
「本 質」 と 「実 在 」 の 問題

ライ プニ ッツ形 而上 学 をめ ぐ つて.

松 王 政 浩

序

中 世,ト マ ス の没 後,ト マ ス に端 を発 して 「存 在 」esse.と 「本 質 」essentia

の 区別 が 果 た して実 在 的 な(realis)も の か,そ れ と も概 念 的 な(rationis)も

のか を め ぐる激 しい論争 が な され た。 す な わ ち,す べ て の存 在 者ensに お い て

区 別 され る存 在 と本 質 が,共 に実 在 す る 「もの 」resで あ って,存 在 者 はそ の

二 つ の 「も の」 か ら構 成 され る とす るの か,そ れ と も両 者 は 「もの 」 で はな く,

単 に 概 念 的 に 区 別 され るに とど ま るの か,と い う対 立 で あ る。(無 論,神 にお

い て は存 在 と本 質 は全 く同一 で あ る。)

この対 立 の争 点 は詰 ま る と ころ1ア リス トテ レス に 由来 す るdynamis(可 能

態),energeia(現 実 態)の 区 別 を 如 何 に解 釈 す るか に 係 って い る と思 われ る。

トマ ス を は じめ その 後 の実 在 説 論 者 は,ま ず 本 資 そ れ 自体 を まだ 可 能 的 な 「何

か 」 で しか な い と捉 え,そ れ が現 実 的 に存 在 す るた め に は存 在 を(外 か ら)受

け な け れ ば な らな いか ら,本 質 と存 在 の 関 係 は可 能 態 と現実 態 の関 係 で あ る と

した 。 そ して後 者 の 区別 を.「実 在 的 」 と見 倣 す こ とに よ り,そ の ア ナ ロジ ーか

.ら,前 者 の 区別 も実 在 的 で あ る と主 張 したの で あ る。 一 方,概 念 的 区別.を唱 え

るス ア レス(1548～1617)な ど は,可 能 的 な もの(可 能 的本 質)を 論 理 的 可 能,.

つ ま り矛 盾 を含 ま ぬ観 念 で しか な い と して,そ の 実 在 性 を否 定 し,現 実 の存 在.

者 にお い て 現実 的実 在 と現実 的本 質 は本 来 不 可 分 で あ り,た だ概 念 的 に 区別 さ

れ るの み で あ る と主 張 した。 畢寛,実 在 とは,.現 実 的 本 質 そ の もの に ほ か な ら

な い こ とに な る。

これ か ら扱 お う と して い る ラ.イプ ニ ッ ツ哲 学 にお け る 「本 質 」対 「存 在(実

在existentia)」 の 問題 は,存 在 論 の 図式 を上 と異 にす る とは い え,そ れ が実 在
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的に区別され.るか概念的にのみ区別され.るかに関 しては,同 じ問題範疇Dに 属

.するものである。 ライブごッッの場合,そ の固有な本質(=可 能)概 念のため

に,表 面上,実 在的区別の説とスアレス的な本質即実在説との間を揺れ動いて

問題は見極めがたく,ま た錯綜 していると思われるのであるが,「実在」につい

ての一つの可能な解釈を.試みる上にお.いて,最 終的には(そ の言葉の強い意味

で)「実在的区別」となる(ま た,な るべき)こ とを示 したいと思う。

ライ プニ ッツで は,本 質.(1esessences),可 能 性 .(lespossibilites;),永 遠 真

理(lesveriteseternelles)の 三 つ は密 接 に関 係 しあ って い る(GVI614)。.す

な わ ち,本 質 とは字 義 通 り 「あ る物 が その 物 で あ る こ と」 だ が,内 に 矛盾 を含

まな い と い う意 味 で は 可 能 的 で あ り,ま た可 能 的 で しか な い.。従 って そ の本 質

を有 す る物 が 実 際 に 存 在 す るか 否 か は 問題 で は な く.,可 能 で あ り さえ す れ ば,

その 本 質 に は何 等 か の事 象 性ziが あ るとい う。 そ して可 能 性 即 ち内 的 無 矛 盾 性 は

端 的 に矛 盾 律 に支 配 され,矛 盾 律 を原 理 とす る真 理 の領 域 が 永 遠 真 理(思 惟 の

真 理,必 然 真 理)の 領 域 で あ る。

混 乱 を避 け る ため に一 言 して お く と,こ.こ で い う可 能 性 は,上 の 可 能 態 とは

全 く異 な る概 念 で あ る。 後 者 が 常 に 現実 態 と一 双 で あ るの に対 して,前 者 は た

だ 論 理 的 様 相 的 で あ り,必 ず し も現実 化 を伴 って は い な いの で あ る。 ま た,可

能 な本 質 に何 等 か の 事 象 性 が あ る とい って も,そ れ で 直 ち に本 質 と存 在 の 区別

が 実 在 的 なの で はな い 。 ス ア レス の よ うな本 質 還 元主 義 に傾 くな らば(実 際

ラ イプニ ッツ形 而上 学 が その 傾 向 を 有 す る こ と は否 め な い が),そ れ はむ しろ概

念 的 な 区別 で あ る(→ 序 の 註)。

1)た だ し,そ の 区別 は 一 義 的 で な い 。 問題 の 所 在 に鑑 み,「 概 念 的 区 別 」 とは 「本 質 と

存 在 に実 質 的 な差 の ない こ と」,「実 在 的 区別 」 と は 「本 質 と存 在 が 明 らか に 異 な る も

ので あ る こ と」 で あ る と して お く。

2)realitas(realite)の 訳 語 で,河 野 与 一 氏 に負 う(「 単子 論 』p.251参 照)。realitas

43「 実 在 性 」 と も訳 され るが,「 何 か で あ る こ.と」 ほ どの 意 味 で,現 実 に 存 在 す る こ

とで は な い。 つ ま り,existentiaと は 異 な るの で注 意 され た い。
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さて,本 質 が 「あ る物 が その物 で あ る こ と」 を意 味 す る と して も,そ れ は ま

だ 一 義 的 で な い こ とを,我 々 は ライ プニ ッッ とA.ア ル ノ ー との書 簡 に よ って

知 る(GII30-47)。 そ もそ も本 質 の 問 題 は,本 質 と その 本 質 を もつ物,即 ち個

体 との 関 係 に お いて 捉 え られ な けれ ば な らな い。 つ ま り,.中 世 以 来 そ うで あ っ

た よ うに,個 体 化(Pindividuation)の 問 題 が そ こ に絡.んで く る。 ア ル ノ ー の

本 質 把 握 に よ れ ば,個 体 の 本 質 も.,球 の本 質 〔中心 か ら等 距 離 に あ るすべ て の

点 を 周 囲 に もっ こ と〕 等 と同 じよ うに普 遍 的 な もの で あ り(し た が って如 何 に

細 か く と も種 別 化 に と ど ま る),せ いぜ い 「内 的 規 定 」(denominationintrin-

seque,た とえ ば 「人 間 」 「ギ リシャ.人」な ど)を 含 め ば 十 分 な の で あ って,た と

え ば 「私 」 の個 体 化 につ いて は,そ の根 拠 を デ カル ト流 に 「自己 意識 」 の うち

に 求 め るべ き だ と主 張 す る。 これ に対 して ライ プ ニ ッ ツ は,ス コ ラ哲学 に言 及

した 初 期 の 論 文 「個 体 原 理 の形 而 上 学 的 論 議」(1663)に お いて 既 に明 確 に さ

れ た 「す べ て の 個 体 は.その ものの 本 質 全 体 に よ って 個 体 化 さ れ る 」(GIV18)

