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L’occasionnalisme chez Malebranche 

中 敬 夫
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Selon I’occasionnalisme malebranchiste, la seule cause vむitable et reelle est Dieu, dont les 
esprits et les corps, les hommes et meme les Anges ne sont que des ca田es occasionnelles. 

Si je veux mouvoir mon bras par exemple, ce n'est pas ma volonte en elle-m色me
impuissante qui le remue, mais Dieu tout-puissant, et cela a l'occasion de ma volonte, 
comme c’est Dieu qui remue les boules a l'occasion de leur choc, boules qui ne sont que des 
substances passives, elles-memes privees de la force de se mouvoir. Maお pourquoi ces 
affirmations un peu bizarres ? Nous voudrions critiquer cette pensee, non pas en ce qui 
concerne ses resultats, mais touchant ses presupposes : en effet, faudrait-il recourir a la 
connaissance objective ou anatomique du corps propre pour le remuer ? N’y a-t吐 pas une 
autre possibilite de son savoir, originaire et subjectif, comme l'a montre Maine de Biran ? 
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1 心身の合一

周 知 の よ う にデカ ル ト は、 1643 年 5 月 21 日 付のエ リ ザベ ト 宛書簡 の 中 で、 「心身合ー を 考 え る
仕方」 と し て 、 「特に身体J に 関 し て は 「延長J 、 「魂のみJ につ い て は 「思惟」 、 そ し て 「心身 と も
に 」 に お い て は 「両者の合一J と し 、 う 、 三つの 「原初的概念（notions primitives） 」 （ATIII , p . 665 ; A 
III , p . 19) 1 を 呈示 し た。 し か し 、 ロ デ ィ ス ＝ レ ヴ ィ ス も 指摘す る よ う に 、 マルプ ラ ン シ ュ に お け る 「心
身合一」 は、 デカ ル ト の よ う に 「第三の原初的概念j と い う 「一特殊圏域」 に 、 対応 し て は い な い。
デカ ル ト が 「実体的」 と 呼ん だ 「合一」 を 、 「単な る 相 関 関係j に よ っ て説明す る た め に 、 マルプ ラ
ン シ ュ の採用 し た の が 、 「既に 幾人かの カ ルテ ジ ア ンた ち に よ っ て 提案 さ れて い た機会原因論的な解
釈」 （R-L, p . 201） な の で、 あ っ て 、 彼は 「第三の原初的概念」 のみな ら ず、 デカ ル ト の 『第六省察』 に
お い て 見 ら れた よ う な 「因果的推論」 と い う 考 え さ え 、 斥 け て し ま う 。 精神 と 物体 〔身体〕 と い う

司EAPO

 



愛知県立芸術大学紀要 No.41 (2012) 

「実体の 二秩序J の異質性は、 「 あ ら ゆ る 相互作用 を排除す る J (R-L, p . 137） の で あ る 。
そ の 「機会原因論的 な解釈」 の検討に 関 し て は、 （2）以 下 に 回す こ と に し て 、 （1） で は我 々 は 、 そ の

「単 な る 相 関 関係」 に つ い て の み 、 紹介 し て ゆ く こ と に し たい。 マルプラ ン シ ュ は 、 「た い て い の ＜
哲学者 た ち ＞ の よ う に 、 精神が身体 と 合ー さ れ る と き 、 精神が身体に な り 、 身体が精神 と 合ー さ れ
る と き 、 身体が精神 に な る な ど と 、 勝手に思い込んではな ら な し リ （RV I , p . 215） と 、 忠告 し て い る 。
精神 と 身体は、 「二つ の全 く 対立 し た有の ジ ャ ンル」 な の で あ っ て 、 「精神 は 、 そ れ 自 身に よ っ て は、
身体 と 合ー さ れ え な い 」 （RV II , p. 172） の だ、 し 、 当 然 の こ と な が ら 、 逆 も ま た然 り な の で あ る 。 ゆ え
に 「我 々 がそれか ら 合成 さ れて い る と こ ろ の二実体」 の 聞 に 、 「必然的 な 関係J な ど あ り え な い。 「脳
の或 る 部分 〔マルプ ラ ン シ ュ はそれを 「特定J し な い と 、 こ こ で述べて い る 〕 の諸様態」 の後 に は、
常 に 「我 々 の魂の諸様態 も し く は諸感情J が 「後続」 し はす る の だ が 、 そ れ は 「 こ れ ら 二実体の合
ー の 常 に 有効 な 諸法則 」 に従 つ て の こ と だ、 け な の で あ っ て 、 両者の 聞 に は、 「 い かな る 因果 関係 も 存
在 し な し 、 J (EMR, p . 96）一一ち な みに アルキエ に よ れば、 マルプ ラ ン シ ュ が攻撃す る の は 、 「 同 時 に
魂で も 身体で も あ る よ う な実在」 の観念 、 即 ち 「生J や 「魂 を付与 さ れた物質J の観念 な の で あ っ
て 、 ラ イ プニ ッ ツ が ち ょ う ど こ れ と 「正反対の道」 Wquie, p. 255） を ゆ く と い う 。

こ の よ う な 諸記述 を 見 る か ぎ り 、 ま だ 「ひ と が 平行論について語 り え た 」 （R-L, p. 204） と い う こ と
も 、 肯 え る の で あ っ て 、 例 え ばパエルチ の よ う に 、 「機会原因論」 と 「予定調和」 と を 、 「 平行論の
二つ の 安福 」 と みなす者 も い る 。 ラ イ プニ ッ ツ も マ ／レプラ ン シ ュ も 、 「部分的 平行動 を一 「部
分的J と い う の は 、 「各々 の身体的 出 来事が或 る 心的現象 を伴 う わ け で は な い」 の だ し 、 「逆 も ま た
然 り J な の だか ら だが一一 「主張す る 」 （Baertschi, p. 236） の で あ る 。 事実、 マルプラ ン シ ュ の テ ク
ス ト に は 、 平行論 を想わせ る 諸記述が、 至 る 所に散見 さ れ る 。 「一言で言 う な ら 、 人生は、 血液の循
環 と 、 諸 々 の 思惟や願望の も う 一つ の循環 と の 内 に しか、 存 し て い な し リ （RV I , p . 195）。 「我 々 に
知 ら れて い る 精神 と 身体 と の 同盟（a出anee） の全体が 、 魂の諸思惟 と 脳 の諸痕跡 と の 、 ま た魂の諸情
動 と 動 物 精 気 の 諸 運 動 と の 、 自 然 的 で 相 互 的 な 或 る 対 応 （une correspondance naturelle & 
mutuelle） の 内 に存 し て い る 」 （RV I , p .215） 、 等 々 。 こ の よ う な照応 関係 は、 例 え ば 「イ マ ー ジ ュ 」
と 「動物精気 が脳 の 内 に なす諸痕跡」 （RV I , p . 275） の 聞 に も 、 指摘 さ れて い る 。 「想像力 と 精神 と
に生ず る 全て の諸変化 は、 動物精気 の 内 で 、 ま た脳 を合成す る 諸繊維の 内 で、 出 会 われ る 諸変化の
帰結で し かな い」 （RV I ,  p . 274)。 いずれにせよ 心身の相互対応 は 、 一方通行 で は な い。 「脳 の 或 る
部分の 内 に生ず る 諸変化は、 魂の諸感覚 を伴い 、 魂の或 る 願望に は、 そ の 身体の幾つかの部分を動
かす精気の流れが後続す る 」 （RVill , p . 327）。 そ し て も し 「心身合ー の諸法則 」 が な ければ、 「 あ な
た の ＜ 蔵書 ＞ 全体」 が 、 せいぜい の と こ ろ 「 白 黒の紙」 （EMR, p . 287） で し かな い こ と だ ろ う … 一。

