し て 示 し て い る こ と

に な る 。 「分割 さ れ た延 長 な い し 空 間 は 、 遂 行 さ れ た運動や流れ去 っ た 時 聞 を 代 現 す る 」

(Tr.p . 19） 。 し か し 、 繰 り 返 し て お く が、 運動が初 め て 空 間 を 構 成 す る の で は な い 。 運 動

が構成す る の は 、 せ い ぜ い の と こ ろ 可分的空 間 で あ っ て 、 逆 に 運動 そ の も の が、 そ れ の 行

わ れ る べ き 場所 と し て 、 空 間 を 前提 し な け れ ば な ら な い の で あ る 。 「 運 動 な く し て は 分 割

さ れ た延長 は な く 、 ひ と つ の 空 間 な く し て は一連の 覚知 さ れ た 運 動 は な い 」 （ Tr. p . 23） 。

「運動が我 々 に 与 え る の は 、 測定 さ れ た 延長 で あ っ て 、 現初的空間 で は な L 、 。 現 初 的 空 間

は す べ て に 先立 つ 独立 し た 所与で あ る 。 延長な い し 空 聞 が、 諸部分 に 可 分 的 な も の と し て

し か、 あ る い は 相互外在的 に 区別 さ れ た諸部分 を も つ も の と し て し か現 れ な い の は、 た だ、

我 々 が継起的 に 運動す る 限 り に お い て の み、 あ る い は 我 々 が こ の 空 間 の 中 に 継起 的 運動 を

覚知す る 限 り に お い て の み で あ る 」 （Tr.p . 18） 。

最後 に 、 フ ッ サ ー ル に お い て と 同 様 ビ ラ ン に お い て も 、 構成 さ れ た 空 間 は一種の 地平構

造 を 持つ こ と を 、 付 け 加 え て お こ う 。 「パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ の 各 々 の 点 が順 に 浮か び上が り 、

他 の 諸点 は 影 の 中 に 留 ま る 。 し か し こ れ ら の 影 の 部分 も 、 や は り 見え て い る 。 こ れ ら の 影

の 部分 こ そ が、 直 観 の 受動的感官 に 現前す る 画面 の 地 （ fond） を 、 常 に 構 成 し て い る 」

(E.p . 364） 。 も ち ろ ん こ の よ う な 地平構造 は 、 諸部分の 区 別 を 前 提 し て い る か ら 、 発 生 論

的 に は 後 の も の で あ る 。
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(2) 「直観」 と 「情感」