とい う主 張 を,本 質 に関 す る根本 テ ー 「ビと して 掲 げ るの で あ る。 個 体 化 が 本 質

自身 に よ って もた らされ る と は,本 質 が 「そ の個 体.に起 と るべ き す べ て の こ と

を 含 む 」(GII68)と い う.ことを 意 味 し,先 の 内 的 規 定 の み な らず,普 通 「外

的 」 とい わ れ る規 定 の一 切 が それ に 内包 さ れ る こ と に な る。 た とえ ば 「私 が将

来 旅 行 を す る こ と」..など も,(仮 に私 が 実 際 そ うす るな らば)「 私 」 の 本 質 に と

って は不 可 欠 な 内実 な ので あ る。

尚,ラ イプ ニ ッ ツは 個 体 の 「本 質 」essenceと 「概 念 」(個 体 的 概 念notion

individuelle),.あ る いは 「観 念 」id&eを 同義 に用 いて お り(GIV441),特 に

個 体 につ いて 論 ず る場 合 に は.「概 念 」 の 語 を主 と して 用 い て い る。(さ らに概

念 観 念 は命 題 中 の 「項 」termeと も同値 に扱 わ れ て い て一GIII224,当 の命

題 自身 が 一 つ の 概 念 を なす か ら,そ れ はま た 他 の命 題 に お いて 主 語 概 念 も しく

は 述 語 概 念 と して 現 れ う る もの で あ る3)。)又,「 本 性 」natureも こ れ ら と 同

義 に.扱われ る こ.とが あ るが,後 で 言 う よ うに 本 質や 概 念 は本 来 的 に 「神 の 」悟

性 に存 す る超 本 性 的surnaturelな もので あって,個 体.の 「本 性 」 は被 造 的実 体

3)cf.B.Mates,ThePhilosophyofLeibniz,Oxford,p.58.
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の有 限 な表 出能 力 で あ る とす る記 述(GIV441)に 従 って.おきた い と思 う。

「個 体 の 本 質 」 を 「個 体 概 念 」 に 置 き 換 え.て,こ こで 先 の テ ーゼ を 書 き 改 め

て み る な ら,個 体 概 念 と は,「 その 概 念 の 属 して い る主 語 に含 まれ るす べ て の

述 語 を理 解 す る の に十 分 な,ま た主 語 か らそ れ ら述 語 を演 繹 す るの に十 分 な ほ

.ど 完 全 な(accomplie)概 念 」(G .IV433)で あ る。 無 限 の述 語 数 を有 す る この

よ うな概 念 は 「完 足 的概 念 」notioncompleteと 呼 ばれ,.逆 に有 限 述 語 の 種 概

念notionsp6cifique.は 不 完 足.(r6alit6を 欠 き,実 体 た りえ な い)で あ る。 ラ

イプ ニ ッ ッは,述 語 概 念 が 主 語 概 念 の うち に含 まれ る とい う謂 わ ゆ る 「内在 」

(finesse)の 論 理 を真.理一 般 の唯 一 の 形 式 と.して 考 え て いて,従 って主 語 の 有 限

回 の 分析 に よ って述 語 に至 る よ う な必 然 真 理(三 角 形 の 内 角 の 和 が 云 々,等)

だ けで な く,無 限 の 分 析 を 必要 とす る よ うな 「事 実 」 に関 して さえ,理 由律 に

よ って ア プ リオ リな 真 理 が 成 り立 つ と した こ とは周 知 で あ ろ う。 そ れ ゆ え個 体

概 念 とそ れ に属 す る述 語 概 念 の 結 び つ き は,そ の 限 りで 必 然 的41で あ る。.

で は 主語 と述 語 は実 際 どの よ うに して 結 び つ くのか 。 その 結 び つ き を プ リ ミ.

テ ィブに決 定 す るの が 「可 能 性 」possibilitas(あ る い は 「適 合 性 」compatible)

に 他 な らな い。 述 語 ど う しは 互 い に相 容 れ る可 能 性(共 可 能 性compossible)

で な けれ ば な らな い が,共 可 能 な 述 語 の 結 び つ き とい うの は,そ れ 自体 が 神 の

恣 意(意 志)に さ え よ らず ア プ リオ リに成 り立 つ もの で あ る。 そ して ラ イプ ニ

ッツの 文 脈 に 従 え ば,主 語 概 念 と して の 個 体 概 念 は そ の よ うな共 可 能 な 単 純 述

語 の 表 す 単 純 属 性 の 無 限集 合 と して ひ と まず 捉 え られ る6

と ころが そ の よ うな 仕方 で個 体 概 念 を考 え る とな る と,ラ イ プ ニ ッツが 「個

体 」 を存 在 論 的 に単 純 不 可 分 な 「実 体 」(い わ ゆ るモ ナ ド)と した点 で,我 々

は あ る困 難 に突 き当 た るの で あ る。 の ち の 批 判 は あ る が,こ の 点 につ いて のB.

ラ ッセ ル め指 摘 は当 を 得 て い よ う51。要 旨 は 次 の通 りで あ る。 も し個 体.が,た

だ そ の述 語 に よ って の み 定 義 さ れ る な ら,個 体 は述 語 の 集 積 と等 し くな り,個

体 の 実 在 は即 ち 述 語 の 実 在 を意 味 す る こ とに な る(属 性 の 実 体 化)。 しか し ラ.

4)他 の 述 語 概 念 と の 結 び つ き は,他 の 個 体 概 念 を 意 味 す る こ と に な る の で 。

5)B.Russell,ACriticalExpositionofthePhilosophyofLeibniz,p.59.
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イ プ ニ ッ ッ は個 体 を 不可 分 な実 体 と した はず だ か ら,こ れ は定 義 と相 容 れ な い,

と。

の ち の 批 判s7は 概 ね,ラ ッセ ルが 個 体 概 念 と 「個 体 的 実 体 」substancein-

dividuelleと を 混 同 して い る と説 き,個 体 的 実 体 は確 か に そ れ の述 語 が 示 す 属

性 を も って は い る が,属 性 の 総 和 で はな い(つ ま り属 性 は 「もの 」 で は な い)

と して,こ と さ ら 「実 体 」 に 「概 念 」 とは違 う意 味 づ けを しよ うとす る もの で

あ る。 しか した だ 「概 念 と実 体 は違 う」 とい うだ けで 「い か に違 うか 」 と い う

言 及 が な けれ ば,ラ ッセ ルの 指 摘 を 真 に反 駁 した こ とに は な らな いだ ろ う。 た

とえ 属 性 が 実 体 と独立 に は存 在 しえ な い もので あ って も,実 体 に は そ の担 い手

で あ る と い う以 上 の何 か が な くて はな らな い はず で あ る。 さ もな い と,実 体 と

は 元 々何 の 規 定 も加 わ らな い 「基 体 」 だ とい う こ とにな り,そ う した 内的 区別

を持 た な い もの が 複数 存在 す る こ と は,ラ イ プ ニ ッツの い う 「不 可 識 別 者 同一

の原 理 」principiumidentitatis.indiscernibilium(GIV933;GVII393.etc.

尚,こ の原 理 は理 由律 の 一帰 結 と して示 され る.C519)に 反 す る こ と にな るか

らで あ る。

め み な らず,そ う した 「実 体 」 を本 質 界 に も措 定 す る とい うの で あれ ば,本

質 と実 在 の 区別 は事 実 上 希 薄 とな り,ラ イ プ ニ ッツを スア レス的 な本 質 主 義 に

傾 か しめ る こ とに な ろ う。 しか し,.そ れ は.早計 で あ る。 とい うの も,確 か に,

個 体 概 念 と個 体 的実 体 と は区 別 す べ き で あ る が,そ の 区別 を本 質 界 に取 り込 む

こ とは 必 ず しも必 要 で な いか らで あ る。以 下 に その こ とを 示 して み る。

主 語 と して の 項 が概 念(観 念)を 表 す とい うこ と は述 べ た(cf..C243)。 それ

ゆえ それ が 個 体 そ の ものか ど うか は別 に して,個 体 「概 念 」 が述 語 の集 積 だ と

い う こ と につ い て は,少 な くと も ラ イプ ニ ッ ツを論 ず る上 にお い て,ど の論 者

も同 意 す べ きだ と思 わ れ る。 そ して 私 の 意 見 で は,無 数 の述 語 に統 一 を与 え る

もの と して,こ の 段 階 で 「実 体 」 を持 ち 出 さ ず と も,個 体 「概 念 」 だ けで或 る

程 度 整 合 的 な 議 論 力河 能 で ある。 まず,ラ イプ ニ ッッ 自身,r属 性 にっ い て 』(De

6)た と え ば 、N.RescheqLeibniz-AnlntroductiontohisPhilosophy,p.52あ る

い は,石 黒 ひ で 『ラ イ プ ニ ッ ッ の 哲 学 』p.50な ど 。
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accidentibus)η(Grua,546-547)と 題 され た 草稿 中,「 実 体 に お い て述 語 の基 .
.
つ くiealitasが あ るか 」 と問 う必 要 は な い と して,実 体(個 体)のrealitasが