と こ ろ でマルプラ ン シ ュ が 「特定」 し よ う と し ない 「脳 の或 る 部分」 と は、 1640 年 1 月 29 日 付
の メ ッ ソ ニエ宛書簡 の 中 で 、 デ カ ル ト が 「魂の主要な座（le principal siege de l'ame）」 と 呼んだ 「松
果腺」 (ATill , p . 1 9 ; A ll ,  156-一一 こ こ では α1naiゴ·on, conarium と 書かれて い る） に 、 相 当 す る も の
の こ と で あ る 。 た だ し マルプラ ン シ ュ は 、 それを 「脳の 主要部分」 と 呼ぶだ け で あ る 。 「魂は、 直接
的 に は、 身体の全て の諸部分に合ー さ れて い る のではな く 、 それ ら 全て に 呼応 し ・ 私が認識す る こ
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と な く 主要部分 と 呼んでい る と こ ろ の部分に、 合ー さ れて い る 」 （TM, p . 122）。 も ち ろ ん 、 デ カ ル ト
が 『情念論』第 30 節 に お い て 、 「魂は身体の全て の諸部分に 、 一緒に合ー されて い る J (ATX I ,  p .351 ; 
AIII , p . 976） と 主張 し た よ う に 、 マノレブP ラ ン シ ュ も ま た 、 「魂はそ の身体 を 合成す る 全て の諸部分に 、
合ー さ れて い る j の だ と 考 え る 。 そ し て 「魂が そ の身体の 内 に広 が る 」 の は 、 「 主 と し て感情に よ っ
て 」 （RV II , p . 115） で あ る 。 「私の魂が私の身体に合ー さ れて い る と い う こ と 、 も し く は私の身体が
私の有の部分 を なす と い う こ と を 、 私が確信す る の は 、 感情 の本能 に よ っ て で、 あ る 」 （RV II , p. 1 72）。
そ し て 『情念論』 第 33 節 が 、 「諸情念 の座は心臓の内 に はないJ (ATX I , p . 353 ; AIII , p . 979） と 述
べて い る よ う に 、 マルプ ラ ン シ ュ も ま た 、 「殆 ど全て の ＜ 哲学者た ち ＞ は 、 心臓が 魂の諸情念 の 主要
な座だ と 勝手に思い込んだ、 そ し て今 日 に お い て さ え 、 な お も それが最 も 普通 の 見解で あ る 」 （RV
I ,  p . 205-6） と い う こ と に 、 警告を発す る 。 し か し 、 やは り デカ ル ト が 『情念論』 第 3 1 節 で 、 「脳の
内 に は、 そ こ において魂が、 他の諸部分よ り い っ そ う 特殊的に 自 ら の諸機能を行使する と こ ろ の、
一つの小 さ な腺が あ る J (ATX I , p . 351  ; A皿 ， p. 977） と 述べた よ う に 、 マルプ ラ ン 、ン ュ も 、 脳 に は

「主要部分」 と い う も の が あ っ て 、 それが 「我 々 の身体の全て の諸部分 に 呼応J し 、 「我々 の魂が直
接的 に居住 し て い る 場所」 だ と い う こ と を認め る 。 た だ し彼は、 そ の こ と が 「かな り 無益J で 「大
い に 不確か」 で 、 「 こ こ で は証明 さ れ え ない事実」 で 「それについ て は何 も 言 わ な い 方が ま し j だ か
ら こ そ 、 こ の主要部分 を 「特定 し な し リ （RV I , p . 193） の で、 あ る 。 魂は 「 ＜ 松果腺 ＞ 」 に こ そ 「 直接
的 に 合一」 さ れて い る と デカ ル ト が考 え た と き 、 彼は 「誤っ た j の で あ っ て 、 む し ろ 「一つ の 主要
部分が あ る と い う こ と だ けで、 十分」 （RV I , p. 194）だ と 、 マノレプ ラ ン 、ン ュ は考 え る の で あ る 。

『真理の探究』 第 2 巻第 1 部第 5 章 は、 「脳 の諸痕跡 は相互 に結合 さ れ、 そ れ ら に は、 動物精気
の運動が後続す る 」 の だ と い う こ と 、 ま た 「脳 の 内 で喚起 さ れた諸痕跡 は 、 精神 の 内 で諸観念 を 喚
起 し 、 動物精気 の 内 で 引 き 起 こ さ れた諸運動 は 、 意志の 内 で諸情念 を 引 き 起 こ すJ の だ と い う こ と

リ エ ゾ ン
を 、 た だ ぼんや り と 認識す る だ け では不十分で、 「 こ う し た全て の異な る 粋 の原因」 （RV I , p .214) 
を も 、 判 明 に 知 ら な ければな ら な い と 述べつつ 、 ま ず後者た る 「 〔広義の 〕 諸観念 と 諸痕跡 と の紳」
(RV I , p .216） に つ い て 、 そ の名 も 「身体 と の魂の合ー に つ い て 」 （RV I , p . 2 1 5） と 題 さ れた そ の第 1

リ エ ゾ ン

節 で 、 語 っ て い る 。 こ の 紳 に は 「 三つ の原因」 が あ っ て 、 「第一」 に し て 他 の 二つ が想定 し て い
る 原 因 と は 、 「 自 然J 即 ち 「 ＜ 創造主 ＞ の恒常的 に し て 不 変 な る 意志J (RV I , p . 216） で、 あ る 。 例 え
ば我 々 が 見て い る 樹木や山 岳が 産 出 す る 「諸痕跡J と 、 樹木や 山 岳 の 「諸観念J と の 聞 に は、 或 い
は人間や動物 の態度 ・ ふ る ま い が産出す る 「諸痕跡j と 、 苦 し そ う 、 強そ う 、 弱 そ う と い っ た 「諸
観念」 と の 聞 に は、 「 自 然的で我々 の意志に は依存 し な い紳」 が あ る 。 こ の 「 自 然的な紳J ば、 三つ
の 内 で 「最強」 で、 一般に全て の人 々 において 「類似J し て い て 、 「生の保存に絶対に必要」 で あ る 。
次 に 「第二」 の原 因 は 、 「時間 の同一性J で あ っ て 、 例 え ば も し 「神 の観念」 が 、 私の精神 に 呈示 さ
れ る の と 同 時 に 、 “iaか と い う 文字か音が私の脳 を打っ た と す る な ら 、 こ れ ら の 文字や音が 産 出 し た

「諸痕跡J が 喚起 さ れ る だ け で 、 私が 「神 の こ と を思惟す る J の に十分だ し 、 逆 に 私が 「神 の こ と
を思惟す る J な ら 、 私 の脳 の 内 に は、 こ れ ら の 文字や音の 「諸痕跡」 （RV I , p . 217） が 、 必ず産出 さ
れ る 。 そ し て 「第三J の原因 と は 、 「人々 の意志」 で あ り 、 それは前二者 を 「想定j (RV I , p . 218) 
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し て い る 。 例 え ば 「正方形J を 見 て 「正方形の観念j を持つ際の紳が 「 自 然的」 で あ る の に対 し 、
「カ レ 〔C位話， 正方形〕 」 と い う フ ラ ン ス 語の発音 を 聞 い て 「正方形の観念 」 を持つ際の粋は、 「意

志的」 で あ る 。 従 っ て 、 こ こ で は 「諸観念J と 「我々 の脳の諸痕跡」 と の 間 の紳 は 、 「全て の人間 に
おいて異な る 」 （RV I ,  p .219. Cf. RVID ,  p. 113） こ と さ え 、 あ り う る の で あ る 。

つ い で な が ら 、 同 章第 2 節 「諸痕跡の相互的な紳について 」 (RV I , p. 222） は 、 同 時 に脳 に刻 印 さ
れた諸痕跡 は 、 互 い に密接に結びつ き 、 或 る 痕跡が喚起 さ れ る と 、 他の全て が 喚起 さ れ る と い う 考
え を 呈示 し 、 ま た 同第 3 節 「記憶について 」 （RV I , p. 224) は、 脳 の繊維が ひ と た び動物精気の流れ

デ ィ ス ポ ジ シ ョ ン
や対象の作用 か ら 或 る 印象を受 け 取 る と 、 それは同 じ 配 置性状 を 受 け 取 る 際の容易 さ を 、 かな り 長
時間保つ と い う 点 に 、 「記憶」 （RV I ,  p . 225）の特質 を 見て い る 。 そ し て最後 に 第 4 節 「諾習慣につ
いて 」 （RV I , p . 226） は 、 ほ ぽ同様の内容 を 「習慣J に対 し て も 適用 し 、 「記憶」 が 「脳j の 内 に動
物精気が刻 印 し た 「諸痕跡J の 内 に存 し て い る のに対 し て 、 「身体的諸習’慣」 の方は、 動物精気が獲
得 し た 「我々 の身体の 或 る 箇所J を通過す る 際の 「容易 さ 」 （RV I , p. 228）一一楽器演奏な ら 指の 、
外国語の発音な ら 発声 に役立つ 筋 肉 のーーの 内 に 、 存 し て い る の だ と い う 。

2 機会原 因 の 諸相

機会原因論の 「最初 の 萌芽J は、 時 と し て 「諸実体の共約不可能性」 と 「連続的創造」 と を め ぐ
る デカ ル ト の諸理論 の 内 に 、 指摘 さ れ る こ と が あ る 〔例 え ば ド レ フ ュ ス 。 Cf. TNG, p .20〕 。 或 い は

