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山 下 一 道 訳

「あ らゆ る思 惟 と存 在 に は ひ とつ の 法 則 が根 拠 と な っ て い る 。 そ れ は全 体 と部 分 、等 し き も の と

異 なっ た も の に つ い て の 法 則 で あ る。」

ア リス トテ レス

論 理 学 が 主 題 的 に扱 う対 象 は思 惟 の事 実 的 過 程 こ れ は心 理 学 の 対 象 で あ るが で は な い と

い う こ と 、 この こ と は、 論 理 学 が あ ら か じめ 抽 象 的 に構 成 され た 「思 惟 の 諸 形 式(Denkformen)」 、

つ ま り、 あ らか じめ 考 え られ た 思 惟 の形 式 主 義 に 関 係 して い る と か 、 あ る い は ま た 、 関 係 しな けれ

ば な らな い と い う こ と を意 味 す る の で は な い 。 そ う い う あ らか じめ考 え ら れ た 思 惟 の 形 式 主 義 は、

現 実 の思 惟 、 即 ち 「思 惟 す る 思 惟(dasdenkendeDenken)」 か ら は遙 か に 隔 っ た もの で あ る 。なぜ な

ら 、思 惟 に よ る この よ う な ア ・プ リオ リ な構 成 の 規 準 と 規 則 が 、思 惟 の真 に 妥 当 す る規 準 と規 則 で

な け れ ば な ら な い と い う こ と、 い や 、 そ も そ もそ う あ り う る と い う こ と 、 こ う い う こ と は全 く疑 わ

しい こ と だ か らで あ る 。形 式 論 理 学 の 発 展 の歴 史 が示 す よ う に 、 現 実 の思 惟 は、 そ の 思 惟 に本 質 的

な意 味 連 関 、真 理 関 係 そ して 諸 可 能 性 を伴 っ て い る の で 、 構 成 され た論 理 学 の 体 系 か ら、 こ の体 系

が 、 意 味 と 内容 を欠 い た 「記 号(Zeichen)」 か ら な る諸 関 係 の 同語 反復的 結号 で あ るが 故 に 、 一 貫

して 排 除 さ れ る。 論 理 学 の 理 念 が この よ う な(記 号 か ら な る 関 係 の結 合 と い う)ゲ シ ュ タ ル トに お

い て の み実 現 可 能 で あ る と した ら、 こ の こ と は 、一 元 的 要 求 と して 、 数 学 的 な構 成 的 性 格 を もっ 領

域 に お い て も危 機 に 陥 る よ う に思 わ れ る類 い の恣 意 的 な仮 定 で あ る 。 と い う の も例 え ば 、 サ イ バ ネ

テ ィ ッ クス の 体 系 に お い て は 、実 質 的 で全 体 的 な構 造 が 明 らか に な る か ら で あ る 。 論 理 学 を根 底 的

に拒 否 す る こ と は 、例 え ば 、 ハ イデ ッガ ー の 場 合(「 論 理 学 の 理 念 は …… の う ち に 融 け こ ん で い く
③

(DieIdeederLogiklδstsichaぜf… …)」)の 如 く 、 こ の 危 機 か らの ひ と つ の 帰 結 で あ る 。 形 式 論 理

学 の危 機 にお い て は、 現 実 性 が そ の綜 体 性 の う ちで 反 省 され 、 思 惟 と存 在 の 関 係 が 顧 慮 され る こ と

に よ り、 矛 盾 を投 入 し、形 式 論 理 学 の積 極 的 否 定 を遂 行 し た弁 証 法 へ と立 ち 至 っ た 。矛 盾 の 積 極 的

投 入 か ら、 確 か に ヘ ーゲ ル の 場 合 、 そ の 否 定 の否 定 に お い て 、相 対 立 す る体 系 の 全 体 の合 一 と相 互

止 揚 を 可 能 に は す る が 、内容 的 に無 規 定 な一 つ の 形 式 主 義 が 生 じた 。 なぜ な ら、この 弁 証 法 の形 式 は、

原 理 的 に内 容 が無 規 定 で あ るが 故 に 、例 え ば 、 唯 物 論 的体 系 内容 と同 様 に観 念 的 論 体 系 内 容 で 満 た

さ れ る こ とが で き た か らで あ る。 しか し、 この 形 式 的 弁 証 法 は 、 ま さ に 、 そ の 内 容 的 、 対 象 的 規 定

が 不 可 能 で あ る が 故 に 、学 問 的 思 惟 に と っ て 、 結 局 は役 に た た な い も の と して 証 明 さ れ ね ば な ら な

か っ た 。 実 質 的 弁 証 法 を論 理 形 式 と結 合 さ せ て 道 を開 く こ と は 、 具 体 的 な も の と 全 体 と い う弁 証 法
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的 契 機 が 、意 味 の ゲ シュ タル トと構 造 と い う論 理 形 式 の う ちで 獲 得 さ れ る な らば 、積 分 法(Integration)-