以 上 の 発生論的諸段階 を 経 た あ と で、 も う 一度別 の 観 点 か ら 、 「原初 的 空 間 」 の 問 題 に

立 ち 返 る こ と に し よ う 。 す な わ ち 、 自 我の 誕生以前 に 活躍す る の は 、 「 情 感 」 で あ る と 言

わ れ た 。 し か る に 自 我 の 成立以前 に も 原初的空聞が存在 し 、 そ れ は 「直観J に よ っ て 与 え

ら れ る こ と が 明 ら か と な っ た。 で は 自 我 と 非我 の 区 別以前 に お い て 、 そ し て と り わ け 空 間

性 と の 関連 に お い て 、 「情感」 と 「直観J は ど の よ う な 関 係 に あ る の だ ろ う か 。 は た し て

く情感的空間＞ の よ う な も の は 、 存在す る の だ ろ う か。

こ の 問題 は 、 表 面 的 な ビ ラ ン の 言葉 を 拾 っ て ゆ く だ け で は 、 解決 さ れ な L 、。 以下、 我 々

は 少 し く 踏 み 込ん だ ビ ラ ン 解釈 を 試 み る が、 そ の 前 に 、 ま ず表立 っ た ビ ラ ン の 主 張 を 確認

し て お こ う 。

少 な く と も 表 明 的 に は 、 ビ ラ ン は 情感か ら あ ら ゆ る 空 間性を排除 し て い る よ う に見え る 。

例 え ば 『試論』 は 、 次 の よ う に 「情感」 を 定義す る 。 「単純 な 情感 を 定義 し よ う と す れ ば 、

こ う 言 う こ と が で き ょ う 。 そ れ は 完全 な 感覚か ら 、 人格 的個体性 あ る い は 自 我 を 、 そ し て

そ れ と と も に 、 カ ン ト 主義者 の 表現を利用 す る な ら 、 時間 と 空間 の あ ら ゆ る 形式を、 内的 ・

外 的 な 因果性の あ ら ゆ る 感情 を 切 り 離す 時、 完全な 感覚か ら 残 る も の で あ る 」 （E. p .285） 。

「単純 な 」 と は 、 自 我 と 結合す る 以前の、 と い う ほ ど の 意 味 で あ る 。 単純 情 感 に は 、 空 間

形式が欠 け て い る O そ し て 少 な く と も 表面 的 に は そ れ が、 自 然 的配列 を 伴 う 「直観」 か ら

「情感」 を 区別 す る メ ル ク マ ー ル の ひ と つ な の で あ る 。 「情感 は そ の 本性 に よ っ て 、 配列 さ

れ た り 結合 さ れ た り し よ う と し な い。 直観 は そ う で は な L 、 」 （A m.p .444） 。

だが単純情感 に 拒 ま れ て い る 空 間性 と は 、 ど の よ う な も の か。 同 じ く 『試論』 の 中 で 、

ビ ラ ン は 言 う 。 「 ま ず初 め は 絶対的 ・ 一般的 な 生 の 混沌 と し た 感情 と 一 体 に な っ て い る 、

純粋 に 情感的 な 諸 印 象 は 、 単な る 一致 に よ っ て 努力 な い し 自 我 と 結合す る こ と に よ っ て 、

或 る 関 係性格 Cun caractere de relation） を得 る 。 か く し て そ れ ら の 印 象 は 、 全体 と し て

の 身体 に 関係 づ け ら れ る か、 あ る い は特殊的諸器官 に 局 在 化 ( localiser） さ れ る 」 （E.p .

313） 。 そ し て 特 に 後者、 す な わ ち 諸器官 に 局 在 化 さ れ う る よ う な 情 感 こ そ が 、 前 者 よ り

「努力 の 感官」 に 近づ き や す く 、 「空間 や 時 間 の 諸形式J を 容 認 し や す い （E.p . 294） と 言

わ れ る 。 す な わ ち 、 自 我 と の結合 に よ っ て 初 め て 獲得 さ れ る 空 間 形式 と は 、 「関係性格」、

も っ と 限 定 し て 言え ば、 「局在化」 の 可能性で あ る 。 逆 に 言 え ば、 自 我 の 誕 生以 前 の 情 感

に 欠如 し て い た 空間性 と は 、 関係空 間 に お け る 局 在性 に 過 ぎ な い の で あ る 。 「 ま だ 動 い た

り 活動 し た り し て い な い 感受的存在 に と っ て は、 何 も の も 局在化 さ れて い な L リ （E.p . 288）。

し か し ビ ラ ン 哲学 に お け る 空間性 の す べ て は、 局在性 に よ っ て 尽 く さ れ る だ ろ う か。 ビ

ラ ン は ま さ し く 自 我 の 成立以 前 に 、 あ ら ゆ る 比較 ・ 測定を絶 し 、 あ ら ゆ る 関 係意識 に 先立
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ち 、 諸部分 の 定立 を ま だ許 さ な い、 漠然 と し た 「未 区分で不可分 の ひ と つ の 全体」 と し て