「諸物体の運動 を 引 き 起 こ す力 は、 神 に 由 来す る 」 と い う 主張の典拠が 、 デカ ル ト の 『哲学原理』
第 2 部第 36 節 以 下 の叙述 の 内 に 、 求 め ら れ る こ と も あ る 〔例 え ばア ル キ エ。 Cf. Alquie, p. 36〕 。 い
ずれ に せ よ 機会原因 論 が 、 ス ピ ノ ザの平行論 と ラ イ プニ ッ ツ の予定調和 と 並んで、 「心身関係 と い う
問題に対 し て デカ ル ト の後継者た ち に よ っ て提示 さ れた 三つの解決 の 内 の一つJ {Alquie, p . 252） で
あ る と い う 見解は、 む し ろ 哲学史の 常識に属す る こ と で あ る 。 哲学史 は ま た 、 「機会原因論J と い う
表現 を 用 い た 「最初 の カ ルテ ジア ン」 が 、 マルプ ラ ン シ ュ ではな く ラ ・ フ ォ ル ジ ュ で あ り 、 そ の 「理
論」 を彫琢 し た の も 、 やは り 「最初の カ ルテ ジア ン」 と 称 さ れ る コ ル ドモア で あ っ た と い う こ と も 、
教 え て く れ る （Cf. p. ex. Baertschi, p . 185）。 アルキエ に よ れば、 「機会原因 論者た ち 」 と 呼ばれ る ゲ
リ ン ク ス 、 コ ル ドモ ア 、 ラ ・ フ ォ ル ジ ュ ら か ら マルプ ラ ン シ ュ が 「借 り た 」 も の と 、 彼 自 身の 「個
人的省察」 が も た ら し た も の と を 区別す る の は 、 「困難J {Alquie, p . 252） だ と し 、 う 。 そ し て 同 じ く ア
ノレキ エ の指摘す る と こ ろ に よ れ ば、 デカ ル ト 、 ス ピ ノ ザ、 ラ イ プニ ッ ツ 等 、 「実体」 の概念 と 「因果
性」 の概念 と を 「不可分J の も の と みな し た 「 17 世紀の殆 ど の哲学者」 た ち の 中 に あ っ て 、 物体 と
精神 と が 「実体j で あ る こ と は認めつつ も 、 それ ら が 「原因 J た り う る こ と を否定 し て し ま っ た の
は 、 「マルプ ラ ン シ ュ だけ J {Alquie, p. 148） で あ る 。

実際マ／レプ ラ ン シ ュ は、 例 え ば以 下の よ う に述べて 、 神以外の諸原因 の存在 を 、 否定 し て し ま う 。
「 どれほ ど私が それを理解 し よ う と 努力 し た と し て も 、 私は 自 ら の 内 に 、 被造物 に 帰属せ し め ら れ

る 力 （force）や権能（p国ssance）が何であ り う る の かを私に表象 し て く れ る 観念 を 、 見 出す こ と が で き
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な いJ (RVill , p. 204）。 「被造物 の権能は、 それについて は 当 然我 々 が観念 を 持た な い と こ ろ の 精神
の虚構な の だか ら 、 各人が各人の好 き な よ う に 、 それ を想像 し た J (RVill , p . 207）。 被造物 の 内 に は、
それが物体で あ ろ う と 、 精神 で あ ろ う と 、 し 、かな る 力 も 権能 も 見 出 さ れ え な い ので あ っ て 、 「物体か
ら 精神へ」 も 「精神 か ら 物体へ」 も 、 更 に は 「物体か ら 物体へJ も 「精神 か ら 別 の精神へ」 も 、 「 し 、
かな る 因果関係 も 存在 し な し リ 。 一言で言 う な ら 、 九 、 かな る 被造物 も 、 他 の し 、かな る 被造物 に も 、
それ固有の実効（e伍cace） に よ っ て 、 働 き かけ る こ と な ど で き な し リ （EMR, p . 96） の で、 あ る 。 「或 る 物
体が別の或 る 物体を動 か し う る と い う こ と 」 、 或いは 「 あ な た が あ な た の肘掛け椅子 を 動 か し う る と
い う こ と J 、 更 に は ま た 「全て の天使 と 悪魔 と が一緒に な っ て 、 藁屑 一本揺 り 動か し う る と い う こ と J
に さ え、 「矛盾J (EMR, p. 160） が あ る 。 何 ら かの物体を動か し う る 「被造的精神J (RV II , p. 3 1 3） な
ど 、 存在 し な い の だ し 、 「魂の意志J が 「腕の運動J の原因 で あ る と 考 え る こ と す ら 、 「先入見J (RV 
I ,  p .426） で し か な い。 そ れ ゆ え 「物質的 に し て感性的 な 世界J の 内 に 「真の 力 、 権能、 原 因 」 が 存

在 し な い と 言 う だ け で は足 り ず、 「最 も 高貴な諸精神」 で さ え 、 同様の 「無力」 （RV II , p .314) の 内
に あ る の だ と 言わな ければな ら な い。 例 え ば人 々 が 「意欲」 す る や否や、 「諸事物 の観念j が精神 に
現前 し 、 ま た 〔知覚 の 際 に 〕 「諸対象」 が現前すれば、 魂がそれ ら を覚知す る と い う こ と か ら 結論す
べ き は 、 「観念」 を持つた め に は 「意志」 が 、 或いは 「観念J が現前す る た め に は 「対象J が 、 「通
常は必要だ」 と い う こ と だ け な の で、 あ っ て 、 それ ら が真 の 「原因 J だ と い う こ と で は な い。 玉 と 玉
と がぶつか り 合 っ て 、 後者が動 き 始め る と き 、 前者は後者の運動 の 「真の原因j で はな い。 た だ二
つ の 玉の 「衝突（rencontre） 」 が 、 「物質の運動の ＜ 作者 ＞ 〔 ＝神〕 」 が 「 万物 の 普遍的原因 j た る 彼
の意志の決定命令を遂行す る た め の 「機会（occasion）」 （RV I , p . 428） で あ っ た と い う だ け で あ る 。
そ れ ゆ え に こ そ 「物体の運動J や 「精神 の意志」 は、 「 自 然的 な 、 も し く は機会的な原因」 （RVill , p . 242, 
243） と 呼ばれ る の で あ る 。 「真の原因 j は、 「神のみ」 な の で あ っ て 、 「人間 た ち も 、 天使た ち も 、 悪
魔た ち も 、 し 、 かな る 被造物」 も 、 こ れ ら は全て 「機会原因 」 （TM, p. 163） で し か な い。

『形而上学 と 宗教 に つ い て の 対談』 の 中 で、 マルプ ラ ン シ ュ は 「それに従 っ て 神 が そ の ＜ 摂理 ＞
の通常の流れ を規制す る と こ ろ の 一般的諸法則」 と し て 、 以 下 の 五つ を 挙 げて い る 。 第一 は 「運動
伝達の一般的諸法則」 で 、 「諸物体の衝突（choc） 」 が 、 そ の 「機会的 も し く は 自 然的 な 原 因 j で あ る 。
第二は 「心身合ー の諸法則」 で 、 両者の 「諸様態」 が 、 お互い に 他方の 「諸変化」 の 「機会原因」
と な る 。 第三は 「神 と の 、 〔即 ち 〕 普遍的 ＜ 理性 ＞ の叡知 的実体 と の魂の合ー の諸法則」 で 、 そ の 「機
会原因J は 、 「我 々 の注意J だ と し づ 。 「 ＜ 理性 ＞ と 経験」 が我 々 に教 え る の は 、 以 上 三つ の みだが 、

「『聖書』 の 権威」 が 、 以 下 の 二つ を 付加 し て く れ る 。 即 ち 第 四 は 、 「善い天使や悪い天使 に 、 彼 ら
の本性 よ り 下位に あ る 諸実体た る 諸物体への力能 を 与 え る 、 一般的 な諸法員lj 」 （EMR, p . 319） で、 あ り 、
そ し て 「最後 に 、 そ れ に よ っ て イ エ ス ・ キ リ ス ト が 、 天 と 地に お け る 至高 の権能 を 受 け取 っ た と こ
ろ の 諸法則 J (EMR, p.  320） が あ る一一ち な み に 、 こ の箇所に つ い て の註記 と い う わ け で は な い の だ
が 、 ロ ピネ が 諸原因 聞 に 以 下 の 六つ の 「 ヒ エ ラ ルキー的秩序J を 掲 げて い る の で 、 参照 さ れた い。