の原 理 か ら達 成 さ れ る 。統 合 論 理 学 は、 こ の よ う な試 み を叙 述 す る。 更 に 、 こ の立 場 で は現 象 学 に

よっ て 喚 起 され た 内容 に 関 す る要 求 を(純 粋 に直 観 的 な 方 法 の適 用 に よっ て)範 疇 的 な 思 惟 形 式 へ

還 元 す る こと な しに 、論 理 的 な も の の もつ 意 味 と意 義 と い う性 格 の う ち で 満 た す こ とが で き る 。 原

理 的 に内 容 と形 式 を統 合 して 、 論 理 的 、方 法 論 的 に分 離 す る傾 向 と動 機 と を綜 合 す る試 み は 、 決 し

て機 械 論 的 な 混 在 主 義(einmechanischerSynkretismus)で は な い。 この綜 合 は 、 む しろ 、或 る新

しい綜 合 の理 念 、 即 ち 、積 分 法 と い う綜 合 原 理 か らな る論 理 秩 序(ordologicus)の 構 想 で あ る。こ

の綜 合 原 理 は 、 今 日 、 多種 多 様 に論 じ られ て い る が 、統 合 論 理 学 に お い て は 、我 々 は 、 この原 理 の

もっ 論 理 的 次 元 を反 省 し、 そ れ に よ っ て 、 そ の 論 理 的根 本 形 式 を 明 らか に しよ う と思 う。

統 合 論 理 学 は伝 統 的 古 典 論 理 学 か ら区別 され な い と い っ た粗 雑 な考 察 、 こ れ は 「概 念 」 「判 断 」

「推 論 」 と い っ た伝 統 的 な術 語 と区 分 の使 用 か ら生 じ る こ と で あ る が 、 こ の よ うな 考 察 が な され る

場 合 の こ と を仮 定 して み よ う。 勿 論 、 術 語 が 同 一 の場 合 、注 意 さ れ な い こと が 多 いが 、 「単 語 」の意

味 の 変 遷 が 問 題 な の で あ る。 そ れ 故 、 例 え ば 「現 象 学 」 と い う語 は 、 ヘ ー ゲ ル と フ ッサ ー ル の 場 合

で は、 全 く異 っ た意 味 を持 っ て い る。 従 っ て 、 こ こで は 同 じ語 を む し ろ一 つ の 両 義 性 と して 見 な さ

ね ば な らな い程 で あ る 。 言 語 の歴 史 に お い て 、 単 語 は変 わ る こ と な く、 そ の意 味 が 幾 度 と な く変 遷

して い る こ とが 、見 い 出 され る が 、 新 しい 意 味 の 次 元 へ の進 出 は 、 多 く の場 合 、 新 し く言 語 を創 出

す る こ と に よ っ て は 保 証 さ れ な い。 物 理 学 が 要 求 す る如 き 、精 密 な 陳 述 に お い て も 、古 典 物 理 学 か

ら量 子 論 へ の 移 行 は、 ハ イ ゼ ンベ ル クの 示 唆 す る よ う に 、 言 語 に お け る か くの 如 き緊 張 状 態 に よ っ

て特 徴 づ け られ る 。 「統 合(Integral)」 と い う語 に と っ て も、 こ の事 情 は同 様 で あ る。

伝 統 的 論 理 学 の 論 理 形 式 と統 合 論 理 学 に お け る論 理 の ゲ シ ュ タル トの 区 別 は、 或 る比 喩 に よ っ て

一 目 瞭 然 と な る
。 一 本 の 直線 が 定 規 を 用 い て ひ か れ 、 この 「定 規 の 直 線 」 が 直 線 と して 把 握 さ れ 、

確 定 され る場 合 を 想 定 して み よ う 。 そ の 場 合 、 定 規 を用 い て 一 定 の 手 順 で 方 法 的 に実 現 さ れ た 直 線

が、 空 間 に お け る 抽 象 化 と孤 立 化 と に よ っ て 直線 そ れ 自 体 と して作 ら れ て い る こ と は明らかで あ る 。

こ の よ う な方 法 論 的 に抽 象 的 な反 省 に あ っ て は、 直線 を孫 立 させ 他 の す べ て の も の を捨 象 して 、 抽

象 的 形 式 的 概 念 が 、 ひ い て は、 綜 体 性 が 崩 壊 し た状 態 で 、 形 式 的 概 念 的 な 同 一 性 に お い て 直線 が 構

成 さ れ る。

しか し な が ら、 直 線 を ひ く場 合 、 直 線 が 実 際 に ひ か れ る際 に ㍉ そ の周 囲 が 一 緒 に 関 係 づ け られ る

な ら、 つ ま り、 直線 が ひ か れ る空 間 と して の 平 面 が 、線 分 に よ っ て 区分 され る全 体 と して 、 そ し

z、 区 分 さ れ た全 体 と して具 体 的 に形 成 さ れ る な らば 、 そ の 場 合 、 直線 は具 体 的 に全 体 を形 成 しつ

つ 、 同 時 に全 体 を 区 分 す る契 機 と して 、 全 体 か ら把 握 され る 。 そ して 、 具 体 的 概 念 にお け る全 体 的

規 定 の う ち で 、相 補 的 統 合 性 か らな る論 理 的 ゲ シ ュ タル トと して 理 解 され る。 具 体 的 概 念 と い う の

は 、 決 し て他 か ら孤 立 す る 自己 規 定 の 中 を形 式 的 に い つ ま で も循 環 す る概 念 で は な く、 全 体 と い う

現 実 性 の う ち に ま で 歩 み入 り、 こ の 現 実 性 の う ち で 、 全 体 の ゲ シ ュ タ ル ト構 造 と そ の構 造 を形 成 し

て い る と い う具 体 性 へ 到 達 す る概 念 で あ る 。 この 点 で 、 統 合 論 理 学 の弁 証 法 と の 区 別 も説 明される。

弁 証 法 的 反 省 は 、 概 念 の もつ 抽 象 的 な 被 規 定 性 と被 制 限 性 を こえ て全 体 へ と、 換 言 す れ ば 、(概 念

的)同 一 性 か ら綜 体 性 へ と広 が りゆ く。 しか し そ れ は 、 一 契 機 と して の概 念 を広 が り ゆ く運 動 の 中
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へ投 入 し・ そ し て 、否 定 を通 じて 進 行 す る 回 帰 的 反 省 に お い て 、 ま さ し く 、概 念 の 同一 性 へ 立 ち帰

る と い う仕 方 で広 が るの で あ る。 そ れ 故 、 結 果 と して 、 こ の 同 一 性 は 思 惟 の 運 動 の 閉 鎖 的 循 環 関 係