の 「原初的空間」 を 、 認 め た の で は な か っ た か。 も し 局在性以 外 の 根源 的 な 空間性が 自 我

以 前 の 直観 に 認 め ら れ、 そ し て 自 我以前の情感性 に 拒 ま れ て い る の が局 在性 と し て の 空 間

で し か な い な ら 、 む し ろ 情感 に 対 し で も 根源 的 な 空 間性を探 る 方が、 自 然 で は な い か。

し か し そ の た め に は 、 空間性 と い う こ と に 関 し て 、 「情感」 と 「直 観」 の 関 係 を 発 生 論

的 に 考察す る こ と が必要 と な る 。 『試論』 は 「視覚的情感J に つ い て 、 こ う 述べ る 。 「視 覚

的 印 象 は 、 そ の 固有 の 感 官 に 局 在化 さ れ て も （… ） 、 常 に 情感 的 な 部分 を 保 存 し て い る 。

そ し て そ れ が （ … ） 比較の快 さ か ら は 独立 し て 、 視覚 の 直接的感官 に と っ て 快 い し か じ か

の 色彩、 し か じ か の ニ ュ ア ン ス な い し 色調 を 存在せ し め て い る も の で あ る 」 （E.p . 298） 。

情感 は 、 局在化 さ れ た 後で も 、 直観 固有の 空間性 と 共存 し う る と い う こ と が、 ま ず確認 さ

れ る 。

で は局在化以 前 の 、 す な わ ち 自 我 の 成立以前 の 直観 と 情感の 関 係 は 、 ど う な っ て い る だ

ろ う か。 同 じ く 『試論』 で ビ ラ ン は、 「我 々 が直観 の 名 の 下 に 区別 し た 知 覚 的 部 分 」 は 、

「 自 我 と の結合 に さ え 先立 つ そ の 生来 の 単純性の 状態」 に お い て考察 さ れ る な ら 、 「 ま ず情

感 と 一体 と な っ て い て 、 情感が そ れ を 吸収 な い し 覆 い 隠 し て い る 」 （E.p .315） と 言 う 。 だ

が も し 情感が本来非空 間 的 な も の で あ る な ら ば、 如何 に し て そ の よ う に非空間的 な も の が、

本来空 間 的 な 直観 と 一体 と な っ た り 、 ま し て や そ れ を 吸収 し た り す る こ と が で き る と い う

の だ ろ う か。 む し ろ 漠 と し て 不可分の原初的空 間 は 、 情感 に こ そ ふ さ わ し い も の で は な い

か。 ち ょ う ど 「比較す る 主観」 の 成立す る 以前 に は 、 「比較的直観」 と 「 感 覚 的 直 観 J が

一体 と な っ て い た よ う に 、 自 我 の 成立す る 以前の根源的空 間 に お い て こ そ 、 情感が 直 観 を

包み込 ん で い る の で は な い か。

し か し も し 自 我 と 非我 の 区別以前 に 原初的空聞が、 直観 と 情感 の 一体性 の う ち に 現象 す

る の で あ れ ば、 そ れ は ど の よ う な も の と し て 経験 さ れ る の だ ろ う か。 ビ ラ ン 最晩年 の 著作

の ひ と つ 『存在観念 に つ い て の ノ ー ト 』 は 、 「情感的感覚」 と 「直観」 と が 「努力 の 感官 J

と 結 び付 く こ と に よ っ て 「局在化」 さ れ、 「 自 我か ら 区別」 さ れ る 旨 を 説 い た 後 で 、 こ う

述 べ る 。 「 こ の 感官 の 行使 を 取 り 除 い て み よ 。 そ れ で も な お 動物的感覚 が 、 あ る い は 同 じ

資格 で直観が残 る であ ろ う 。 そ し て こ れ ら の 印象 そ の も の に よ っ て 自 然 と 同 一化 さ れ た 人

聞 は 、 彼 を 彼 た ら し め て い る も の の う ち で 彼 自 身 を 区 別 す る こ と が で き な い で あ ろ

う 」 制 。 情感的直観 が そ の根源性 に お い て 顕示す る の は、 自 我 と 区別 さ れ る 以 前 の 「 自

然」 な の で あ る 。

さ れ ば こ そ ビ ラ ン は （ ド ・ ス タ ー ル夫人 に よ っ て 触発 さ れ て 書 か れ た ） 1815年 5 月 13 日

の 日 記 に 、 こ う 書 き 留 め て い る の で あ る 。 「人聞 は 自 ら の う ち に 、 昼 や 夜 や 雷 雨 や 静 寂 に
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応え る 感覚、 隠れ た能力 を持 っ て い る 。 宇宙の驚異や創造 の 原初 的 な 美 し さ と 我 々 の 存在