「（a)唯一 な る 真 の原因 た る 神。 （b） そ の聖な る 魂の 自 由 な願望に よ る 恩寵 の配分の機会原因 た る イ エ
ス ・ キ リ ス ト 。 （c） ＜ 旧 約 ＞ で は機会原 因 、 ＜ 新約 ＞ で はイ エ ス ・ キ リ ス ト に従属 し た 原因 た る 天使。
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（ω ＜ 最初 の契約 ＞ の枠内 〔 ＝原罪以前〕 で特別な力能 を 有 し て い る 機会原 因 た る ア ダム 。 （e）秩序に
は 関係な く 、 自 ら の注意 と 自 ら の意志 と い う 、 区分 さ れた 自 ら の諸能力 を持つ罪人た る 人問。 （自物
質的領分にお け る 諸物体の衝突J (Robinet, p . 129）。

理性 と 経験のみが教え る と さ れ る 機会原因の 三つ の ケ ー ス 、 即 ち 「精神 ー 物体 〔身体〕 J 、 「物体 ー
物 体」 、 「精神 のみJ (Nadler, p川ii) のそれぞれについて 、 も う 少 し 詳 し く 検討 し て お く こ と に し よ
う 。 ま ず物体 と 物体の 関係 に 関 し て は、 今 も 見た よ う に 、 マルプ ラ ン シ ュ は 、 専 ら そ れ を 諸物体の

衝突 と い う 観点か ら 考察す る 。 ではなぜ或 る 物体は、 他 の物体 を 、 動 かす こ と が で き な い の だ ろ う
か。 そ の理 由 は、 ま ず も っ て 「 い かな る 物体 も 、 独力では 自 ら を動 かす こ と が で き な い J (RV II ,  p . 90. 
Cf. p . 347, 356 ; RVID ,  p. 208, 240 ; Cch, p .21 ; EMR, p. 154, 1 55, etc.） と い う 点 に求 め ら れ る 。 つ ま
り マ ルプ ラ ン シ ュ は、 物体は 自 ら の 内 に 「運動力（force mouvante） 」 （RV II , p. 3 1 3 ; RVID ,  p. 1 74, 208, 
240, etc.） な ど、 有 し て い な い と 考 え る の で あ る 。 そ も そ も 物体は、 「動か さ れて い る か否かJ 、 ま た
ど の よ う な方 向 に 「動 か さ れて い る か」 等々 に 関 し て は 、 「無頓着J (RV II ,  p . 349） で あ る 。 そ し て
「純粋に受動的 な 実体」 た る 物体が 、 他の物体 に 、 「それを運搬す る 権能 を 伝 え う る 」 CRvm , p . 209) 

な ど と い う こ と が 、 考 え ら れ る だ ろ う か。 「諸物体が 、 それ ら の衝突す る 諸物 体 に 、 そ れ ら 自 身が有
し て も い な い 力 を伝達す る な ど と い う こ と が 、 私に は信 じ ら れない」 （Cch, p . 21 ・2） の で あ る 。 そ れ
ゆ え に こ そ 「諸物体の衝突」 は、 「それ ら の運動の配分 の機会原因」 （EMR, p . 162) で し かな く 、 端
的 に 言 っ て 「運動伝達の諸法則 の機会原因 」 （EMR, p. 246）で し か な い。

次 に物体 〔身体〕 と 精神 と の 関係について。 ま ず物体か ら 精神への方向 に 関 し て 言 う な ら 、 例 え
ば 「火」 は、 「熱の機会原因」 （τ'M, p .42）で し かな く 、 「諸物体は、 諸精神 に は働 き か け え な い 」 (EMR,
p . 361）。 魂の 内 に働 き か け て 、 魂 を 「幸福 にす る 」 (RVID , p. 96） こ と な ど、 物 体 に はで き な い の で あ
っ て 、 「諸物体は、 機会原因 と し て し か 、 精神 に働 き かけ え な い 」 (RV II , p . 1 7 1）。 或 い は い っ そ う
直接的 に は、 「身体は、 精神 に は働 き かけ えないJ (Mch, p . 119） と 言 っ た 方 が 、 身近な表現 と な る で
あ ろ う 。 け だ し 「魂に 生 じ な ければな ら な い も の の機会原因 は、 身体に 生 じ る も の の 内 に し か、 見
出 さ れ え な い。 と い う の も 、 神が一緒に合ー し た い と 欲 し た の は 、 魂 と 身体だ、か ら 」 (EMR, p. 284) 
で あ る 。 か く し て 「私の脳 の 中 で引 き 起 こ さ れ る 諸振動J が 、 「私の諸感情 の機会的 な い し 自 然的 な
原因」 （EMR, p . 289） な の だ し 、 「汝の諸感官 を打つ諸対象J のみな ら ず、 「動物精気の流れ」 も ま た 、

「汝の諸感情 （諸感情 と い う こ と で こ こ で一般に私が解 し て い る の は 、 何 ら かの仕方で身体が 関与
す る 全て の諸思惟 の こ と で あ る ） の機会原因 」 （Mch, p.67） な の で あ る 。 そ し て そ の理 由 と は、 こ こ
で も ま たやは り 、 「純粋に受動 的 な 実体そ の も の た る 物質」 は、 「精神 に は働 き か け え な し 、」 （RVID,
p . 326） と い う こ と な の で あ る 。 「諸物体は、 無効（ine血caces） な 実体、 純粋に 受動 的 な 実体な の で 、
精神 を変様 し え な い J (Cch, p . 28）。 そ し て 同様の こ と は 、 精神か ら 物 体 〔身体〕 への方向 に お い て
も 、 述べ ら れ よ う 。 「諸精神の意志は、 世界に あ る 最小の物体で さ え、 動 かす こ と が で き な い。 なぜ
な ら 、 例 え ば我 々 の腕 を動かす と い う 、 我 々 が有 し て い る 意志 と 、 我 々 の腕の運動 と の 聞 に 、 必然
的な紳な ど存在 し な い と い う こ と は、 明 ら かだか ら で あ る 」 （RV II , p. 315）。

第三に 、 精神 の み の 関係 に つ い て 述べ る な ら 、 マノレブ、 ラ ン シ ス ム に お い て は 、 私の 「意志」 や 「願
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望J が 、 と り わ け 「注意」 が 、 よ く 「観念」 の現前 の 、 即 ち 「光J の 「機会原因 J (C王 Mch, p . 67, 145, 
169 ; TM, p . 83, 120 ; EMR, p . 289, etc.） と 言われ る 。 そ し て 「神 の み」 が 「我 々 の諸認識 の ＜ 作者
> J な の だか ら 、 「我 々 の特殊的意志」 は、 そ の 「機会原因J (RVID , p .40） で し か な い。 或い は ま た

「悟性」 は、 「諸事物 につ い て の混乱 し た 不完全な諸知覚」 で し かな い こ と が 、 多々 あ る の だか ら 、
悟性 こ そ が 「我々 の 諸誤謬」 の 「機会的 も し く は間接的j な 「原因」 （RV II , p. 250） と 、 言われ る こ
と も あ る 。 いずれにせ よ 、 精神 は 「 自 ら を動か さ ず、 自 ら を解明 し な し 、 」 （RV阻 p p. 145） の で あ っ て 、
それ ど こ ろ か 「人聞が 自 己 自 身 に新 し い諸変様 を 与 え る こ と な どな し リ （RVID , p . 2 1） の で あ る 。

ち な みに天使に 関 し て は、 神 は 自 ら の行為 に 単純性 と 一様性 と を 与 え る た め に 、 「諸物体」 以外の
「機会原因 」 を 見 出 し え な い わ け で は な く 、 「天使的本性」 （EMR, p .97） の 内 に も 機会原 因 が存在す

る こ と が 、 指摘 さ れて い る 。 そ れで も 物体の運動 の 「真 の原因 」 が 、 「神」 の み な の で、 あ っ て 、 「天
使の意志」 が そ の 「機会原因 で し か な し リ （RV II , p . 317） と い う こ と に 、 変 わ り が あ る わ け で は な い
一一 し か し恩寵の機会原因 と し て のイ エ ス ・ キ リ ス ト と い う 問題 も 含 め て 、 特殊宗教的 な 問題構制
に 関 し て は 、 稿 を 改 め て検討す る こ と に し よ う 。