の う ち で綜 体 性 と して 実 現 され る こ と に な る 。弁 証 法 的 な思 惟 の道 筋 で は、 概 念 を越 え る こ と は で

き な い の で あ る 。 む しろ概 念 が 否 定 と い うえ せ の 超 越 に よ っ て媒 介 され 、 そ の概 念 の もつ 空 虚 な無

規 定 性 が 、 対 立 を止 揚 す る と い う弁 証 法 的 に 内容 な き地 平 と して 、 具 体 化 され るの で あ る 。 そ して

この 地 平 は唯 物 論 的 に と同 様 に、 観 念 論 的 に も実 現 され る。

そ れ故 、 こ の概 念 を超 越 す る と い う こ と、 そ れ は弁 証 法 に お い て そ の 発 端 を もつ が 、こ の こ と は 、

徹 底 して 遂 行 さ れ ね ば な らな い 。 そ れ は、 形 式 概 念 の 自 己 運 動 の う ち に常 に 閉 ざ さ れ た循 環 運 動 か

ら、 移 行 的 な 仕 方 で 脱 出 し、概 念 の もつ論 理 的 ゲ シ ュ タル トと い う現 実 性 へ 至 る た め で あ り、且 つ、

そ の 現 実 性 に お い て 思 惟 が存 在 に対 して 開 か れ て い る と い う こ と へ 到 達 す る た め な の で あ る 。

統 合 論 理 学 は 、思 惟 を そ の 形 式 的 構 成 面 の うち に ア ・プ リ オ リに 制 限 して し ま う こ と に な る よ う

な考 え られ た思 惟 か ら出 発 す るの で は な く 、 ゲ シュ タ ル トを現 実 に荷 っ て い る思 惟 す る 思 惟 か ら出

発 す る の で あ る 。 そ の 場 合 、 心 理 学 に お い て 問題 と さ れ る主 観 的 思 惟 作 用 が 重 要 で あ る と考 え る よ

う な誤 解 は除 外 され ね ば な らな い 。主 観 と客 観 は、 分 離 され 対 立 させ られ て い る場 合 に は、 既 に抽

象 で あ る 。 具 体 的 な思 惟 に お い て は 、 主 観 と客 観 は 、具 体 的 構 造 の う ち で 相 補 的 に統 合 さ れ て い る。

主 観 と 客 観 の この 統 合 は 、 具 体 的 な在 り方 の う ち で 、例 え ば 、観 測 者 と観 測 さ れ る もの が 或 る一 定

の 観 測 状 況 に お い て 、 「相 補 的(komplementar)」 な 統 一 を 形 成 して い る物 理 学 に おいて示 され る。 一

主 観 一 客 観 一 全 体 と い う接 合 構 造 に お い て は 、 思 惟 の ゲ シ ュ タル トは そ の 実 際 の運 動 の う ち に お け

る具 体 的 在 り方 と して実 現 され て い る。 思 惟 す る思 惟 は、 ひ と つ の 全 体 を この よ うな 仕 方 で荷 い 実

現 す る もの と して 現 実 的 な の で あ る 。 換 言 す れ ば 、思 惟 が 本 質 的 に対 象 に向 け られ て い る こ と 、即

ち そ の 志 向性 思 惟 され る もの な く して は い か な る思 惟 も存 在 し な い の故 に思 惟 は 自己 が主観

的 に志 向 す る現 実 か ら客 観 的 な志 向 的 現 実 性 へ と移 り ゆ く作 用 と して 現 実 的 で あ る 。 そ の結 果 、 思

惟 の ゲ シ ュ タル トが もつ 意 味 の現 実 性 が重 要 と な る 。 思 惟 が そ の 現 実 性 の う ち で 、 客 観 的 な具 象 へ

向 か う この 運 動 を 、 ヘ ー ゲ ル も又 、 弁 証 法 的 方 法 と して 初 め て う ち立 て た。 しか し、 ヘ ーゲ ル の 弁

証 法 は 存 在 と思 惟 の 同一 性 と して の 絶 対 概 念 と い う抽 象 的 発 端 か ら始 ま り、 そ れ に よ っ て 、概 念 が

自 己 自 身 を具 体 化 して い く 自己 運 動 へ と移 り ゆ くの で あ る 。 そ の 結 果 、概 念 を具 体 化 す る こ とか ら 、

自 己 自 身 へ 回帰 す る概 念 の 弁 証 法 的 「経 験 」 が 生 じる 。 しか し、 統 合 的 な 具 体 的 思 惟 は、 概 念 を越

え る 意 味 の 段 階 に お い て展 開 さ れ る 。 従 っ て 、 こ の思 惟 は 、抽 象 的 概 念 に よ る形 式 的 図 式 に よ って

も 、弁 証 法 的 図式 に よ っ て も、 換 言 す れ ば 、 ア リス トテ レ ス に 従 っ て も、 ヘ ーゲ ル に 従 っ て も解 釈

さ れ な い 。 こ の思 惟 は、 そ の 名 が 示 す如 く、 論 理 的 ゲ シ ュ タル トを通 じて 、 意 味 を具 体 的 に 実 現 す

る こ と で あ る 。(意
.味は 、言 葉 を も っ た ロ ゴ ス と して 、言 語 に おけ る 論 理 現 象 を形 成 す る 。)

(合 生 す る(concrescere)に 由 来 す る)具 体 的 な もの と は 、 全 体 的 な 接 合 関 係 に基 づ く全 体 構

造 か ら生 じる。 この 接 合 構 造(Gefuge)と は 、各 部 分 が そ れ ぞ れ 全 体 へ 接 合 さ れ る と い う 在 り

方 に お い て 、 全 体 を具 体 化 す る と い う構 造 で あ り、 そ れ故 、 構 造 主 義 に お け る抽 象 的 な構 造 の ア ・

プ リオ リで は な い 。 ゲ シ ュ タル ト(Gestalt・)と は 、統 合 論 理 学(integrateLogik)で は 、方法 で あ る

即 ち、 一 つ の 「体 系(System)」 の 全 体 へ と至 る べ く 、意 味 を展 開 す る移 行 的諸 段 階 に お い て、意
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味を形成する方法 とみなされる。