属 性 の それ に基 礎 づ け られ る もの で な い こ とを灰 めか して い る こ とか ら,と り

あ えず,属 性 を単 純 実 在 とす る考 え は 退 け られ て よ い。 で は,属 性 に い か な る

意 味 の実 在 を も拒 否 し,し か も.「実 体 」 の助 け を借 りず に,い か に して個 体 概

念 自体 に何 らか の 事 象 性 を付 与 す る ζ とが 可 能 な の か 。.それ は 次 の よ うdz,論

理 的 観 点 と形 而 上 学 的 観 点,双 方 か らの ア プ ロ ー チ に よ って 可能 とな る ので は

な いだ ろ うか 。

論 理 的 観 点 と は,ラ イプ ニ ッ ッが単 称 命 題 を全 称 命 題 に含 ま れ る もの と考 え,

さ らに仮 言 命 題 と して 扱 い う る と した点 で あ る。 す なわ ち 主 語 が確 定 記 述 に よ

って 表 され る単 称 命 題 で あ って も,ラ イブニ ッッは,「 も し主 語 に該 当 す る もの

が 存 在 す れ ば,～ で あ る」 とい う形 式 に書 き換 え られ,命 題 中 に存 在(実 在)

の 仮 定 を 入 れ な くて もよ い こ と を確 信 して い.た(GV468)。 こ の 置 換 に よ っ

て,主 語 の実 在 を留 保 した 形 で,つ ま り基 体 の よ うな もの を 予 め 一 切考 え る こ

とな しに,複 数 の 属 性 の 共 可 能 性 が 問 え る 「下 地 」が 洗 い出 され た こ とに な

る。 も っ と も,そ の 個 々の 共 可 能 性 の 可否 が実 際 に言 え るた め に は,.単 純 属性

の 「論 理 的 」 独立(「 実 在 的 」独 立 で な い こ とに注 意)が 保 証 され て い な け れ ば

な らな い わ けだ が,ラ イプ ニ ッ ッは す べ て の項 が それ に還 元 され るよ うな 論 理

的 「単純 項(概 念)」 が存 在 す る(そ の 存 在 は論 理 的 要 請)と して,そ の 諸 項 を

枚 挙 す ら して い るの でel(C542),そ れ は原 理 的 に は 可 能 だ とい う こ とに な ろ

う。

7)B.Matesはaccidentiaとattribute皿 を(ラ イプニ ッッは 曖 昧 な使 い方 をす るが)区

別 す べ き こ とを 力 説 して い る(ibid.p.195-197)。 しか しそ の区 別 は勿 論,ア リス ト

テ レス来 の 伝 統 的 な 区別 とは異 な る もの で あ るか ら,一 応accidentiaを 「偶 有性 」 で

な く,「 属 性」 と訳 し.てお く。.

8)参 考 ま で に そ の諸 項 の 例 を 挙 げ る と以 下 の よ うに な る 。

ens,substantia,attributum,easpositivum,absolutum,idem,uaum,quod

sequiCUqprius,poseerius,...

た だ し,こ れ らの単 純 項 は いず れ も両 立 して しま う ので,imcompossibleが ど う生

起 す るか を 説 明す る に は新 た な ア イ デ アが 必 要 で あ った 。cf.石 黒,前 掲 書p,77。
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しかし,そ のようにして共可能な概念が幾 ら連ね られようとも,主 語に該当

するものの実在性はカッコつきだと言わねばならない。そこで論理的観点φ他

に,形 而上学的観点が必要となるのであるゐすtdわ ち共可能な述語概傘の帰さ

れ る もの.(仮 の 存 在)がrealitasを もち うる とす るな ら,述 語 の 連 関 の 「外 」

に そ の 源 を求 め な けれ ば な らな い の で あ って,ラ イ プ ニ ッ ツの記 述 に 従 え ば,

そ れ が神 だ と言 うこ と にな ろ う。 「神 は実 在existencesの 源 で あ る だ け で な く,

事 象 的 で あ る 限 りの本 質 あ るい は 可 能性 の 中 に あ る事 象 的 な もの の 源 で もあ

る」.(GVI619)。 よ り正 確 に は,永 遠 真 理 とそ れ に 基 づ く観 念 の 領 域 で あ る

「神 の 悟 性 」1'EntendementdeDieuが その 源 で あ る。 そ こで,そ の思 惟 の対

象 で あ る個 体 概 念 は,確 か に神(本 質 即実 在)に よ って 事 象 性 を 得 る こ とに な

るわ けだ が,し か しそれ は未 だ,た だ 悟 性 内 に お いて 「観念 的 に 」idealement

しか 存 しな い もの で あ る こ とに 注 意 しな けれ ば な らな い(cf.GVI107f.)。 っ

ま り,個 体 自身 の 「実 在Jと 関 わ らぬ 事 象性 を得 る ので あ る。

この よ うに して,わ ざわ ざ 「実 体 」を持 ち 出 さず と も,述 語(実 在 で は な い)

の 集 積 と して の 「個 体 概 念 」 に(観 念 的 な)事 象 性 を整 合 的 に 見 出 す こ とが で

き る以 上,個 体 概 念 と実 体 は本 質 界 に お い て既 に 区別 され る もの で な く,む し

ろ本 質 と実 在 の 区別 と.して 捉 え るべ き もの で あ る。 ま た そ うす る こ とで 、.述語

に よ って 定 義 さ れ る の は 「個 体 」 そ の もの とい うよ り 「個 体 概 念 」 と言 え るか

ら(ラ ッセ ル の 説 を 反 駁 す る に は それ で 十 分 で あ っ て),単 な る 「基 体 と して

の 個 体 」 で は な い積 極 的 な個 体 の 意 味 づ け を,我 々 は 「実 在 」 と い う こ との う

ち に求 め て い く こ とが で き る の で あ る。(そ して その 積 極 的 意 味 づ けが な され

て 初 め て,本 質 と実 在 は 「実 在 的 に」 区 別 され る。).

もっ.と.も本質界に個体が存するという.解釈が,あ ながち根拠を欠いているわ

けではない。すなわちライプニッツの形而上学には,確 かにある種の本質主義

的傾向があることは否めない。そこで,「実在的個体」の積極的な意味づけを

目指す我々としては,そ の意味づけの前4z,障 害とな.りそうな箇所に立ち入っ

て釈明を試みなければならない。 しばしば論議の焦点となる三つの箇所につい
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て 取 り上 げ る こ と にす る。(も ち ろん,ラ イ プ ニ ッ ッ哲 学 に お け る 「本 質 の 存

在 に対 す るpriorite」 の 否 定 を試 み る の で は な い。 これ は,ラ イプ ニ ッ ツ哲 学

の 根 幹 だ か らで あ る。)

そ の 一 。 「あ る物 が 存 在 す る と き,・ ・一 こ.の存,1f,existenceは 述 語predicat

で あ る」(GV339)と い う記 述。 これ は二 般 的 な意 味 で 解 せ ば,ま だ本 質 主 義

と実 在 主 義 の どち らと も言 い うるだ ろ う。 とこ ろが,ラ イプ ニ ッ ツの 述 語 内在

論 理 に お いて は,も し存 在 が述 語 な ら 「存 在 」 とい う概 念 が 主 語 概 念(本 質)