3 真 の 原 因 と し て の神

機会原因論 は 、 よ く 言われ る よ う な 「デカ ル 卜 の心身問題への ア ド ・ ホ ッ ク な 一解決j で あ る ど
こ ろ か、 「因果関係の本性 に 関す る 一般的な哲学的諸考察」 か ら 、 ま た 「デカ ル ト の物質概念 と 有限
諸実体の必然的無力 と につ い て の或 る 分析」 か ら 、 そ し て最 も 重要な こ と に は 、 「全能な る 神 と 、 神
が存在 の 内 に維持 し て い る 被造的世界 と の 聞 の本質的な 有論的関係 に つ い て の 、 神学的な 諸前提」
(Nadler, p .汎ii) か ら 、 論 じ ら れて い る の だ と 、 ナ ド ラ ー は指摘す る 。 ア ル キ エ も ま た 、 機会原因論
は 、 「心身合ー の 問題 に つ い て の諸反省か ら 出発 し て j 構成 さ れた と は 、 「思 え な し 、」 Wquie, p . 253) 
と 述べて い る 。 機会原因論の 「初次的なイ ン ス ピ レー シ ョ ンj は 、 「神の全能 を 宣言 しつつ、 神 を栄
光化す る 願望J Wquie, p . 245） か ら 生 ま れた の で あ っ て 、 む し ろ マルプ ラ ン 、ン ュ は 、 「心身合一」 に
お い て さ え 、 「 キ リ ス ト 教神学か ら 引 き 出 さ れた或 る 合 目 的的な理 由 J を提示す る こ と に よ っ て 、 「デ
カ ル ト か ら は遠 ざか る 」 （Alquie, p. 256） の だ、 と し づ 。

実際、 マルプ ラ ン シ ュ の機会原 因論 の 眼 目 は 、 神 の み が 「唯一 に し て真な る 原 因 」 （TM, p . 109) 
だ と い う 主張 の 内 に 、 求 め ら れ よ う 。 「私は力 、 実効 、 権能 を 、 無限に完全な ＜ 有 ＞ の意志 の 内 に し
か、 見出 し え な し リ （RV皿 ， p. 205） の で、 あ る 。 「原因 j や 「作用 力 」 の観念 は 、 「何か神 的 な も のJ (RV 
II ,  p. 309） を表 し 、 あ ら ゆ る 「実効」 は、 どれほ ど些細 な も の で あ ろ う と 、 やは り 「何か神 的 で無限
な も の」 （Mch, p . 98） で あ る 。 そ れ ゆ えマルプ ラ ン シス ム に と っ て 、 「真の原因 は一つ し かな い。 な
ぜな ら 真 の 神 は 、 一人 し か い な し 、 か ら で あ る J (RV II ,  p . 312）。 そ し て そ の こ と を 肯定す る 論拠のー
っ と し て 、 彼 は一一彼 自 身、 「諸精神は諸物体に 対 し て 、 或 い は 下位的 な 諸精神 に対 し て 、 し 、 かな る
力能 も 持た な し 、」 （Mch, p . 58） と 言明 し て い る に も かかわ ら ず一一 「 下位 の諸事物 は 、 上位 の 諸事物
に従属す る 」 と い う 「不可侵 の 法則」 （Cch, p . 20） を 、 挙 げて い る 。 何 も の も 、 も し それが 「精神 よ
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り 上位」 で な け れば、 精神 に は 「働 き か け え な し 、」 （RV I , p .442. Cf. RV II ,  p . 82, 167 ; Cch, p . 27, 56, 
etc.） の で あ る 。 「真 に し て 実在的 な る 原因 と し て我々 に働 き かけ う る 全 て は 、 必然的 に 我 々 の 上 に あ
る 。 〔 … 〕 下位の諸事物 が 上位 の諸事物 に奉仕す る と い う の が 、 不変の法則 で あ る 。 〔 … 〕 物 体 〔身
体〕 は 、 魂 に は働 き か け えず、 そ し て神以外に は何 も の も 、 魂の上に は あ り え な い J (RV Il , p . 310）。

も う 一つ の論拠 と し て 、 マルプラ ン シ ュ が 「 〔原因 と し て 〕 引 き 起 こ す権能（p凶ssance de causer） 」
と 「倉lji宣す る 権能（puissance de creer） 」 と を 、 「同一」 仏lquie, p. 247. Cf. 264)視 し て い る と い う 事
実が挙げ ら れ る 。 「諸物 体 を創造す る 者」 だ け が 、 「諸物体 を動か し う る 」 の で あ っ て 、 「最強の精神

ア ト ム
と い え ど も 、 原子 と 呼ばれ る も の を動かす力 を 、 本 当 は持た ないJ (Mch, p .49） の で、 あ る 。 そ し て機
会原因論は、 「創造」 と 「保存」 と を 「同 じーっ の行為」 伽.ch, p. 50） と みなす と い う 、 い わ ゆ る 「連
続的創造」 （RVill , p . 26 ; EMR, p . 1 57） の説に よ っ て 、 更に強化 さ れ る 。 「創造 と 保存 と は 、 同 じ ーっ
の行為 で し かな い。 諸物体が有 る の は、 諸物体が有る こ と を 、 神 が欲 して い る か ら で あ る 。 諸物体
が有 り 続け る の は 、 諸物体が有 る こ と を 、 神が欲 し続け て い る か ら で あ る J (Mch, p . 98）。 こ の よ う
に し て機会原因論は、 デ ュ カ セ の表現に倣 う な ら 、 「万物 と あ ら ゆ る 人間 と を 、 瞬間毎 に 、 神 的全能
に従属 さ せ る 」 （Ducasse, p . 37） の で あ る 。

『道徳論』 は、 前項で も 見た 「人間た ち も 、 天使た ち も 、 悪魔た ち も 、 いかな る 被造物」 も 、 「機
会原因 J で し か な い と 言明 し た箇所で、 こ の 主張を七番 目 と し て 、 そ の前 に 「神の みが権能 を有す」
と い う 考 え を 、 以 下 の 六点 に お い て 敷街 し て い る 。 即 ち 「神のみ」 が 、 （1） 「我 々 の有の真の原因」
で あ り 、 （2） 「我々 の有の持続の 、 も し く は我 々 の時間 の原因」 で あ り 、 （3） 「我 々 の諸認識の原因」
で あ り 、 （4) 「 自 然的 な諸運動 の 、 〔 ま た〕 我 々 の諸意志の原因J で あ り 、 （5） 「快、 苦、 飢 え 、 渇 き
等 と い っ た我 々 の諸感情の原因 J で あ り 、 （6） 「我 々 の身体の全て の諸運動 の原因 」 （τ'M, p . 163） で
あ る 。 要す る に 「神 こ そ が 、 一切 を なす」 （τ'M, p. 117） の で あ っ て 、 「我々 の真の 善」 は、 「神のみJ
(RV I ,  p . 173） な の で、 あ る 。 そ れ ゆ え我 々 は、 「物理的な悪 〔 ＝ 身体的 な 苦痛〕 や不幸の機会原 因 J
で し かな い も の を 、 「憎 んだ り 恐れた り 」 （τ'M, p . 165） し て はな ら な い の で あ っ て 、 た だ神 の み を 、

「愛 し 」 「恐れ」 （Cf. RV I ,  p . 175 ; RV II ,  p.84, 162, 319 ; RVill , p . 245・6 ; TM, p . 162, etc.） る の でな
ければな ら な い。 「人間 の 精神 の 内 に働 き かけ う る の は、 神 し かい な い の で 、 人聞 は 、 神 の 外 に は 、
浄福 を 見 出 し え な い 」 （RV II , p. 166）。 ち なみにマノレプ ラ ン シ ュ は、 「第二原因 の 実効 〔性〕 は 、 精
神 の虚構で あ る 」 と 教 え て く れ る 「 ＜ 哲学 ＞ 」 は 、 「 ＜ 宗教 ＞ と 完全に一致す る 」 （RVill , p . 244) と
考 え る 。 そ し て それが、 『聖書』 の真意で も あ る と い う （Cf. RVill , p. 232, 238）。 少 し 回 り く どい表現
で は あ る が 、 『道徳論』 は 、 次 の 「原理J ほ ど 「 キ リ ス ト 教的」 で 「理性的」 な も の は な い 、 と 述べ
て い る 。 「神のみが、 一切 をなす、 そ して神は、 無限の知恵、 不変の本性、 普遍的原因 と い っ た性格
を担 う 仕様で被造物に よ っ て働 き かけ る た め に、 被造物 を機会原因 と して確立する こ と に よ っ て し
か、 自 ら の権能を被造物 に伝えない」 （TM, p. 161）。 グイ エ は 自 ら の著作の 中 で 、 こ れ と よ く 似た表
現一一 「神は、 真の原因 と して一切をな し、 被造物 を一般法則に従っ た機会原因 と して確立する こ