統合的な具体的思惟は三次元的である。この思惟は、思惟 と経験、形式 と内容、そして言語 と(判

断の論理形式 とは決 して一致 しない)言 明における現実性の聞のそれぞれの統合関係から構成され

る。統合的な綜合 という仕方で自らを形成するという特徴をもったこの思惟 は、その創造的性格 に

よって特色づけられるということは注 目に値することである。ゲシュタル トという方法は、古代の

静 的 概 急 と は反 対 に、 ゲ シ ュ タ ル トの もつ 動 的概 念 に も とつ い て い る の み な らず 、 そ の 力 学 は同 時

-に 創 造 的 で あ る
。 勿 論 、 この こ と は 、 思 惟 が そ の 対 象 と して の 現 実 性 を、そ の形 式 、即 ち カ テ ゴ リ ー

の うち で ア ・プ リ オ リに構 成 し 、 そ れ に よ っ て 、 経 験 的 実 在 性 を超 越 論 的 観 念 性 の う ち に解 消 す る

こ と が で き る か の よ うな観 念 論 的 な 意 味 に お い て で もな く、 しか し、 又 、 思 惟 が 現 実 性 を現 象 か ら

抽 象 的 に推 論 し、 演 繹 し、 根 拠 づ け る こ とが で き るか の如 き、 実 在 論 的 な意 味 に お い て で も な い 。

こ の両 者 の 場 合 に は、 ア ・プ リオ リ に 、 思 惟 と経 験 の対 立 か ら出 発 し て い る 。 思 惟 と経 験 は 、 しか

し なが ら、 同 一 律 に 従 っ て相 互 に 還 元 され う る もの で は な く、 却 っ て 、 そ の差 異 性(Differenz)

に お い て 、 一 つ の 統 合 的 、即 ち、 相 補 的 な統 一 を なす 。 換 言 す れ ば 、 そ の 中 で 、諸 部 分 が 全 体 の う

ち に 包 摂 さ れ る こ と も 、 又 、 総 計 さ れ て 全 体 と な る と い う の で も な く、 そ う で は な く、 各 部 分 が 、

そ れ ぞ れ 余 す と こ ろ な くそ の 完 全 な状 態 で保 た れ て い る よ う な 全 体 で あ る。 形 式 と 内 容 、 思 惟 と経

験 、 言 語 と現 実 性 が 、 この よ う な ゲ シ ュ タル トと い う論 理 的様 相 に お いて 構 成 され る場 合 に は 、全

体 の 接 合 構 造 に お い て 構 成 要 素 が こ の よ う に 統 合 され て い る こ と が 、 決 定 的 に重 要 で あ る。 思 惟 は

そ の根 源 的 な具 体 性 とゲ シ ュ タ ル トに お い て の み 、 即 ち 、 そ の 原 初 形 式 の う ち で の み ・意 味 を実 現

し 、意 味 現 象 を思 惟 形 式 の 中 で構 成 す る こ と が で き、 そ れ と と も に 自 らを 、 そ の 具 体 的 に構 成 され

た事 物 と人 間 へ の 関 係 の う ちで 言 語 空 間 の うちz実 現 す る こ と が で き る。

形 式 と 内容 の 全 体 の統 合 か ら意 味 現 象 が 実 現 さ れ る場 合 、思 惟 は そ の 具 体 的 な ゲ シ ュ タル トに お

い て の み 創 造 的 で あ る と い う こ と を我 は 、 既 に強 調 し た。 この 場 合 、 内 容 と は 言 明 の 特 殊 な内 容 と

対 象 、 そ れ ら に は 、論 理学 は当 然 か か わ る こ と は な い の で あ るが 、こ の よ うな 内 容 と対 象 で は な く、

形 式 が ゲ シ ュ タル トと い う性 格 を持 つ 場 合 の 、 原 理 的 な 内 容 性 を意 味 す る。 そ れ 故 に 、 ウ ィ トゲ ン

シ ュ タ イ ンは 、 論 理 形 式 を構 成 す る こ と に 対 し、そ れ が 、 内 容 上 の 意 味 を充 実 す る可 能 性 を もつ こ

と を拒 否 した の は正 しか っ た の で あ る 。純 粋 な論 理 形 式 と は、 実 際 に は 、抽 象 で あ り、 そ れ 故 に 、

意 味 を 欠 い た形 式 にす ぎ な い 。 具 体 的 な 思 惟 の み が 、 そ の 論 理 的 ゲ シ ュ タル トに お い て 、現 実 性 に

対 す る 原 理 的 な 意 味 連 関 を もつ 。 この よ う な 思 惟 の ゲ シ ュ タル トに対 して 、 我 々 は、 実 践 へ の 関 係

を 外 部 か ら、 抽 象 的 形 式 に よっ て 媒 介 され な い よ う な方 法 に よ っ て 、付 加 す る必 要 は な い 。 な ぜ な

ら 、 「実 践(Praxis)」 は、 具 体 的 思 惟 に含 ま れ て お り、 そ の 上 更 に 、 こ の思 惟 は、 意 味 を意 識 し

て い る行 為 の 根 源 で あ り、 端 初 で あ る か らで あ る 。

そ れ に も拘 らず 、 ゲ シ ュ タ ル トと して の 諸 連 関 の う ちで 現 実 的 で あ る 思 惟 を 芸 術 と芸 術 的 創 作 の

分 野 に制 限 す ることは誤 りで あ ろ う 。 創 造 的 で あ る こ と は 、人 間 精 神 に と っ て す べ て の分 野 に お い て

固 有 な こ とで あ り、学 問 の 分 野 に お い て も又 そ うで あ り、 技 術 の領 域 に お い て も、 明 らか に そ うで

あ る。 あ ら ゆ る現 実 化 の 基 礎 とな っ て い る こ の形 成 的 に して 原 初 的 な思 惟 を 、 意 味 を構 成 す る創 造

的 な運 動 の 中 で追 求 し、 この 具 体 的 思 惟 に妥 当 す る形 式 の 諸 法 則 と構 造 を明 らか に す る こ と こそ 、
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統 合 論 理 学 の試 み な の で あ る。