に含 まれ る こ と にな って しま う。 そ うす る と,.概 して 存在 に 関す る命 題 「Aは

Bで あ る」 が 真 で あ るな らば,Aの 概 念 は存 在 を含 む こ と にな り91,こ れ を額

面 ど お り受 け取 るな ら著 しい本質 主 義 だ と言 わ ざ る をえ な いの で あ る。

しか し,ラ イ プ ニ ッッ は 「本 質 が 存 在 を 含 む もの 」 を 神 に しか 認 め な い し

(GVI614),ま た 次 の 箇 所 と も関連 す る が,個 体 が その 本 質 中 に存 在 を含 む な

ら 「神 の 創 造 」 と い う考 え が 破壊 さ れ て しま う こと に もな る。 な ぜ な ら ライ プ

ニ ッ ツに よれ ば ,す べ て の 可 能 的本 質 は,神 の意 志 の働 き に よ って 産 み 出 さ れ

た の で は な い(つ ま り神 は本 質 の 創 造 者auteuiで は な い)(GVI313)の で,

ラ イプ ニ ッ ツに とって の 「創 造 」 の 意 味 とな る 「本 質 を実 在 に もた らす こ と」

(意 志 の 働 き)が,そ の こ とに よ って 否 定 され るか らで あ る。(そ れ ゆ え,も の

の 本 質 も神 の 創 造 に依 る とす る限 りで,一 般 に本 質 主 義 は 「創 造 」 と両 立 す る

の で あ る。)こ れ は背 理 で あ るか ら,我 々 は む しろ,「 存 在Existentia.,す な わ

ち 実 在actualiaを,可 能 性 ま た は本 質 に付 け加 え られ た何 か と して理 解 す る」

(C376)と い う別 の記 述 の 方 を信 頼 して お くべ きだ ろ う.。

そ の 二 。 「存 在 す る ものExistensは 最 も多 くめ も の と並 び立 っcompatible

もの で あ る。 あ る.いは最 も 可 能 な もの で あ る。」(C376)こ れ が 文 字 通 り存 在

とい う こ との 「定 義 」 で あ るな ら,や は り紛 う こと な き本 質 主 義 だ とい う こ と

に な る。 なぜ な ら 「最 も多 くめ もの と並 び立 つ.」と は,本 質 ど う しの 関 係 に お

いて 成 り立 ち うる こ とで あ るか ら,そ れ は本 質 に属 す る一 つ の 特 性(あ るい は

程 度)と 考 え られ て,前 の 例 と同 様,存 在 が本 質 に還 元 され て.しま うか らで あ

9)cf.B.Mates,ibid.p.101.
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る。 とす る と,.向 じよ うに立 ち処 に 「創 造 」思 想 に抵 触 す るわ けだ がm;,こ の

場 合 は 記述 の 内容 自体 の 定 立 が 危 うい とい うよ りも,記 述 の 解 釈 に 問 題 が あ る

の だ とい え る。 つ ま り,こ の 記 述 を 「定 義 」 とす る ので はな く,存 在 の 一 つ の

「基 準 」(criterium)だ と解 す れ ば よ い。 そ うす れ ば,「 存 在 」 に別 の 意 味 づ け

を す る こ とが 可能 とな り,「 創 造 」 と も両 立 しう る。 実 際,完 全 性 とな らん で,

「最 大 量 の 本 質 の 実 現 」 は,ラ イ プ ニ ッツの 「創 造 」 の 中心 的 モ チ ー フ.とな っ

て い る(GVII303)。

そ の 三 。 「可 能 的 事 象 の 中 に,も し くは可 能 性 即 ち 本 質 その もの の 中 に,何

か 或 るr実 在 の 要 求 』Exigentiaexistentiaeい わ ばr実 在 せ ん とす る抱 負 』 が

あ る とい う こ と,言 い換 え る と本 質 が 自身 の 力 で実 在 に 向か う と.いう こ とを 認

めな けれ ば な らな い。」(GVII303,河 野 与 一 「単 子 論 』 所 収 「事 象 の根 本 的

生 産 」Dererumoriginationeradicali;p.312,cf.GVII195,VI106)こ の

箇 所 を 理 解 す るた め に は,ラ イ プ ニ ッッの い う 「本 質 界 」の 構 造 につ いて,さ

らに知 らな ければ な らな い。 それ は 「(無数 の)可 能 的 世 界 の原 理principed'une

infinit6demondespossibles」(GVI126)と 呼 ば れ る もの につ いて で あ る。

これ まで は,「 本 質 」 を 「個 体 」 との 関係 だ けで 問 題 に して き た の で,「 本 質

界 」 を単 に 「個 体 概 念 の領 域 」 と して 捉 え て お けば 十 分 で あ っ た。 しか し,個

体 概 念 は,実 はそ の ものだ けで 単 独 にあ るの で は な い。 可 能 な もの(possible)

と して の 個 体 概 念 は,そ れ と共 可 能(compossible)な 他 のす べ て の個 体 概 念

と結 び つ く。 とこ ろが,可 能 な もの が す べ て 共 可 能 とい うわ け で は な い ので,

「可 能 な もの の,異 な る結 び っ き」(differentescombinaisonsdespossibles)

が あ る こ とに な り,「 共 可 能 な もの の 集 合 」(collectiQndecompossibles)と.

して の 可 能 的 世 界 が 無 数 に認 め られ る こ.とに な る(GIII573)。 さ らに,そ れ

ぞ れ の可 能 的世 界 は他 の 可 能 的 世 界 と共 可能 で は な いわ けだ か ら,い ず れ も最

大集 合 で な け れ ば な らず,一 つ の 個 体概 念 は一 つの 可 能 的 世 界 に しか 属 す こ と

が で き な い。 した が って,現 実 世 界(こ れ に応 ず る可 能 的 世 界 が 一 つ 考 え られ

るが)と は全 く独 立 の 「純 粋 に可 能 」 で しか な い よ うな可 能 的 世 界 と い う もの

10)G.H.R.Parkinson,LogicandRealityinLeibniisMetaphysics,p.118.
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が そ こ に導 出 され る。 これ が,可 能 的 世 界 の 原 理 で あ る。(な お,「 純 粋 に可 能

な も の」purepossibleは ラィ プ ニ ッッに お い て,「 偶 然 性Jや 「自由 」だ けで

な く,他 の あ らゆ る形 而 上 学 的概 念 の起 点 とな って い.ると言 え る。)

さ て,問 題 の 引用 箇 所 に戻 ろ う。 この箇 所 で は実 在 を 本 質 中 に 含 ま れ る もの

だ とは述 べ て い な いか.ら,こ れ が 強 い意 味 の本 質 主 義 と呼 ば れ る心 配 は な い。

「創 造 」 の 観 点 か ら言 って も,神 に は,い ま述 べ#可 能 的 世 界 の うち一 つ の世

界 を 「選 ん で」(volonte6Z関 わ る),そ れ に 「実 在 を与 え る」(puissan『eに 関

わ る)と い う役 割 が あ る こ と にな るか ら支 障 は な い。 けれ ど.も,も しこ こに述

べ られ て い る よ うな本 質 自 身 の実 在 へ の傾 向性CQnatus(あ る い は本 質 の 力学

Dynamiquedesessence!L))が 本 当 な ら,「 実 在 」と は,単 に そ う した 「主 体 的

本 質 」 の傾 向(要 求)の 結 果 と して 与 え られ るだ け の何 か 付 随 的 な もの で しか

な くな って しま うか ら,そ れ は広 義 の 本質 主 義 な.ので.ある。.

こ こで 我 々 が 「本 質 」 に 「観 念 的 な もの 」 と して の事 象 性 しか 認 めな か った

こ とを 突 き合 わ せ て み な け れ ば な らな い。 そ も そ も力学 的 営 為 とは,比 喩 的 な

場 合 を 除 いて は,現 実 に実 在 す る何 か につ いて 成 り立 つ もの の はず で あ る。 否

比 喩 的 な 場 合 さえ,も と も と別 に現 実 的 な営 為 が あ る.から こそ成 り立 つ の で あ

る。 した が って 観 念 と して の 本質 問 に は,.実 質 的 な 力学 は存 立 し.えな い。 ま し

て,本 質 は実 在 に対 してprioriteを もつ もの で さえ あ るの だ か ら。 それ ゆえ こ

の 記 述 は,文 字 通 りに 受 け 取 られて は な らな いの で あ って,現 実 的視 点 よ りす

る比 喩 だ と しな けれ ば な らな いL2,。 そ してB.メ イ ツ も指 摘 す る よ うに137そ の

意 味 す る と こ ろ は,「 神 が も しあ る もの を 創 造 す るな ら,神 は他 の もの の 創 造

が それ を阻 まな い限 りに お い て そ うす る 」 とい うこ とで あ ろ う。

以 上,特 に問 題 とな りそ うな 三 つ の箇 所 に つ いて,必 ず し.もそ の記 述 の た め

に本 質 主 義 を ラ イプ ニ ッ ッ に認 め な く と もよ い こと を示 した。 そ こで,こ れ か

11)cf.J.Jalabert,LesNotionsd'Essenceetd'ExistencedanslaPhilosophiede

Leibniz(StudiaLeibnitiana・SupplementsI),

12)他 に,「 実 在 を 求.め た 争 いco皿bat」 と い う 言 い 方 も し て い る が,そ れ は 「観 念 的 」

idea]な 争 い だ と も付 け 加 え て い る 。GVI236.