と に よ っ て しか、 自 ら の権能を被造物に伝えなし 、J (Gouhier, p . 12, 53, 394)ーー を 、 少 な く と も 三
度 、 字句 も 強調 も 変 えずに繰 り 返 し て い る 。 そ して彼に よ れば、 それ こ そ が 「 キ リ ス ト の宗教 と デ
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カ ル ト の哲学 と に 共通 の真理J (Gouhier, p . 12） な ので あ る 。 事実 、 マルプ ラ ン シ ュ に よ っ て 「新 し
いJ と 形容 さ れ る 「 ＜ 哲学 ＞ 」 は、 デカ ル ト 哲学の こ と を指すの で あ ろ う が 、 そ の 「新＜ 哲学 ＞ 」
の諸原理の う ち 「最大j の も の は、 「 ＜ キ リ ス ト 教的宗教 ＞ の最初 の原理」 と 、 「完全に合致」 す る
のだ と い う 。 そ し て そ の原理 こ そ が 、 「一人の神 し か、 愛 し恐れて は な ら な い。 と い う の も 、 我 々 を
幸福 に し う る の は、 神 し かい な い の だか ら J (RV II ,  p .319） と い う も の な の で あ る 。

た だ し 、 神 が 一切 を なす と は い っ て も 、 神 は機会原因 を 用 い な ければな ら ず、 し か も グイ エ の 言
に も あ っ た よ う に 、 神 は そ れ を 、 「一般法則に従 っ て j 行 う の で な ければな ら な い。 そ し て そ の際マ
ルプ ラ ン シ ュ が好んで用 い る の が 、 「最 も 単純な道（les voies les plus simples） 」 と い う 表現 な の で
あ る 。 「神 は常 に 、 最短の手段に よ っ て 、 も し く は最 も 単純な道に よ っ て 、 働 き か け る 」 （RV II , p . 504)。
なぜな ら 「神 は理 由 な く 、 自 ら の意志 を増や さ な い」 （RVIII , p .215） か ら で あ り 、 し か も 「最 も 単純
な諸原理」 が 、 「最 も 豊鶴J (RV II ,  p . 328）だか ら で あ る 。 そ の う え マ ル プ ラ ン シ ュ に よ れば、 「最 も
単純な道J は 、 「神 の諸属性の不変の秩序」 に も 「適 っ て 」 （RVIII , p .216-7 .  Cf. τ'M, p . 118） し 、 る 。 神
は 「不変で必然的な意志」 で も っ て 、 「不変で必然的 な秩序 を欲す る J (Mch, p. 93） の で あ る 。

こ の よ う な 一般法則 の 具体例 と し て 、 心身合ー の法則 と 自 然法則 と の 二つ を 、 簡 単 に 見 て お く こ
と に し よ う 。 ま ず 「心身合ー の一般 ＜ 法則 ＞ 」 も し く は 「 ＜ 創 造主 ＞ の 一般的で有効な意志」 と は 、
先 に も 見た 「脳の 或 る 部分 の 内 に生ずる 諸変化 は、 魂の諸感覚 を伴い、 魂 の 或 る 願 望 に は 、 そ の身
体の幾つかの部分 を 動 かす精気の 流れが後続す る 」 (RVIII , p . 327） と い う も の で あ る 。 「 ＜ 神的 ＞ な
諸意志」 の み が 、 「魂」 と 「身体」 と い う 二実体の諸変様 を 「変化 さ せ う る J （＇τ'M, p . 121） の だ、が 、
そ こ に は 「 こ れ ら 二本性の合ー の原因 た る 一般法則」 と い う も の が あ っ て 、 それが 「 ＜ 創 造主 ＞ の
恒常的 で 常 に 有効 な諸意志」 （EMR, p. 279） に ほかな ら な い。 「神 は、 我 々 の魂 と 我 々 の身体 と の 間
に彼が置い た 合ー に お い て 、 常 に 同 じ仕様で働 く J (RV I ,  p. 148） の で あ る 。 例 え ば何 ら かの外的事
象 を機会原因 と し て 、 神 が我 々 の 内 に 「苦痛J を 引 き 起 こ す の は 、 「心身合ー の 一般法則 に 従 っ て 」
(EMR, p. 152） の こ と な の だ し 、 ＜ 自 然的判断 ＞ の よ う な ケ ー ス に お い て さ え 、 例 え ば正午 よ り 朝 夕
に太陽が大 き く 見 え る と い う 「諸感情J を 「規制」 但MR, p . 285） し て い る の は 、 神 で あ り 、 そ し て
そ の 際 に こ そ 神 は 、 「 常 に精確J (EMR, p .281） な の で、 あ る 。

次 に物体が 直線的 に 動 く こ と を神が欲 し た の は 、 直線が 「最 も 単純」 だ か ら で あ り 、 マ ルプ ラ ン
シ ュ は 、 「諸物体の衝突」 と 「諸運動 の伝達J と い う こ点 に 関 し て 、 以 下 の よ う な 「二つの 自 然法則」
を掲げる の を 常 と し て い る 。 即 ち 第一は、 「 あ ら ゆ る 運動 は 、 直線的 に 生 じ る 、 も し く は生 じ よ う と
す る 」 と い う も の で あ り 、 そ し て第二は、 「衝突 において 、 諸運動 は、 そ れ ら の圧 力 に 比例 し て 、 ま
た そ れ ら の圧力 の路線に従 っ て 、 伝達 さ れ る 」 （RVIII , p .217 .  Cf. TNG, p . 186 ; Mch, p . 71 ,  etc.） と い
う も の で あ る 。

ち な みに ア ルキ エ は 、 『純粋理性批判』 に先立つ全て の 因果性理論 の 中 で 、 「最 も カ ンテ ィ ス ム に
近い」 の は 、 「確実 に機会原因論J Wquie, p . 512）だ と 主張す る 。 つ ま り 両理論 と も 、 因 果 関係 に よ
っ て結 ぼれ る べ き 両項の 聞 の異質性 を強調す る こ と に よ っ て 、 因果関係 を 「分析的」 で は な く 、 「綜
合的J な も の と みな し て お り 、 ま た 両理論 と も 、 そ の 因果性の 「源泉」 を 、 「 両項 に外的で 、 上位 に
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あ る 或 る 精神」 （マルプ ラ ン シ ュ におい て は 「超越神」 、 カ ン ト な ら 「超越論的主観J ） の 内 に置 く 。
そ し て 両哲学 において 、 「因果関係の分析的性格の放棄」 は、 「懐疑論J を も た ら す ど こ ろ か、 む し
ろ 「普遍性 と 客観性 と の或 る 原理の発見J (Alquie, p .515）へ と 、 導いて く れ る の だ と い う 。

4 機会原因論の問題点

マルプラ ン 、ン ュ 自 身 に 戻 る 。 現代の常識か ら すれば、 かな り 特異 と し か言い よ う の な い 、 こ の よ
う な 「機会原因論」 の真の問題点は、 奈辺 に存す る の だ ろ う か。 と り わ け それは、 ど の よ う な理論
的背景 に 、 起 因 す る の だ ろ う か。