ゲ シ ュ タル トと して具 体 的 で あ る と は 、相 補 的 な統 合 構 造 の 実 現 と して 、 形 式 と 内 容 が 綜 合 され

て い る こ と を 意 味 す る 。 分 析 的 な構 成 要 素 か らの合 成 の 事 例 、 例 え ば 、 ア ・プ リオ リな 形 式(範 疇)

一と
、 ア ・ポ ス テ リオ リな 内 容(現 象)か らの 合 成 は、 カ ン トの 超 越 論 的 論 理 学 に お い て は 、 ゲ シ ュ

タル トと して 具 体 的 な 接 合 構 造 か ら な る 綜合 統 一 に達 して お らず 、 そ の よ う に抽 象 的 に立 て られ た

要 素 は決 して 、 こ の 具 体 的 接 合 構 造 に結 合 され な い の で あ る 。 具 体 的 な 思 惟 と は 、 思 惟 と経 験 の 構

造 的 な統 一 と い う ゲ シ ュ タル トの う ち で 、 形 式 と 内 容 の原 初 か らの統 合 的 統 一 を 形 成 す る こ と を意

味 し 、この こ と は 、 統 合 構 造 の う ち で具 体 化 さ れ た 解 釈 に お い て 、』即 ち、 言 語 と世 界 の 間 の移 行 的

な意 味 連 関 の う ち で 、 言 明 とそ の 現 実 性 と の統 一 と い う契 機 を も つ 言 語 に お い て 表 現 され る 。 思 惟

と経 験 の 統 合 の ゲ シュ タ ル トは 、前 述 の 如 き形 式 と 内容 の綜 合 に 関 し て 、知 覚 と概 念 、 明証 性 と判

断 、 そ して 直観 的 綜 合 と体 系 の 間 に成 立 して い る。

知 覚 、 明 証 、 直 観 は 、概 念 、 判 断 、 推 論 体 系 と い う思 惟 の 構 造 に対 応 して お り、 こ の対 応 に お い

て そ れ ぞれ の構 造 を実 質 的(内 容 的)に 包 摂 す る関 係 をな す 。 こ れ らの 思 惟 構 造 は、 この補 完 関 係

の う ち で 、 自 己 を展 開 す る 形 式 を も ち 、 そ の 形 式 は 、 移 行 的展 開 の 中 で 、 内 容 に従 っ て 独 自 の位

置 を得 る 。 この 移 行 的 な構 造 の変 様 と して 、知 覚 か ら概 念 が 、抽 象 的 、 演 繹 的 な仕 方 に よ る も の で

も、 弁 証 法 的 過 程 か らで も な く、 ま さ に移 行 的 な綜 合 と い うゲ シ ュ タ ル トか ら生 ず る、 知 覚 と概 念

は、 そ の差 異 に お け る補 完 関係 の う ち で依 然 、共 に 完 全 で あ り 、相 互 に独 立 で あ りつ づ け る 。 と い・

うの も 、 この 補 完 関係 は 、具 体 的 なゲ シュ タ ル トに お い て 、そ の差 異 を廃 棄 しな いか らで あ る 。 知

,覚 と概 念 は、 互 い に同 一 視 さ れ る こ と も な く、又 、 相 互 に還 元 さ れ る こ と も な い。 こ れ らは 、 そ の

差 異 性 に も とつ い て 、 真 の相 違 の う ち で 相 補 的 に 関 係 して い る 。論 理 的 ゲ シュ タ ル トの根 源 に お い

て 、 そ の 差 異 性 と統 合 的 統 一 は共 に保 持 さ れ て い る の で あ る 。 この 論 理 形 式 は、 こ こで は、 抽 象 作

用 に よ っ て で は な く 、移 行 に よ っ て 、 即 ち 、 そ れ を展 開 す る形 式 の レベ ル へ の 移 し入 れ に よ っ て 、

そ の ゲ シ ュ タル トの現 実 化 を受 け と る の で あ る。

経 験 と思 惟 の統 一 は 、 そ れ 故 、決 して 同種 の も の の統 一(同 一 性)で は な く、差 異 性 か ら な る 全

体 の統 一(綜 体 性)で あ るが 、 しか し 、 こ の統 一 は 、単 な る形 式 的 な差 異 と、(否 定 の否 定 に よる)

弁証法 的止 揚 か ら成 り立 つ て い る の で は な く、 む しろ 、 そ の う ち で この 潜 在 的差異 性 が くつ ね に 緊 張

関 係 の うち に あ り、 そ れ 故 に 、 よ り以 上 の 意 味 の展 開 を創 造 す る可 能 性 が 絶 え ず保 持 され て い る よ

うな 一 定 の意 味 の ゲ シュ タ ル トの う ち に あ る。

形 式 と 内 容 の 接 合 構 造 は 、形 式 的 段 階(概 念 、判 断 、 そ して 推 論)と そ れ に対 応 す る実 質 的 段 階

(知覚 、 明 証 、 直観 的 理 念)か ら具 体 化 され 、 そ して そ れ は、 論 理 体 系 と い うゲ シュ タ ル トの う ち

に統 合 され る。 そ して こ の体 系 こ そ 、ゲ シ ュ タル ト論 理 の統 合 の最 高 段 階 を表 わ して い る の で あ る 。

経 験 は 、知 覚 に お い て 構 成 され る が 、 そ れ は諸 対 象 が 時 間 、 空 間 に お い て構 造 化 され 、解 明 され

る こ と で あ る。 志 向 的 解 明 、即 ち 、対 象 を実 在 的 に創 出 す るの で は な く、 諸 対 象 に向 け られ 、 対 象

を形 像(Bild)の う ちで 現 わ す と い う解 明 の うち で く 対 象 的 知 覚 経 験 に お け る思 惟 の 構 造 的 な在 り

方 が 明 らか に な る 。 この 解 明 の う ち に は、 す で に 形 象(eidos)が 感 覚 的 形 象 は 意 味 形 象 と して

表 出 して お り 従 っ て 、表 示 が 与 え られ そ い る 、即 ち 、物 は 空 間 的対 象 と して 表 示 し て い る。
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こ の形 象 は、 時 間 的 に統 合 さ れ た 現 象 の連 関 の う ちで 、ゲ シ ュ タ ル トの推 移 と して 現 実 的 で あ る 。