13)B.Mates,ibid.p.73.
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らい よ い よ,「 実 在 」 が どの よ うな 積 極 的 意 味 を 持 ち う るか に つ い て述 べ て い

くわ け だが,我 々 は その 手 掛 か りを今 の最 後 の 点 に見 出 した い と思 う.。す な わ

ち 観 念 的 な もの と実 在 的 な もの は,後 者 が力 学 的 営 為 の 担 い手 とな る とい うこ

とに よ って 区 別 しう る,と い う点 で あ る。 も っ と簡 明 に言 うな ら,「働 くこと」

agereの うち に 「実 在 す る こ と」existereの 意 味 を 探 って い こ う とい うわ けで

あ るt41。実 体 がagereす る と は ラ イ プニ ッツの 場 合,形 而 上 学 的厳 密 か ら言 っ

て 一 義 的 で あ り,そ れ は 「表 出 す る 」representerこ と(ま た は 「表 象 」per-

ceptionと い う)で あ る。.

表 象 とは 何 か。(簡 便 の た め に,.以 後 この 語 で統 一 す る。)先 に,「 個 体 的実

体 の 概念 」 とは,そ れ を主 語 とす るす べ て の述 語 を 含 ん で い る完 足 的概 念 で あ

る こ とを見 た。 つ ま り個 体 概 倉 は そ れ 自 身 の うち に,「 いつ か そ の個 体 に起 こ

り う るす べ て の こ とを 一 度 に併 せ て 含 ん で い る」.(GIV436)の で あ る。 そ の

結 果,個 体 に生 じるす べ て の こ とは 「(掴体)自 身 か らみ る と,あ る完 全 な 自

発 性 に よ って … …(個 体)自 身 の 奥 底 か ら生 じ る」(GIV484)こ とに な る6

.
こ う して各 々 の個 体 は,互 い に実 質 的 な交 通(communication)の な い完 全

に独 立 した 存 在 と して 一 旦 捉 え られ る。(「モ ナ ドに は窓 が な い。」GVI607.

これ が ライ プ ニ ッッ の 「真 な る 」 と して の 実 体 」 の 意 味 で あ る。)し か し,そ

れ だ けで は 唯 の独 我 論 で あ る。 可 能 的 世界 説 に よ って 明 らか にな った よ うに,

も と も と個 体 概 念 は他 の共 可 能 な 個 体 概 念 と共dz,あ る 「一 つ の 」 可 能 的世 界

に属 す もの で あ った 。 そ れが,共 属 す る どの個 体 概 念 に とって も真 に 「一 つ の 」

世 界 で あ る と言 い うる た め に は,個 体 概 念 を 「も し我 々が この 概 念 の 含 ん で い

るす べ て の こ とを辿 れ る な らば,連 続 的 な 連鎖 に.よって,つ い に は宇 宙 の 全 系

列 を 含 む こ とに な る 」(GII39)よ うな概 念 で あ る とせ ね ば な らな い 。

これ は一 見 す る と,上 の個 体 概 念 の 定 義 に相 違 す る よ うで あ るが,そ うで は

な い。 そ もそ も個 体 に何 か が 起 こ る とす れ ば,そ れ が起 こ るべ き 「場 」 と して

14)Ci.酒 井 潔 『世 界 と自我 」p.28.
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の 「世界 」 が何 らか の か た ちで 考 え られ ね ば な らず,そ の.「世 界 」 が 共 可 能 な

個 体 概 念 の 集 合 な の で あ るか ら,個 体 概 念 は 「(共旬 能 とい う)諸 物 一 般 の 問

に存 す る つ な が り」(laconnexionqu'ilyade .touteschoses')(GII51)を

自 らの うち に 含 む の だ とい え る。 つ ま り宇 宙 の 全 系 列 を含 む。 この よ うに,.後

の テ ー ゼ は初 め のT一 ぜ と は 表 裏 を な す の で あ って,「 個 」 と 「世 界 」 は,含

み 含 ま れ る(一 即 多,多 即 一)と い う 関 係 に あ る こ と が わか る。(要 す る に,

可 能 的世 界 説 じた いが,個 体 概 念 の 考 え 方 とは 別 の もの で な い と い う こ とで あ

る。)

個 体 は,他 との 実 質 的 交 通 を な しえ ぬ 単純 実 体 で あ る。 そ れ ゆ え それ が 「実

在 す る」 とは,も っぱ ら自 らの概 念 に従 って,内 な る もの を 「表 し出 す 」(ex-

primer)こ とで な けれ ば な らな い 。 が,「 す べ て の 創 造 物(個 体)が そ の 各 々

に対 して,ま た各 々が 他 の す べ て に 対 して もつ 関 係 に よ って,単 純 実 体 は他 の

す べ て の 実 体 を 表 出 す る関 係 を もつ 」(GVI616)の で あ る。 これ が 個 体(実

体)の 「表 象 」 で あ る。 こ う した 個 体 の 在 り方 に よ って,個 体 は 「宇 宙 の 永 遠

の 活 き た 鏡 」unmiroirvivantperpetueldePunivers(ibid.)と も呼 ばれ て

い る。

とこ ろ で,.こ の よ うに個 体 が 「表 象 す る もの 」 で あ る か ら とい って,そ れ だ

け で 「実 在 」 が 「本 質 」 に対 して 歴 然 た る差異 を 有 す る と言 え な い こ と は,明

らか で あ る。 表 象 す る こ と に よ って,た だ 可能 的 世界 に あ っ た 「本 質 」 を実 在

世 界 に 「移 しか え る」 だ けの ご とな ら.,実 質 的 差 異 は な い とい うに等 しい。 そ

れ ゆ え依 然 本 質 主 義 的 傾 向 は払 拭 され ず に 我 々 の も とに留 ま って い る。.これ

を 打 開 す べ く, .「表.象」 に 関 して さ らに一 歩,論 議 を 進 め な けれ ば な らな い。

そ れ はMirroring-puzzleと もい うべ き問 題 で,今 言 った 「鏡 」説 に よ って 生 じ

る と ころ の一 種 の ア ポ リア につ いて で あ る。 そ して 私 は そ の 問題 の解 決 こ そが,

真 の 「実 在 」把 握 の た めの 欠 くべ か らざ る鍵 で は な い か と思 うので あ る。

ア ポ リア は 二 つ の相 に よ って示 さ れ る。 ひ とっ はH.W.B、Joseph且51が 指 摘

した 点 に あ る。 表象 説 に よ る と個 体 の 表 象 は 互 い に 他 の個 体 の表 象 で あ るが,

15)cf.B.Mates,ibid.p.79.

一42一



そ うす ると,個 体Aの 一 連 の 表 象 は,他 の個 体Bの 表 象 に と って の決 定要 因で

あ る。 が,そ の 一 方,個 体Bの 一 連 の 表 象 もまた個 体Aの 表 象 に対 す る決 定 要

因 で あ るか ら,Aの 表 象 はBの.表 象 に対 して,論 理 的 にpriorか つposterior

で あ る こ と に な って しま い,循 環 に 陥 って しま う,と い う もの 。

二 つ 目は,上 の説 が,ラ イプ ニ ッ ツを 自身 と相.容れ ぬ はず の ズ ピ ノチ ス テ ィ.

ック な立 場 に導 く;と い う こ とで あ る。 も し個 体 の 表 象 が 常 に 他 の す べ て の個

体 の表 象 を意 味 す る な ら,つ ま り宇 宙 の全 系 列 の表 象 を意 味 す るな ら,結 局 い

か な る個 体 も同一 の もの を しか 表 象 しな い こ とに な る。 しか し表 象 す る もの に

差 が み られ な けれ ば 「不 可 識 別 者 同 一 の 原理 」 か ら,存 在 す る実 体 はた だ 一 つ

で あ る こと にな る,と 。(ラ イプ ニ ッッが す べ て の個 体 を独 立 した 相 異 な る実体

と して い た こ とは,い ま さ ら言 うま で もな い 。)

この 二 つ の相 に お いて 現 れ るア ポ リア を解 決 す る た め に,我 々 は次 の 点 の 確

認 か ら入 って い こ う。.それ は ラ イプ ニ ッ ッが 「表象 」 に も二 種 の 区別 が あ る こ

とを 言 明 して い る点 で あ る。 「外 的 な もの を 表 出 す る モ ナ ド(実 体)の 内的 状 態

で あ るr表 象 』lePerceptionと,意 識 す な わ ち この 内 的 状 態 の反 省 的 認 識 で

あ るr意 識 的表 象 』1'Apperceptionと は区 別 す べ き で あ る。」(G .VI6GO)す な

わ ち 我 々 は 確 か に 表 象す る もの だ けれ ど も(つ ま.り表 象 を も た な い こ と は決 し

て な いが),常 に それ が 「意 識 」 とな って い る わ けで は な く,「 しば しば意 識 的

表 象 を もた な い こ とは 必 然 」(GV148)な の で あ る。(こ の よ うに 意 識 に な ら

な い表 象 は,「 微 小 表 象 」petiteperceptionと 呼 ば れ る こ とが 多 い 。GV48f.