誰 し も が ま ず抱 く の は 、 「或 る 人 間 を殺す の は 、 砲弾ではな く 、 神 こ そ が そ れ を な す」 （cite in 
Baertschi, p. 184) こ と に な る のではな し 、 か と い う 、 デ ィ ド ロ の よ う な疑 問 で あ る 一一 こ の 問題 に 関
し て は、 多少 と も 本格的 に 、 別稿で検討す る こ と に し よ う 。 我 々 が こ こ で留意 し て お き た い の は、
マルブ、 ラ ン シ ュ の諸著作を丹念 に 読む読者は、 時 と し て それ と は全 く 逆 の 印象 を 受 け る こ と さ え あ
る と い う こ と な の で あ る 。 例 え ば彼は、 こ う 述べて い る 。 「神は常 に 、 一般法則 に よ っ て 自 ら の意図
を 遂行 し 、 そ の実効 は、 機会原因 に よ っ て規定（determi国e） さ れて い る 」 （TM, p. 93）。 個別 的 に 見
て も 、 例 え ば私の腕が動か さ れ る と き 、 「ネ申 の実践的意志 を規定（determinant） 」 し て い る の は、 「私
の意志J (RVill , p . 226） な の だ し 、 神 が物体を動かす と き 、 そ の 「一般法則 の 実効 を規定（determiner)
し て い る 機会的 も し く は 自 然的 な原因J も 、 「諸物体の衝突」 （EMR, p. 244） で あ る 。 こ の よ う に マ
ル プ ラ ン シ ュ は、 真 に し て 実在的な唯一原因 た る 神に対す る 諸 々 の機会原因 の役割 に つ い て 述べ る
際 に は 、 よ く 「規定」 （Cf. RV II ,  p .313 ; Cch, p. 156 ; Mch, p. 121 ,  129 ; EMR, p . 160, 177,  etc.） と い
う 語 を 用 い 、 そ し て そ の こ と を 、 気にす る 風 も な い。 し か し 、 それでは我 々 は 、 例 え ばア ル ノ ー と
と も に 、 「一般法則 の体系 において 、 決定す る の は機会原 因 で あ り 、 遂行す る の は神 で あ る 。 そ し て
遂行す る よ り 命令す る こ と に お い て の 方 に 、 い っ そ う の知恵が あ る と 、 思 わ な い者 はい な し 、 」 （TNG,
p .83） と 、 皮 肉 を言いた く も な る の で あ る 。 マノレプ ラ ン シ ュ は 更 に 、 「機会原 因 が な ければ、 一般法
則 は あ り え な し 、 」 （EMR, p. 246） と も 述べて い る 。 神は 「機会原因 に従 っ て し か働 き か け な し 、」 の で
あ っ て 、 例 え ば 「諸物体が衝突す る と き に し か、 諸物体を動か さ な いJ (Mch, p .75）。 『道徳論』 は 、
次 の よ う に さ え述べて い る 。 「我 々 も ま た 、 独力 では誰に 対 し て も 、 善 も 悪 も な し えず、 た だ我 々 の
実践的願望 に よ っ て 、 心身合 ー の 法則 に従 っ て 、 他人 た ち に 対 し て 善や悪 を なす よ う に 神 を 強い
(obliger） う る のみであ る 」 （TM, p . 164)一一 こ れではま る で、 自 ら は何の労力 も 用 いず に 、 た だ神 を
自 ら に隷属せ し めつ つ 、 こ れを働かせて い る の が 、 我 々 被造物 だ と 言わんばか り では な い だ ろ う か。

こ の よ う に 、 実在的唯一原因 が 上位で あ ろ う と 、 機会原因 の方が 上 に 来 よ う と 、 つ ま り は我 々 が
操 り 人形な の で あ ろ う と 、 神 が 我 々 の労働者な ので あ ろ う と 、 いずれにせ よ 我 々 は 、 奇妙 な結論 に
陥 っ て し ま う 。 そ し て いずれの場合において も 、 現実問題 と し て は、 我 々 は具体的 な諸事象の説明
に お い て 、 「神」 な し に済 ま せ た と し て 、 何の 問題が あ る と い う の だ ろ う か。 も し機会原因 こ そ が 、
特殊的 に し て 具体的 な 直接原因 だ と い う こ と に な る ので あれば、 一般法則 と し て の神の意志は、 む
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し ろ機械原因 だ と い う こ と に で も な っ て し ま う の で は な い だ ろ う か。 事実ア ル キエ の よ う な歴史家
は 、 そ の 「神学的 ア ス ペ ク ト 」 に も かかわ ら ず 、 「科学が形而上学か ら 全面 的 に 解放 さ れて 自 律的 に
な る 」 の は 、 デカ ル ト か ら で は な く 、 マルプ ラ ン シ ュ か ら だ と 指摘す る 。 「哲学全体 が 、 自 然主義的
に し て機械論的 に な る J (Alquie, p . 448） の で、 あ る 。

で は 、 そ も そ も なぜマルプ ラ ン シ ュ は 、 こ の よ う な結果を招致す る 機会原因論な ど と い う 突飛な
説 を 、 敢 え て採用 し な ければな ら な か っ た の だ、 ろ う か。 『真理の探究』 に付 さ れた 『第 1 5 解明 』 は、
こ う 述べて い る 。 「腕 を動かす と い う 私が持つ意志 と 、 動物精気の 、 即 ち私が そ の 運動 も 形態 も 知 ら
な い幾つ かの小物体の動揺 と の 聞 に 、 関係な ど あ り え な し リ （RVIII , p . 226）。 ポイ ン ト は 、 私が動物
精気の運動 も 形態 も 知 ら な い と い う と こ ろ に あ る 。 或 い は 『真理の探究』 第二巻で は 、 こ う 述べ ら
れて い る 。 「腕が動 か さ れ る こ と を 、 魂が欲す る や否や、 腕 を 動 かすた め に は何 を な さ な ければな ら
な し 、 か と い う こ と す ら 、 魂は知 ら な い に も かかわ ら ず、 腕は動か さ れ る 。 ま た動物精気が揺 り 動か
さ れ る や否や、 魂は、 自 ら の身体の 内 に動物精気が あ る と い う こ と す ら 知 ら な い に も かかわ ら ず、
動 か さ れ る 」 （RV I , p .216）。 それゆ え マノレブP ラ ン シ ュ は一一メ ー ヌ ・ ド ・ ビ ラ ン の よ う に一一客観
知 に は決 し て 解消 さ れ え な い よ う な 、 独 自 の知 の有 り 方 を発見す る こ と に よ っ て 、 心身問題 を 考察
すべ く 導かれた の だ ろ う か。 も ち ろ んそ う ではな い こ と は、 誰 も が知 っ て い る 。 『真理の探究』 第 6
巻では、 次 の よ う に述べ ら れ て い る の で あ る 。 「腕 を動かすた め に は 、 動物精気 を 有 し て い る の で な
ければな ら ず、 或 る 神経に よ っ て 、 或 る 筋肉 の 方へ と 、 動物精気 を 送 り こ む の で な ければな ら な い

〔 … 〕 。 自 ら が精気、 神経、 筋 肉 を有 し て い る と い う こ と す ら 知 ら な い 人 々 が 、 自 ら の腕 を 動 か し 、
解剖学 を最 も よ く 知 っ て い る 人 々 よ り 、 い っ そ う 器用 で容易 に さ え 、 自 ら の腕 を 動 かす。 そ れ ゆ え 、
人 々 は 自 ら の腕 を 動 か し た い と 欲す る 、 そ し て それ を な し え て 、 腕 を 動か し う る の は 、 神 し かいな
い 、 と い う こ と な の で あ る 。 〔 … 〕 動物精気に よ っ て 自 ら の指 の 内 の 一本 を 動 かすた め に は 、 何 を な
すべ き か と い う こ と す ら 、 知 っ て い る 人間 な ど い な し リ （RV II , p . 3 1 5）。

同様の こ と は、 私が 「火」 に 近づ く よ う な ケース におい て も 、 述べ ら れて い る 。 そ の と き 私は 、
「私の手の 中 で顕在的 に 生 じ て い る 運動 の大 き さ について の認識」 （Cch, p . 24） を 、 有 し て な ど い な

い の で あ る 。 ま た 「 あ な た の脳 が 、 ど の よ う に合成 さ れて い る の か、 も し く は あ な た の魂 が そ こ に
お い て 居住 し て い る と こ ろ の 主要部分が 、 どの よ う に作 ら れて い る の かJ (Cch, p . 30） 、 あ な た は知
っ て い る だ、 ろ う か。 そ し て も し 我 々 が 、 そ の種の解剖学的な知識な ど 、 有 し て い な い の だ と す る な
ら 、 「ひ と は 自 ら が 見ず 、 自 ら が認識 し な い精気 を 、 圧 しや り た い な ど と 、 欲 し う る だ ろ う かJ (Mch, 
p . 62）。 或 い は我 々 が 、 「話 し た り 歌 っ た り し た し リ と 欲す る と き に 、 「話 し た り 歌 っ た り す る た め に
は、 ど の よ う な 筋 肉 を 動 か さ な ければな ら な い か」 （RV II , p. 152） と い う こ と す ら 、 我 々 は知 ら な い
の で あ る 。 「私は 、 私が臨蹟な く あ な た に述べ る と こ ろ の も の を発音す る た め に 、 声 に奉仕す る 諸器
官 の配置が ど の よ う な も の で あ ら ねばな ら な し 、 か と い う こ と さ え 、 知 ら な い。 〔 － 一 〕 神 が 、 こ の細部
を知 っ て い る 。 神 の み が 、 私の願望の ま さ に そ の瞬間 に 、 細部の運動 を規制 す る 。 〔 － 一 〕 呼吸 し て い
る の は 、 私 で は な い。 私は、 私の意に反 し て 、 呼吸 し て い る ので あ る 。 あ な た に話 し て い る の は 、
私ではない。 私 は た だ 、 あ な た に話 し た い と 欲 し て い る だ け で あ る 。 〔 ・ ・ ・ 〕 言 わ ば神 が 、 こ の 空気 を
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発話に 、 様 々 な 音 に 、 変容 し て い る の で あ る 」 （EMR, p. 167-8）。
心身合一問題に お い て 、 マルプ ラ ン シ ュ が機会原因論 に訴 え ざ る を え な か っ た と い う こ と の背景