と の こ の よ う な 密 や か な 結 び付 き こ そ が、 詩 に そ の 真 の 偉大 さ を 与 え て い る の だ。 自 然 を

見 る だ け で は 足 り な い。 自 然 を 感 じ な け れ ば な ら な L 、。 緊密 な 共感 に よ っ て 自 然 と 合一 し、

言 わ ば こ の 美 し い 自 然 と 同一化す る こ と 。 そ う し て 、 我 々 の 存在全体へ の 自 然 の 効 果 を 然

る べ く 受 け と め 、 こ の 幸 福 の 陶 酔 を 表 現 す る こ と （ … ） 」 ｛醐 。 「 見 る 」 だ け で は 足 り ず

「感 じ 」 な け れ ば な ら な い と は 、 明 ら か に 直観 に 対す る 情感 の 優位、 あ る い は 少 な く と も

そ の 不可欠性を 言 っ て い る 。 我 々 の 存在 と 同一化 さ れ た こ の よ う な 「美 し い 自 然」 の 内 に、

情感的直観 に よ っ て 開 示 さ れ た 原初的空間 の 真 の 姿 を 見 る こ と は 、 ピ ラ ン 解釈 と し て は 穿

ち 過 ぎ で あ ろ う か。

し か し 少 な く と も 我 々 は 、 ー に し て 不可分 の 空 間 （ の ） 根源的経験 の 可能性 を 思惟 す る

所 に ま で は 、 た ど り 着 い た よ う で あ る 。

結 論 く多 に お け る ー＞ と く多 な き ー＞

我 々 は 空 間 の 根源性 と 経験性 を め ぐ る 冒 頭 の 問 い に 、 答 え え た で あ ろ う か。 本稿 は ス ピ

ノ ザ に 関 し て は 根 源 的空 間 の 経験性 を、 フ ッ サ ー ル に お い て は 経験 さ れ る 空 間 の 根源性 を

問 う た。 ビ ラ ン が直 ち に 両 者 に 回 答 を 与 え る と 言 う な ら 、 そ れ は ス ピ ノ ザ解釈、 フ ッ サ ー

ル解釈 と し て は 言 い 過 ぎ と な ろ う 。 我 々 の ビ ラ ン 解釈 自 身、 特 に 情感 的 空 間 の 存在 に 関 し

て は 、 ビ ラ ン の 言葉 の 忠実 な 再現 と は 言 い 難 い。 し か し 例 え ば ス ピ ノ ザ に お け る 「悟性」

と 「想像力」 の 区 別 に 関 し て 言 え ば、 想像 力 が根源的空間 の 受容能力 か ら 退 け ら れ て い る

の は 、 そ れ が特殊的諸事物 に 携 わ る 能力 と 見な さ れ て い る か ら に 過 ぎ な い 制 。 逆 に 悟 性

に 関 し て 広 い解釈が可能な こ と は、 ロ ン バ ッ ハ の と こ ろ で既 に 触れ た 。 我 々 は 第二種認識

に 属 す る ス ピ ノ ザ の 「倍性 (intellectus） 」 の 近 く に 、 第 三 種 認 識 か ら 生 ま れ る 「 知 的 愛

(amor intellctualis） 」 を 指摘す る こ と が で き る か も し れ な L 、 。 そ し て 事 柄 そ れ 自 身 に 向

か う な ら 、 空 間 の 根源性 に 関 し て 冒 頭 で指摘 し た く 自 我 と 空 間 の 無差別性＞ ゃ く空 間 そ の

も の の 不可分性＞ に つ い て 、 感情な い し情感性 は 卓越 し た 諸特性 を 示 し て い る と 言 え る の

で は な い か。

例 え ば意識 と 空 間 の 不可分離 と い う こ と に 関 し て 言 え ば、 『人間 と 空 間 』 の 中 で ポ ル ノ

ウ が 「空間 と の 一体化 （Einswerdung） 」 の 諸形式 の 中 に 、 「夜 の 空 間」 等 と 並ん で 「 気 分

的空間 （der gestimmte Raum） 」 を 挙 げ て い る の は 、 興味 深 い こ と で あ る 制 。 諸 部 分 の

不在 に 関 し て は 、 ゲ シ ュ タ ル ト 心理学 の 立場か ら 、 「表情」 や 「表現」 は 「 我 々 が 諸 部 分

を相Eか ら 孤立 さ せ て し ま う 時 に は 消 失す る 」 よ う な 「 ひ と つ の 全体」 で あ る 、 と ギ ョ ー
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ム が述 べ て い る 。 そ し て 「感情」 こ そ が そ の よ う な 全体知覚の 「原初的 ゲ シ ュ タ ル ト 」 な

の で あ る （刷 。 あ る い は 美的経験 の 立場か ら 、 「表現 は 一挙 に 、 分 解 し え な い ひ と つ の 統

一体 と し て 把捉 さ れ る 」 棚 と い う デ ュ フ レ ン ヌ の 言葉 を 引 用 す る こ と が で き る か も し れ

な L 、。

と い う こ と で

あ る 。 ゲ シ ュ タ ル ト 心理学 を援用 し つ つ、 「空間意識」 に 関 し て カ ッ シ ー ラ ー が 選 ん だ の

は 、 「ー に お け る 多 の 表現 （multorum in uno expressio） 」 と い う ラ イ プ ニ ッ ツ の 言 葉 で

し か し 問題 は こ の よ う な 経験 を 、 ど の よ う な 言葉で哲学的 に 言 い 表 す か、

〔 ＝ 意識 の 立場〕 で は ー は 多 《 に お い て 》 あ り 、 多 は ー 《 に お い て 》 ああ る （附 。 「 こ こ

そ れ は 、 両 者 が 相 互 に 制 約 し 合 い 、 相 互 に 表 出 し 合 う と い う 意 味 に お い て で あ

る 」 （醐 。 くー に お け る 多＞ あ る い はく多 に お け る ー＞ と い う こ の よ う な ゲ シ ュ タ ル ト 理

解 は 、 「諸部分 の 総和 と は 別 の も の 、 あ る い は そ れ以上の 何か」 （蜘 と い う ゲ シ ュ タ ル ト の

る 。

し か し ス ピ ノ ザ や ビ ラ ン に お い て

こ の よ う な 諸部分 のく多＞ が ま だ存在 し な い 、 端 的 な くー＞ で あ っ た 。

我 々 は後期 メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ が、 「諸部分 の 総和 に 還元 さ れ な い ひ と つ の 全体 」