他)も し表 象 が す べ て 「意 識 」 だ った ら,我 々 は常 に 世 界 の 全 系列 を意 識 して

い な けれ ば な らなか った わ け で あ る が,上 の 区別 に よ って そ う した 愚 は回避 さ

.れる。 しか し,そ れ だ け で 問題 の ア ポ リアが 解 け るの で は 断 じて な い 。 た とえ

常 に世 界 全 体 が 「意 識 」 され る こ とは な い に して も,世 界 全 体 が.f表 象 」 さ れ

る と い う存 在 論 上 の テ ー ゼ は 依 然 有 効 だ か らで あ る。(も っ と も この 「二 っ の

表 象 」 の 区 別 は,後 で 或 る重 要 な 役 割 を演 ず る。)そ こで 別 の 視 点 が 必 要 とな

るが,我 々 は まず,一 つ め の ア ポ リア を解 決 す る方 向で 考 え て い く こ とに しよ

う。
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四

「Aの.表 象 がBの 表 象 に とって,論 理 的 にpriorか つposteriorで あ る。」 こ

れ が 循 環 論 に 陥 るの は い か にLて か 。 循 環 に陥 るの は 自明 で あ る.ように見 え,

「いか に 」と問 う必 要 な どな さ そ うに も思 え る。 しか し,こ れ を 必 然 的 に循 環 に

導 く 「前 提 」 の 自明性 に つ い て ぽ疑 って み る価 値 が あ る。 そ の 前 提 とは何 か。

そ れ は,(話 しを 一方 に の み 限 って 言 うと)rAの 表象 」 の 中 に現 れ るrBの 表

象 」 は,Aの 表 象 中 に存 す る 「関 係 性 」 に対 して論 理 的 にpriorで あ る,と い

う こ とだ 。 す な わ ち 「Bの 表 象 」 お 串 び他 ρ す べzの 個 体 の各 々 の 表 象 が,論.

理 的 単純 項 と して 先 ず あ り,そ れ に よ ってAの.表 象.(こ の とき に は 一種 の 「状

態 」)中 に様 々 な 「関 係 性 」 が生 じ る,と い う前 提 で あ る。

この前 提 の 自 明 性 を疑 う こと は,少 な くと も 「個 体 」 を単 純 項(単 純 概 念)

と して 扱 うよ うな 論 理 学 の文 脈 にお いて は あ りえ な い。 け れ ど も一章 で既 に示

唆 した とお り,ラ イ プ ニ ッッ は単 純 項 の 存 在 を 認 め こ そす れ,そ れ は 「個 体 」

(た とえ ば ラ ッセ ル の 「論 理 的 固有 名 」)で はな く 「単 純 属性 」 で あ った。 ライ

プ ニ ッ ッの い う 「個 体 概 念 」 が 単 純 項 な どで な い こ とは 改 め て 言 うま で もな い。

した が っ.て,上 の前 提 が ライ プ ニ ッッ に と って 自明 で あ る とは 必 ず し も言 え な

い の で あ って,上 とは逆 の前 提,.す なわ ち 「関 係 性 が個 体 に対 してprioriteを

もつ 」 とい う こ とが そ の哲 学 の中 で 可 能 か ど うか,検 討 して み る必要 が あ る だ

ろ う。 そ して も しそ れ が可 能 で あ れ ば,関 係 性 その もの が 「Aの 表 象 」 や 「B.

の 表 象 」 に 先 行 す る こ とに な る か ら,「Aの 表 象 はB.の 表 象 に と って,prior

で もposteriorで も な い 」 とい う こ と にな って,ひ とつ あ の ア ポ リア は解 決 す

る は ず で あ る。 但 しそ うす る と,Aの 表 象 もBの 表 象 も,結 局 は先 行 す る 「一

つ の 関 係 性 」 に よ って 同一 の 事 態 を表 す こ と.とな り,(論 点 は 違 うが)二 っ め

の ア ポ.リア と同 じ羽 目に 陥 る ので はな いか,と 思 わ れ る.であ ろ う。 そ の通 りで

あ る。 我 々 は そ れ を敢 えて 招 来 す る に吝 か で な い。 そ.れは そ れ で,別 に解 決 の

方 策 を見 出 せ ば よ い の.であ る。 その ため に こそ,先 に 述 べ た 「二 つ の表 象 」 の

区別 が生 か さ れ る で あ ろ う。 それ 故 と り あえ ず 一 つ 目の ア ポ リア を解 決 す るべ

く,「 関 係 の 先 行 性 」.(あ る いは言 葉 を換 えて 言 う と,「 関 係 の 実 在 性 」realite

delarelation)が 可 能 か ど うか を 問 題 に.しよ う.。
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ラ イプ ニ ッ ツ哲学 に お け る 「関 係 性 」 の 位 置 づ け を め ぐって は,諸 学者 間 に

活 発 な 論 議 が あ る.。そ れ は 先 の ライ プ ニ ッッの 「主 語 一 述 語 論 理 」(述 語 が 主

語 に.内在 す る)を ど う理 解 す るか と い う こ とに 起 因.して い るの だ が,私 が 知 る

限 りで は 「関 係 性 」 に つ いて 三 つ の 異 な る解 釈 が あ る。 これ を簡 単 に説 明 す る

た め に,い ま ラ イプ ニ ッツ の行 っ た一 種 の 還 元 的(展 開 的)操 作 の 一 例 を取 り

上 げ,そ の 意 味 づ けが 三者 で ど う異 な るか を 見 る こ とに しよ う。 その 例 と は,

「ダ ビデ は ソロモ ンの 父 で あ る。」 とい う中で,ラ イプ ニ ッッが ダ ビデ の 「父 性 」

paternitasと ソ ロモ ンの 「嫡 子 性 」filiationisが そ れ ぞ れ 別 の も ので あ る と し

て(GII486),こ れ を 「ダ ビデ は父 で あ る」/「 ソ ロ モ ン は 子 で あ る」 と.い

う二 つ の 「主 語 一 述 語 命 題(一 座 述 語)」 に還 元(?)し よ う と した,と い う

こ とで あ る。

解 釈 一 。(Rescher流)ラ ィプ ニ ッ ッは,関 係 をす べ て 非 関 係 的 属 性 に還 元

で き る と した。
.上 の 例 は そ う した操 作 が可 能 で あ る こ とを 示 して い る。 それ ゆ

え 「関 係 」 と は, .そ れ 自体 は ライプニ ッツの い うよ うに 「純 粋 に観念 的 な もの 」

unechosepurementideale(GVII401)あ る い は 「理 性 の 産物(観 念 的存 在

者)」Ens.rationisで しか な く,自 体 的 なrealitasを もつ もの で はな い。.

解 釈 二 。(Russell流 。 ただ しこの例 に つ いて ラッセル の 直接 の 言 は な い。).た

とえ上 の よ うな操 作 に よ って も,ラ イ プ ニ ッツ は 「関 係 」 を 主 語一 述 語 命題 に

還 元で きな い の で,「 関 係 」 は 観 念 的 な もので しか な く,そ れ 自体 で はreelで

.は な い と したご

解 釈 三 。(石 黒 ひ で 流)「 ダ ビデ は父 で あ る」 「ソ ロ モ ンは子 で あ る」 とい う

命 題 は 依 然 「関 係 性 」 を保 持 す る もの で(つ ま り束 縛 変 項 を暗 に含 む も ので)

この 操 作 は関 係 の 非 関 係 的 属 性 へ の 還 元 で は な い。(ラ イ プニ ッ ッは 推 理 法 則

を は っ き り さ せ る た め に そ れ を 行 っ た にす ぎな い。)そ の よ うな 還 元 が で き る

とい う保 証 は何 も無 く,そ の 限 りで 「関 係 」 はrye]な もの で あ る。(あ る種 の

条 件 つ き 。)

で は 私 自身 の解 釈 は どの よ うな も の か 。(結 論 か ら言 え ば解 釈 三 に近 いが, .