そ れ 故 、 反 省 は 、 す で に 知 覚 と そ れ を論 理 的 に表 示 す る包 括 的 な構 造 の う ち で 、 具 体 的 に生 起 して

お り、 概 念 的 性 格 の う ちで 初 め て起 こ る の で は な い 。(反省 は現 象 と し て 、ヌ ウ メ ノ ン と同 様 に 現 実

が そ の 中 に存 在 す る形 式 で は な く、 現 実 を解 釈 しつ つ 表 示 す る表 出機 能 で あ る 。)

思 惟 は 、 そ れ が 経 験 の ゲ シ ュ タル トの う ち に含 ま れ て い る が故 に、 この経 験 の ゲ シ ュ タ ル トか ら

移 行 的 綜 合 に よっ て 、思 惟 形 式 の ゲ シ ュ タル トの う ちへ 移 し入 れ られ る 。 そ して 、こ の よ う に して 、

思 惟 は 、 自 らの 内 で 、 よ り高 次 な る 反 省 段 階 に お け る 独 自 な 形 式 へ と、到 達 す るの で あ る。

この よ う に或 るゲ シ ュ タル トか ら他 の ゲ シュ タ ル トへ 、 あ る 水 準 か ら他 の よ り高 次 の 水 準 へ移 し入

れ る こ と が 、 構 造 の展 開 と して 、 ま さ に 「移 行(Translation)」 な の で あ る。 こ の移 行 関 係 に つ い

て の誤 解 は、 そ れ が 一 種 の抽 象 と して理 解 さ れ た と い う点 に あ る 。移 行 は 、 ま さ し く抽 象 の 反 対 で

あ る 。 思 惟 は 、知 覚 と知 覚 の 対 象 を 同一 化 す る た め に 、知 覚 か ら抽 象 さ れ る の で は な い0ま さしく、

知 覚(「 直 観 」)と 思 惟 て「概 念 」)の 差 異 こ そ 、 そ れ ら相 補 的 な 統 合 的 統 一 の 形 成 に と っ ての制 約 で

あ る が 、 こ の統 一 は 、 同種 の も の の統 一 で は な く、 全 体 の 統 一 で あ り、従 属 関 係 か らな るの で は な

く、 同 等 関 係 か ら な る全 体 の 統 一 で あ る 。周 知 の 形 式 的 、 概 念 的 な思 惟 の 図 式 、即 ち 、 同 一 性 と い

つ図 式 機 能 は 、統 合 と 、 そ の う ち に基 礎 を お い て い る移 行 関 係 の 理 解 に 対 して最 大 の 困 難 を ひ き お

こす 。この移 行 は 、感 官 の 形 象 を 意 味 形 象 の う ちへ と創 造 的 に 、 形 成 しつ つ 譲 渡 す る こ と と して 遂 行

され る 。 この 譲 渡 は 、 移 行 関 係 に お い て は あ らか じめ 直 観 的 「形 象 」 の う ち に包 括 さ れ て お り、 そ

れ は 、 プ ラ トン、 ア リ ス トテ レ ス の(類 か ら種 へ の)、分 割 の 手 続 き(Diarese)に お け る如 く、概

念 体 系 を抽 象 的 に 構 築 す る こ と に よ っ て で は な く、 移 行 的 に形 成 され る意 味 の綜 合 を通 じて 、 知 覚

の対 象 的 世 界 を 、 思 惟 の対 象 的 世 界 へ 譲 渡 す る こ と と して 遂 行 され る。 知 覚 世 界 の諸 対 象 を 、空 間

に お い て構 成 す る こ と は 、 諸 対 象 を 最 終 的 に 、 思 惟 の 世 界 に 限定 す る こ と と な る 。 感 官 の 形 象 は、

形 成 さ れ た徴 表(Symbol)と 記 号 関 係 の う え で 、即 ち 、言 語 体 系 に お い て 、明 白 な意 味形 象 と な る。

経 験(知 覚)は 、概 念 的 性 格 を もった思 惟 に お い て も 、 切 り離 さ れ た 部 分 や 、 断 片 の よ う に ・ 抽

象 の 途 中 で置 き ざ りに され る こ と は決 して な い。 あ ら ゆ る もの が 、独 立 的 で 異 っ て い る場 合 で さ え 、

経 験 が現 に 在 る こ と は 、 具 体 的 な 論 理 的 ゲ シ ュ タル トと い う構 造 を もつ 思 惟 に お い て 常 に維 持 さ れ

て い る 。 そ の よ うに 、論 理 的 諸 形 式 は 、経 験 が 現 に在 る こ と を通 じて 、 経 験 か らの 移 行 と い う素 性

の う ち で 構 成 さ れ る。 例 え ば 、限 定 性 、意 味 の 形 象 性 、 対 象 性 と い っ た 概 念 は 、 す で に 、知 覚 の う ち

に、 そ の 直 観 的 なゲ シ ュ タ ル トに お い て含 まれ て い る 。(メ ル ロ ー 一 ポ ンテ ィ ミ眼 と精 ネ暇 参 照)

経 験 全体 の内部 で 、論理 的 に重要 な三 つ の差 異化 が み られ る。概念 が 知覚 と結合 す るよ うに、判 断 は明

証 性 と 、 そ して 、体 系 は 直観 的 な仕 方 で こ の体 系 の 基 礎 と な っ て い る理 念(体 系 の 「根 拠 を思 惟 す

る こと 」)と 結 び つ いて い る 。 判 断 は 明 証 性 な し に は 、 そ の 論 理 的 に完 全 な具体性 に 到達 しな い。 明

証 性 は判 断 の論 理 的 ゲ シ ュ タル トに 属 して い る の で 、 明 証 を欠 く場 合 に は 、 判 断 は 、 そ の 妥 当 性 を

失 い 、 原 理 上 、維 持 さ れ な く な る 。 明 証 性 に最 初 か ら多 種 多 様 な 仕 方 で伴 わ れ て い る 主 観 性 は 、 判