定義 の 、 優れ て 哲学 的 な 解釈 と 思 わ れ る か も し れ な L 、。

我 々 が 見 た の は 、

と い う ゲ

シ ュ タ ル ト の 定義 を 、 「否定 的 で 外的 な 定義」 と し て 退 け た （酬 の を 、 思 い 出 し て よ い か

も し れ な い 。 ー に し て 不可分 の 空 間 の 経験を規定す る の は 、 む し ろ く多 な き ー＞ な い し く

ー に お け る ー＞ と い っ た言葉な の で あ る 。

我 々 がFunktionalismus （ ロ ン バ ッ ハ の 如 き ） や 目 的論的世界観 （ デ ル ボ ス の 意味で も 、

フ ッ サ ー ル 的 な 意識経験 の 運動 の 意味 で も ） を退 け る の も 、 こ の よ う な 観点 か ら で あ る 。

こ れ ら は す べ て 、 多 に 対す る ーの 、 部分 に 対す る 全体の、 諸項 に 対す る 関係 の 優位 を 説 き

つ つ も 、 ま さ に そ の こ と に よ っ て 諸項 の 多 を 要請 し て い る 。

こ の よ う な 我 々 の 主 張 に 対 し て は し か し 、 カ ッ シ ー ラ ー が ス ピ ノ ザ に 対 し て 為 し た よ う

と 反論 さ れ る か も し れ な い 。 「 実 体 の ー性 か

ら 多 様 な 《様態》 が 出 来す る 仕方 は し か し 、 相変わ ら ず不可解 な ま ま で あ る 」 刷 。 「 ス ピ

ノ ザ に お い て も 自 ラ ニ オ イ テ 有 リ 自 ラ ニ ヨ ッ テ 考エ ラ レ ル も の と し て の 実体か ら 、 一連の

個 々 の 依存 的 で可変的 な 様態 へ の 移 行 は 、 演鐸 さ れ て い る と い う よ り む し ろ 詐取 さ れ て い

に 、 知 何 に し て ー か ら 多 が導 出 さ れ る の か、

し か し そ れ は む し ろ 、 恐 ら く は 問題 の 立 て 方 の 誤 り で あ ろ う 。 確 か に ー か ら 多る 」 （112） 。

し か し 、 く産 み 出 す＞ と い う こ と と は 別 の 仕方 で 、 根源で あを 産 み 出 す こ と は で き な い 。

る と い う 有 り 方 も 、 あ る の で は な い か。

ピ ラ ン に お い て 情感 は 、 局 在化 さ れ た 空間 と も 共存 し て い た 。 そ し て 全体 あ っ て の 部分

と い う 考え か ら す れ ば、 情感的空間 こ そ が 局在化 さ れ た空 聞 を 支 え て い る と 言 っ て よ い の

し か し 局在化 さ れ た 空 間 が な く て も 、 情感 は す で に 、 端緒か ら 存在 し て い
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Tこ。

く多 な き ー＞ がく多＞ゃく多 に お け る ー＞ を 産 み 出 す の で は な L 、。 し か し く多 に お け る

ー＞ の あ る と こ ろ 、 常 に く多 な き ー＞ が あ っ て こ れ を 支 え 、 そ し て く多 に お け る ー＞ が な

く て も く多 な き ー＞ は あ る 。 も し 何 も の に よ っ て も 産 み 出 さ れ る こ と の な い も の を 「神」

と 名 付 け る な ら ば、 く多 に お け る ー＞ は す で に 神 で あ る o し か し そ れ は 多 を 統 べ な け れ ば

な ら な い 限 り に お い て 多 に 縛 ら れ た 一、 す な わ ち 自 足 し な い神 で あ る 。 自 足 す る 神 が あ る

な ら ば、 そ れ は 多 を 産 み 出 す こ と も 多 を統べ る こ と も な いー で あ ら ね ば な ら な L 、 。 そ れ ゆ

え 、 く多 に お け る ー＞ の 根源 に く多 な き ー＞ が あ る と い う こ と は つ ま り 、 創造す る 神 の 根

底 に は創造 し な い 神 が あ る と い う こ と な の で あ る 。
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