全 く同 じ と い うの で は な い。)し か しそ れ を 述 べ る前 に,上 の解 釈 で 「関係 」

が 一 体 「何 と何 の 関 係 」 と して 問 題 にな って い るか とい う点 を,ま ず は っ き り
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させ て おか ね ば な らな い。

我 々 が普 通 に理 解 して い るr関 係 」 とは 恐 ら く,個 体 と個 体 の 間 に成 立 して

い る も の と して の 「関 係 」 で あ ろ う。 つ ま り個 体 が 先 な る もの と して あ り,そ

の 後 に関 係 が 成 立 す る。(先 般 の 「前 提 」 と同 じ。)と こ ろが 我 々 は ラ イプ ニ ッ

ツの 個 体 を 「実 体 」 と して 理 解 し,「 実 体 が 真 に 交 通 す る こ と は あ りえ な い」

の だ か ら,「 個 体 」 間 に 直 接 的 「関 係 」 を認 め る こ とは形 而 上 学 的 厳 密 に 鑑 み

て 不 可 能 だ と言 わ ざ るを 得 な い。 した が って 現実 世 界 に お いて 「関 係 」 はreel

な もの で は な く,ま た ラ イプ ニ ッ ッが 「関係 」 を観 念 的 な もの と見 倣 した こ と

は.もっ と も なの で あ る。 が,そ うす る と次 の よ うな疑 問 が 生 じるか も知 れ な い 。

「現 実 世 界 で のr関 係 』 が実 在 的 で な け れ ば,Aの 表 象 とBの 表 象 は,ど ち ら

が 先 件 か 後 件 か と い う 『関 係 』 を 持 ち え な い の だ か ら,も と も と ア ポ リア は 起

きな いの で は な いか 」 と。 確 か に 「表 象す る 」 とい う働 き は,個 体 の 実 在 に 関

わ る こ とで あ る。 しか し表 象 の 中 に個 体(実 体)が 入 りこむ の で は な い。 表 象

自体 は あ くまで 観 念 的 な もの で あ って,個 体Aに よ って 表 象 され る個 体Bと

は,決 して 個 体B「 その もの 」で は な く,一 つ の 観 念 で あ る。 「先 件 か 後 件 か を

問 い うるか 」 は別 と して,こ め よ うに 観 念 的(し た が って間 接 的)な 仕 方 で は

Aの 表 象 とBの 表 象 は関 係 しあ うと い って よ い。 しか しこの 意 味 で の 「関係 」

は,い わ ば メ タ レベル の 「関 係 」 で あ って,い ま 問 題 に な っ て い る 「関 係 」 は,

各 々 の表 象 内 に お け る観 念(表 象 され る限 りで の 個 体)間 の 「関 係 」 で あ る。

と ころ で,観 念 は ラ イ プ ニ ッッ にお い て は 「概 念 」 と等 置 され る も ので あ り,

い つ で もそ の分 析 を許 す もの だ か ら,表 象 内 に お け る観 念 間 の関 係 は結 局 その

ア プ リオ リな根 拠 を 「個 体 概 念 間 の 関 係 」 に よ って 得 る もので あ る。 そ して そ

の 「個 体 概 念 」 は主 一 述 論 理 の 主 語 概 念 で あ った か ら,詰 ま る とこ ろ 問題 は関

係 概 念 が 主 語一 述 語 命 題 の.内に含 まれ るか 否 か とい う こ とに集 約 され,そ れ に

対 す る解 釈 と して 先 に三 つ の例 を示 した の で あ る。

そ の 中 で 私 の解 釈 は三 つ 目 の解 釈 に近 い と言.った 。 で は後 の二 つ の解 釈 は ど

うか とい え ば,今 ま で我 々 が為 して きた 議 論 を 振 り返 って見 れ ば,と りあ えず

解 釈 一 が 適切 な解 釈 と言 え な い こ と は,ほ ぼ 明 らか で あ ろ う。 も し解 釈 一 の よ

うに 「関 係 」 が 非 関係 的 な もの に還 元で き るな ら,個 体概 念 は他 の個 体 概 念 と
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は 完 全 に独 立 に,そ れ 自体 で存 立 し うる概 念 だ とい う こ とに な る。(そ れ ゆ え

「関 係Jは,「 観 念 的 な もの 」 とい うよ り 「空 想 的 な もの 」 「架 空 の もの 」 とい う

こ とに な ろ う。)そ うす る と,あ る 一 つ の 個 体 概 念 を い く ら分 析 して み て も,

三章 で 述 べ た よ うな 「連 続 的 な 連 鎖 に よ って,つ い に は宇 宙 の 全 系 列 を含 む こ

とに な る」 とい う事 態 に は一 向 に至 らな い。・した が って 個 体 概 念 の うち に は 関

係 性 が 含 ま れ な け れ ば な らな い。 ラ イプ ニ ッ ツの行 っ た操 作 は,関 係 の 非 関係

的 な もの へ の 還 元 で は な く,関 係 性 を 主 一 述 命題 に含 ませ る.(あ るい は含 ん で

い る こ とを は っき りさせ る)為 の 「展 開 」 で あ る。 実 際 ラ イ プ ニ ッ ツ はr人 間

悟 性 新 論 』16)の中 の 「関 係 に つ い て」 とい う章 で,「 関係 を含 まな い ほ ど絶 対 的

で 切 り離 され て い て(d6tach6),そ の 完 全 な 分析 が他 の もの,と い う よ り他 の

す べ て の もの へ 導 か な い よ うな項(terme)は 決 して な い。」(GV211)と 述 べ

て お り,む しろ関 係 を含 ま な い よ うな主 一 述 命 題 が 厳 密 に は あ りえ な い こ と さ

え示 唆 して い る。 こ こま で は解 釈 三 と軌 を 一 にす る。

と こ ろが 解 釈 二 と解 釈 三 に共 通 して み られ る或 る理解 の ゆ え に,解 釈 三 と は

挟 を 分 か た ね ば な らな いの で あ る。(な お 解 釈 二 を退 け る理 由 は,結 局 上 と 同

じ と ころ に帰 着 す る と考 え て よ い。)そ の 共 通 の理 解 と は,(関 係 性 が主 一 述 命

題 に よって 表 され るに せ よ,表 されな いに せ よ,)関 係 性 に 実 在性realitasが あ

るな らそ れ は結 局,個 体 の 実 在 性 に基 礎 づ け られ るべ き もの で あ る,と い う理

解 で あ る。 解 釈 三 を紹 介 した 中 に 「あ る種 の条 件 つ き」 と書 い た の は,そ うい

う意 味 に他 な らな い。.解釈 三 に つ い て そ の よ うな理 解 に至 る手 順 を,解 釈者 に

か わ って も う少 し詳 しく言 お う。 先 の 例 で 「ダ ビデ は 父 で あ る」 「ソ ロモ ンは

子 で あ る」 とい う命 題 は依 然 関係 的で あ るに は違 いな いが,だ.か らと言 って 「ダ

ビデ」 の 個 体 概 念 の 中 に 「ソ ロモ ン」(の 個 体 概 念)を 含 ませ る こ と はで き な

い(含 む とす る と最 早.「個 体 」概 念 と は言 え な い)。 つ ま り 「ダ ビデ は 父 で あ

為」 とい う命 題 は,ダ ビデがXの 父 で あ るよ うなXが 存 在 す る こ と を言 って

い るの に過 ぎず,そ の 関係 が実 在 的 とな るに は ソ ロモ ン②個 体 概 念 を別 に必 要

とす る,と い うわ けで あ る。

16)NouveaxEssaissurPEntendemen[HumaiqGV.