断 が 、 自己 の 明 証 性 を論 理 的 に 、即 ち、 自 己 の 根 拠 を 他 の 判 断 との 連 関 の う ち に もつ と い う こ とか

ら構 成 で き る な ら ば 、判 断 の う ち で 廃 棄 され る。 そ れ 故 、概 念 が 判 断 の 全 体 の うち で は じめ て 、 即

ち、 知 覚 に対 して純 粋 に 並 例 的 で 同 等 な関 係 づ け の う ちで この よ う な関 係 づ けの うち で は 、知
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覚 の対 象 は、 概 念 を通 じて一 定 の 仕 方 で 解 釈 され るが 、 しか し、対 象 の 実 在 性 そ の も の と して 主 張

さ れ る の で は な い そ の 客 観 的 な 現 実 的 統 合 を獲 得 す る よ うに 、 判 断 も、 又 、他 の諸 判 断 と の連

関 に お い て の み 、 そ の 根 拠 づ け と 、更 に 、 判 断 に お い て保 持 さ れ る べ き可 能 性 を受 け と る 。従 っ て 、

概 念 、判 断 、 推 論 と い う の は 、 知 覚 、 明 証 性 、 直 観 的 理 念 に 対 して要 求 され る 関係 に も とつ い て 、

展 開 さ れ た 体 系 全 体 の意 味 へ と至 る途 上 に お け る論 理 的 統 合 の 諸 段 階 で あ る 。

明 証 性 は 、他 の諸kの 判 断 との 根 拠 づ けの 連 関 か ら の み 、 論 理 的 に 、個 々 の判 断 に お い て獲 得 さ

れ る。 この よ う な根 拠 づ け の連 関 は そ の 連 関 の 綜 体 の う ち で 展 開 さ れ て 、 第 一 の判 断 、 即 ち 、原 則

へ と 至 る(原 則 と は 、そ こ か ら他 の す べ て の 命 題 が 、 つ ま り、 体 系 の全 体 が 、 そ の結 果 と して生 じ

る よ う な原 理 の 始 ま りで あ る)。原 則 、即 ち「第 一 命 題 」 と して の 「原 理 」 は、 最 早 、他 の 諸 命 題 か ら

導 出 さ れ な い 。 さ もな けれ ば 、 そ れ は 、第 一 命 題 で な く な る 。 しか しな が ら、 原 則 は 、 自 ら を他 の

す べ て の命 題 の 主 と して 示 す判 断 と して 、 ま さ し く、他 の 各 々 の 判 断 と 同様 に 、論 理 的 に み る と 、

根 拠 づ け られ る と い う要 求 に従 っ て い る 。 が 、 こ の要 求 は 、最 早 、 何 か或 る判 断 に よっ て も、 そ し

て 、 そ の よ うな 判 断 の導 出 可 能 性 に よ っ て も、 つ ま り.、形 式 的 な 論 理 的 演 繹 に よ る展 開 に よ っ て満

た され る こ と はで き ず 、 む しろ 、実 質 的 に の み 、 メ タ ロ ー ギ ッ シ ュ な根 拠 の 包 含 に よっ て 満 た され

る こ とが で き る。 勿 論 、 そ れ は 、個 々 の感 性 的 経 験 、即 ち 、知 覚 に よ る の で は な い 。 知 覚 は 、厳 密

に単 一 な個 別 包 括 と して 、体 系 の綜 体 に対 応 して お らず 、そ れ 故 、 体 系 を基 礎 づ け る こ と は で きな

い か ら で あ る 。 従 っ て 今 や 、体 系 を根 拠 づ け る全 体 的 包 括 が重 要 で あ り、 メ タ ロ ー ギ ッシ ュ な根 拠

と し て の この 全 体 的 包 括 と は 、根 拠 を思 惟 す る こ と と し て 直観 的 に与 え られ る理 念 を通 じて 、体 系

の う ち に 、移 行 的 な仕 方 で 、帰 納 的 に移 し入 れ られ て 、 体 系 の う ち で論 理 的 に展 開 され る。 この体

系 も又 、 そ れ に対 応 す る全 体 的 内 容 と全 体 的 形 式 か ら な る一 つ の ゲ シ ュ タ ル トで あ る。 こ の移 行 的

な仕 方 で展 開 され る思 惟 の 運 動 は 、 相 補 的 に 統 合 しつ つ 、概 念 と判 断 と に区 分 さ れ た 全 体 に対 して 、

根 拠 づ け の連 関 を形 成 して い る 。 が 、 こ の 思 惟 の 運 動 は、 因果 関 係 の導 き に従 っ て の み 行 わ れ る 。

そ れ 故 、 この 思 惟 の運 動 は、 因果 関 係 が 同一 律 の 関 係 へ と還 元 され る こ と に よ っ て 変 形 を蒙 り、換

言すれば概念 と概念関係のレベルに還元され、媒概念(M)を 通 して、下位橿念(S)を 上位概念

(P)の う ち に包 摂 す る と い う概 念 か らな る推 論 の 運 動 へ と変 形 さ れ る 。 「分 析 論(Analytik)」 と

して の ア リス トテ レス の三 段 論 法 に お い て 、 この 統 合 的 な在 り方 に も とつ いて 推 論 を 進 め る思 惟 の

運 動 は、 包 摂(Subsumtion)と い う手 続(順)に 従 っ て 、 概 念 の レベ ル へ と、 即 ち 、本 質 概 念 を定

義 と分 類 に よ っ て 推 論 す る論 理 学 の粋 内 で連 続 的 に媒 介 され た概 念 形 成 へ と還 元 さ れ る 。その 結 果 、

論 理 的 な も の(dasLogische)は 抽 象 的 な概 念 のModellの う ちへ 、 従 っ て 、 同 一 性 と抽 象 的論 理形

式 か らな る図 式 主 義 へ と制 限 さ れ る 。 思 惟 の運 動 が 本 来 持 つ て い る そ の 形 式 規 定 と して の 因 果 関 係