に は 、 宗教的 な理由 を別 と すれば、 理論的 に は 、 デカ ル ト さ え要請す る こ と が な か っ た と ロ デ ィ ス
＝ レ ヴ ィ ス が指摘す る と こ ろ の 、 「身体の メ カ ニ ズム の細部について の完全な認識J (R-L, p . 202） の
欠如 と い う こ と が あ る 。 し か し 、 例 え ば 自 己 の身体を動か し た い と 欲す る 際 の 、 解剖学的客観知 の
欠如か ら 結論すべ き は 、 本 当 に意志の無力 だ ろ う か。 そ こ に要請 さ れ る の は、 む し ろ対象知 と は全
く 別 の仕方で の 、 自 己 の身体に つ い て の独 自 の知の有 り 方では な い だ ろ う か。 それ ゆ え に こ そ ゲル
ーは 、 「 自 ら を感 じ る こ と と 客観的 に認識す る こ と と は 、 真 に 二つの異 な る こ と で あ る 」 と い う 、 ま
た 「マルブ ラ ン 、ン ュ は 、 対象に つ い て の認識 し か、 認識 と 呼ぱな し リ と い う ビ ラ ン の 言葉 を 引 用 し
つつ、 「 し 、 か に し て 反対に マルプラ ン シ ュ が 、 対象認識の 内 に のみ、 あ ら ゆ る 可能的認識の諸条件 を
求 め る べ く 導 かれた の か」 （Gueroult, p. 107） を 、 探究 し よ う と す る の で あ る 。 機会原因論 の偏狭か
ら の解放 と 、 心身合一論の真 の解決への道の鍵は、 こ の よ う な対象性 ・ 客観性の地平か ら の脱却 の
内 に こ そ 、 存 し て い る の で は な い だ ろ う か。

ピ ラ ン の名 が 出 た の で、 マルプ ラ ン シ ュ も 語 る 「努力 の感情」 につ い て 、 も う 少 し 見 て お く こ と
に し よ う 。 『第 1 5 解明』 に よ れば、 自 ら の腕を動かす と き 、 ひ と は 「顕在的意志に つ い て の 内 的感
情J のみな ら ず、 更 に は 「 こ の意志に伴 う 或 る 努力 につ い て の 内 的感情J を も 有 し て い る 。 し か し
マルブ ラ ン 、ン ュ は 、 「魂の一変様 も し く は一感情j で し か な い こ の よ う な 「努力 」 が 、 それだ け で 「動
物精気」 に運動 を 与 え た り 、 そ れ を規定 し た り し う る こ と を否定 し 、 ま た 「我々 の 思惟J と 「物質
の運動」 と の 聞 に 「 関係」 が あ る こ と も 、 更 に は魂が動物精気 に つ い て 「最小の認識」 を 持つ こ と
さ え 、 否定 し て し ま う 。 た と え魂が、 動物精気 を 「精確に認識」 し 、 そ れ ら を運動せ し め う る の だ
と し て も 、 やは り 彼は、 「魂がそれにつ い て は し 、 かな る 認識 も 有 し て は い な い神経管 を 、 選択 し う る j
な ど と い う こ と を 、 「否定J (RVIII , p . 227・8） し続け る の で あ る 。 『 キ リ ス ト 教的 に し て 形而上学的な
省察』 で も 、 「努力 J と 「運動 に奉仕す る 神経の 管の 中 に あ る 動物精気の規定」 と の 聞 に 「何 ら かの
関係 が あ る こ と 」 （Mch, p . 64) が 、 疑 問視 さ れて い る 。 「努力 」 と 「実効 J と は、 別物で あ る 。 「努力 」
は、 「それに伴 う 苦 し い感情」 に よ っ て しか、 「イ也の実践的意志j と は異 な ら な い の だ が 、 それは 「生
の保存」 に 関 し て 「魂の諸感情」 を唯一規制する 「神」 が 、 「身体の 内 に 動物精気が極 め て 少 し し か
存在 し な い と き 」 や、 「筋肉 の 肉 が 労働 に よ っ て 具合が悪 く な っ て い る と き 」 に 、 「魂に弱 さ を 、 或
い は苦痛や痛 み を 、 感 じ さ せな ければな ら な い」 （Mch, p. 65） か ら だ と し づ 。 『形而上学 と 宗教 に つ
いて の対談』 では、 我 々 の全て の 「意志」 が 「実践的J な わ け で は な く 、 或 る 「努力 の感情J を伴
う 意志だ け が 、 「実践的J だ と 言われて い る 。 努力 の感情が、 「我 々 が我 々 に 与 え ら れて い る 権能 を

顕在的 に 用 い て い る こ と j を 、 我 々 に教えて く れ、 そ し て 現在 の我 々 に は、 こ の よ う な 「努力 」 が 、
し ば し ば 「苦 し し 、 」 の で あ る 。 「 ＜ 福者 ＞ 」 に は一一復活後 の身体において の よ う にーーそ の よ う な
こ と は な く 、 彼 ら は疲れ る こ と も な い の だ と い う 。 し か し 、 それで も 「恐 ら く 彼 ら の権能の使用 は 、
そ れ に つ い て 彼 ら が 内 的感情 を 持つ で あ ろ う と こ ろ の彼 ら の努力 の 量（quantite） に よ っ て 、 彼 ら に
知 ら れ る の で あ ろ う 」 （EMR, p.434） … ・ ・ ・ 。
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こ こ で も マルプラ ン シ ュ が 、 客観性の地平の 内 を し か動いて い な い と い う こ と は 、 そ の解剖 学的
な諸記述や、 「努力 の 量」 と い っ た表現か ら も 、 窺い知 る こ と が で き る 。 そ こ に は ピ ラ ン が 鋭 く 指摘
し た 、 「 客観的身体j と は別 の身体の現象化の可能性は、 殆 ど見 出 さ れ る 余地 が な い と 、 言わ ざ る を
え な い。 それ ゆ え に こ そ ゲルー は、 再び ピ ラ ン を援用 しつつ、 次 の よ う な疑問 を 呈す る の で あ る 。

「マルブ‘ ラ ン シ ュ が我 々 の外の諸実在 に 帰属せ し め て い る 実効性や原因 の観念そ の も の が 、 我 々 に
は、 我 々 の 内 的感情に よ っ て し か発見 さ れず、 も と も と は、 我 々 の意識の 内 で汲 ま れた の で は な か
っ た か。 と い う の も 、 無力な努力 に つ い て の感情は、 そ の よ う な も の と し て は 、 有効 〔実効的〕 な
努力 に つ い て の あ ら か じ め の感情 に よ っ て し か、 我 々 に と っ て 可能で は な い か ら で あ る 」 （Gueroult,
p . 113）一一我 々 はいずれ、 心身問題に お け る 二つの典型的 な 考 え方 と し て 、 マ ルプ ラ ン シ ュ の それ
と メ ーヌ ・ ド ・ ピ ラ ン の それ と を対比 さ せつつ 、 こ の 問題に つ い て の考察 を深め て ゆ く と い う 作業
に 、 着手 し な ければな ら な く な る で あ ろ う 。 し か し それは、 も はや本稿 の 課題で は な い 2 0
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3 . デカルト著作集

デカルトから引 用 する場合には、 Rene Descartes, CEm宮崎 品d. Adam et ’rannery, 13 vol., Paris, Vrin, 1974・·86 (19641-741） は ［AT］ と略

記し、 直後 に ロ ーマ数字の大文字で巻数を示す。 また Rene De配町胞s, CEu1刊s p直必且>ph勾u同 品d. Alqui品， 3 vol.,  P町is, G町nier,

1963・73 は ［A］ と略記して、 同 じく 直後 にロ ーマ数字の大文字で巻数を示す。

2 本稿は、 「形而上学的諸前提J 「神 における 見』 「機会原因論J 「弁神論と恩寵論J の 四 節から成；.o拙稿 「マノレプランシュの心身合一論J （未刊） の 、
第三節 に相 当 する 部分である。 全体の方 は、 いずれ著作中 の一章として、 公刊すること にしたい。 なお本稿 は、 日 本学術振興会の 平成 23 年
度科学研究補助 金の 交付を受け、 「 自 然の現象学J という主題のも と になされた誇研究の 、 成果報告でも ある。
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