一47一



しか しこの よ うに,個 体 概 念 が 関 係 性(関 係 的 属 性)を 含 む とい うて も,そ

れ が 「暗 に束 縛 変 項 を 含 む 」 こ と しか意 味 せ ず,何 等 か の 仕方 で 「個 体 」(我 々

.が い う 「個 体 」で な く,石 黒 の い うよ うな,｣9Aと も実 在 と も とれ る 「個 体 」17,)

が 関係 の実 在 性 に先 行 す るな らば,果 た して 本 当 に個 体概 念 は 「連 続 的 な連 鎖

に よ って 宇 宙 の 全 系 列 を 含 む 」 こ とが で き るの だ ろ うか 。(後 者 の テ ー ゼ 自体

を覆 す こ と は無 理 で あ ろ う。)私 の考 え は否 定 的 で あ る。

確 か に ライ プ ニ ッツ は,関 係 が 「理 性 の 産 物JPestrederaison(っ ま り観

念 的 な もの)で あ り,そ の 基 礎fondementを 事 物0う ち に置 く(GV210)と

言 う。 けれ ど も こ こで も う一 度,個 体 概 念 に つ いて の これ ま で の議 論 を顧 み る

な ら,「 個 体 」 に 基 づ くので は.ない 「関 係 自体 の実 在 性 」 が,あ る根 拠 を も っ

.た もの と して 主 張 し.う.るこ とに気 付 く。

我 々 は一 章 で,「 個 体 」を持 ち 出さず に個 体 概 念 の 「事 象性 」(実 在 性)realitas

を見 出 しう る こ.とを み た。 そ して 二 章 で は,そ の 個 体 概念 が他 の共 可 能 な個 体

概 念 と結 び つ いて可 能 的 世 界 を形 成 す る と(便 宜 的 に)捉 え た の で あ るが,三

章 で 述 べ た とお り,個 体 概 念 は可 能 的世 界 に対 して 論 理 的 にpriorな ので はな

く,両 者 は表裏 を なす もので あ った。 これ らを 総 合 して み る と,ま ず 個 体 概 念

が個 体 で な い以 上,可 能 的 世 界 は個 体 の 集 合 で は な い 。 ま た事 象 性 を も つ と し

た個 体 概 念 が世 界 に対 してpriorで はな い(せ い ぜ い 同 時 に付 与 され る)の だ

か ら,厳 密 に は可 能 的 世 界 は 個 体 概 念 の 「単 純 和 」 とは言 え な い 。.(しか しあ

る意 味 で 「和 」 とな る こ とを 後 で 示 す 。)そ うす る と,可 能 的世 界 自体 は 「個

体 」 に も,ま た 「もの 」 と して の 個 体概 念 に も基 づ か ぬ,た だ 先 の 単 純 概 念 に

よ って織 りな され る 「関 係 」 と しか 呼 べ ぬ もの で あ る こ とが わ か るだ ろ う。 そ

して,可 能 的 世 界 は他 の 「個 々 の 」 可能 的世 界 とは 区別 さ るべ き事 象 性.(実 在

性)を 有 す る もので あ るか ら,こ こに 「関係 」 そ れ 自体 の 実 在 性 が 現 出 す る。

(ラ イプニ ッツも,「関 係 は観 念 的 な ものだが,神 の悟 性lepremierentendement

によ って 実 在 性 を うる」(GVl32)と 言 明 して お り,上 の 「事 物 に基 礎 を置 く」

とい うの は,あ くまで ア ポ ス テ リオ リな理 解 と して と るべ きで.あろ う。)

17)石 黒,前 掲 書p.51.
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では,個 体概念 と可能的世界の関係はどうなるのか。可能的世界を関係それ

自体 ととると,そ こか らどのように して,互 いに区別されるべき 「個体」概念

を導きだせばよいのだろうか。 これ炉最 も大切な点であるが,私 はここで,個

体的概念が;関 係 そのものとしiの 可能的世界を 「読み解くための視点」(も

しくはその視点か ら読み解かれる内容)で あることを確言する。つまり,関 係

としての可能的世界がまずあって,そ の関係を読み解 く運動が生 じたときに

(これが創造であるが)必 要 となる視点が,関 係そのものを自ずと個別化するの

である。(関係そのものを一挙に把握する神的知性以外では,必 ず或る起点を

必要 とす る。それが 「己れ」であると言 ってよい。)そ れゆえ逆に可能的世界

は,同 一の関係の様々な視点としてある個体的概念の 「複合的な和」(重 なり)

とも捉えられよう。このよう.に個体的概念が同一の 「それ自体としてある関係」

の上に開かれたものであるというアプリオリな構造によって,rダ ビデは父で

ある」という命題には束縛変項の暗示以上のものが保証されるのであり181,「宇

宙の全系列を含む」ということを真に言いうるのである。

以上の議論によって,件 の 「関係の実在化」がライプニッツの哲学において

それfdり の根拠をもって認められることになろう。そうすると,我 々の当面の

目標であった第一のアポリアは解決することになる。のみな らず,実 はこのア

ポリア解決のための議論を通 して,本 稿全体の目標である 「本質」と 「実在」

の実在的区別化に,あ る指標が示されたことにもなるのである。.

個体概念すなわち本質は,関 係そのものを読み解 くための視点(読 み解かれ

るべ く開かれた もの).だ と言った。すると,「個体」とは一体何か といえば,

正にそれぞれ 「己れ」に割り当て られ.た視点から(主 体的に)「読み解 こうと

するもの」にほかならない。そしてこの.「読み解 く」ということが 「表象」な

のである。読み解かれるべ くあるこ.と.と,それを読み解 くことは違 う。前者

(個体概念)は それ自体では関係としての可能的世界に埋没して しまうものであ

18)す なわ ちダビデの個体概念 の(少 くとも有限の)分 析 によ って ソロ{.ン の個体概念

が得 .られ ることがな くと も,実 在 的 「関係」によ って両者 は結 びつ くのであ る。なお

我 々の表象中に現出する他者の観念についてゴ ライプニ ッツはその直観知的性質を示

唆 してい る。
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って,ま た 「世 界 」 も この 「読 み 解 く こ と」 に お い て しか現 出 しえ な い もの で

あ る。 す な わ ち こ の構 図 の ゆ え に(つ ま り 「読 み解 く もの と して の 実.体」 と い.

う意 味づ け ゆ え に),「 本 質 」 と 「実 在 」.とは 或 る種 の相 補 関 係 に あ るが,決 し

て重 な り合 わぬ もので あ り,結 局 両者 は実 在 的 に 区別 され ると言 い うるので あ る。

しか し,視 点 が違 って も 「同一 の 関 係 」 を 読 み 解 く以 上,.個 体 間 の表 象 に は

差異 が な くな って しま うので は な いか 。 これ が 第 二 の ア ポ リア で あ っ た。 この

解 決 を す る こ とに よ って こ そ,本 稿 の 目的 は真 に 達 せ られ る。 最 後 に そ れ を述

べ て 本稿 を締 め く くる。

確 か に神 的 知性 に よ れ ば,い か な る視 点 か.らも同 一 の 「関 係 そ の もの 」 を表

象 しう.るで あ ろ う。 しか し,.こ れ は有 限 的 個 体 の よ くす る と ころ で は な い。 も

し有 限 的 個 体 が み な 神 的知 性 を もつ も の な ら,却 つて 「世 界 」 は 現 出 しえ な い

こ と にな ろ う。 そ れ に も拘 らず,そ の個 体 が 「宇 宙 の 全 系 列 を 表 象 す る」 とは

ど う い う こ とか 。 実 は 我 々 は,こ れ が(神 的知 性 に よ る ご と くに)一 挙 に な さ

れ た 何 か と考 え て はな らな い の で あ る。 あ る起 点 か ら始 め られ た 表 象 は,終 点

の な い 永 遠 の 運 動 で あ り,「 宇 宙 の 系 列 を表 象 す る」 とは永 遠 の 時 間 の 相 で 述

べ られ た もの で あ る。 それ ゆ え 個体 の 表 象 は 限 りな く同一 の もの を 目指 しな が

ら,ど こ まで も差 異 化 され て い る。 け れ ど もこれ は我 々 に は気 付 か れ え な い 差

異 化 で あ り,我 々 に と って 意 味 の あ る現実 的差 異 化 は,二 重 化 され た 表 象 で あ

るApperceptionだ と い う こ とに な ろ.う。.

〔引 用 略 号 〕

C;LouisCouturat,OpusculesetfragmentsineditsdeLeibniz.

G;C.1.Gerhardt,DiephilosophischeSchriftenvonG.W.Leibniz,1-VII.

Grua;G.Grua,G.W.Leibniz:TextesInedits.

(後 続 の ロ ー マ 数 字 は 巻 号,ア ラ ビ ア 数 字 は 頁 数 を 示 す 。)

(まつおう まさひろ 博士後期課程一回生)

一50一