は 、今 や 、 同 一 律 が 、 そ れ に 乗 っ て活 動 す る車 と な る。 そ の 結 果 、体 系 の もつ ゲ シ ュ タル トは、 そ

の 綜 体 性 が 同 一 性 へ と変 造 され 、 変 形 され る と い うデ フ ォル メ(Deformation)を 被 る
。 こ の こと

は一 元 論 的 、 観 念 的 な 諸 体 系(「 す べ て の もの は物 質 で あ る」 「す べ て の もの は精 神 で あ る」 等 々 の

型 に従 う体 系)の う ちで 生 じる 。 そ れ故 に 、 論 理 的 な 体 系 の ゲ シ ュ タル トに お け る こ の デ フ ォル メ

が 指 摘 さ れ る な ら 、体 系 の 論 理 的偽 造 を批 判 す る こ と が 可 能 と な る。 公 理 に よ る定 義 を通 じて
、 体

系 の根 拠 が 定 義 され た概 念 と して定 立 さ れ る 場 合 、 つ ま り、同 一 律 の原 理 に も とつ い て 展 開 さ れ る
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場 合 、 そ の 結 果 、 体 系 の 根 本 概 念 に既 に 含 ま れ て い る も の だ け が 包 含 さ れ 、 他 の も の はす べ て排 除

さ れ る と い う よ うな 体 系 、即 ち、 閉 ざ され た体 系 が 生 じる 。 こ の こ と は 、必 然 的 に或 る綜 体 概 念 の

も と で 現 実 を全 体 と して客 対 化 し、 そ の も と に包 摂 す る こ と を 意 味 す る 。 が 、 この よ う な綜 体 概 念

は 、 概 念 と して の そ の 論 理 形 式 の うち で 、 常 に全 体 か ら限 界 づ け られ た 一 部 分 の み を対 象 的 に規 定

し、 そ れ を全 体 か ら分 離 す る だ け で あ り、 そ の 結 果 、 この よ う な綜 体 概 念 は 、体 系 構 成 を展 開 す る

場 合 、 部 分 を 全 体 と して措 定 し、 そ れ に伴 う論 理 的 に 必 然 な 帰 結 と して 、 全 体 を否 定 す る 。そ して 、

思 惟 の 現 実 に 対 す る 関係 の う ち で 、 全 体 を概 念 的 に 抽 象 して 体 系 化 す る こ と に よ り、具 体 的 な全 体

を崩 壊 さ せ な けれ ば な ら な くな る。 こ の 具 体 的 な 全 体 の破 壊 は 、 開 か れ た体 系(OffenesSystem)

と して の論 理 的 ゲ シ ュ タル ト と 構 造 に よ っ て の み 克 服 さ れ る 。 根 拠(Grund)と 対 象 性

(Gegenstan(丑ichkeit)と の 間 に は 、論 理 的 な意 味 で ρ 根 本 的 差 異 が存 在 す る 。換 言 す れ ば 、 対 象 的

概 念 的 な仕 方 で は規 定 さ れ な い 、つ ま り、 原 理 上 メ タ ロ ー ギ ッ シ ュ な 体 系 全 体 の 根 本 連 関 と、 因果

律 に 従 って 同 一 律 に還 元 され え な い この 根 本 連 関 が論 理 的 に展 開 され る こ と と の 間 に根 本 的差 異 が

存 在 す る の で あ る 。 そ れ 故 、 この体 系 は そ の 論 理 的 ゲ シ ュ タル トに お い て 、 この ゲ シ ュ タル トの 根

拠 が メ タロ ー ギ ッ シ ュ な 仕 方 で与 え ら れ て い る こ と に対 して 、常 に開 か れ た在 り方 で 存 在 して い る 。

そ して 、 この 体 系 は 、 そ れ が本 来 的 に もつ 相 対 性(相 対 主 義 と は何 の か か わ り も な い)の う ち で 、

即 ち 、如 何 な る体 系 と い え ど も、 現 実 性 の 全 体 を決 定 的 に余 す と こ ろ な く一 つ の体 系 の 中 に収 め る

こ と が で き な い故 に、 そ の体 系 が 他 の 諸 体 系 と共 有 す る個 別 的 で は あ る が 、 そ の体 系 に独 自 な 絶 対

的 妥 当性 の う ち で 存 在 し う るの で あ る 。 こ の よ う な全 体 へ の か か わ り と分 与 に よ っ て 、この 体 系 は 、

他 の 諸 体 系 に対 して 、歴 史 的 に 、対 決 さ せ られ 、 そ れ ら と論 争 し、 そ れ に よ っ て 自 らを発 展 さ せ る

こ とが で き る よ う な 開放 性(Offenheit)を 獲 得 す る。一 つ の対 話 と い え ど も ・ 開 か れ た 体 系 の 間

で の み可 能 で あ る 。統 合 論 理 学 は、 開 か れ た体 系 と して形 式 的 弁 証 法 で は な い が 、 疑 い な く 、一 つ

の 対 話 的 方 法 なの で あ る。
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(4)「 イ ン ド思 想 入 門(EinfuhrunginindischesDenken)」 、Salzburg..1957(
.O.Muller)

(5)「 統 合 論 理 学 一 全 体 の 真 理 一(IntegraleLogik-WahrheitdasGanzen一)」,

Wien-Freiburg-Basel,1965,(Herder).

論 文

(1>「 新 し い 論 理 学 の 位 置(PositionderneuenLogik)」
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③MartinHeidegger,`WasistMetaphysik?"Frankfurt,5Aufl.1949.S.33)

〔濁協大学非常勤講師〕
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