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近世的「観念」概念の展開におけるスピノザの位置  

―デカルトをいかに継承し改革したか―  

榮福  真穂  

 本 稿 の 目 的 は 、 近 世 哲 学 史 に お け る ス ピ ノ ザ の 「 観 念 ( i d e a )」 概 念 の 特 異 性 を 、

デ カ ル ト の 「 観 念 」 概 念 の 継 承 ・ 改 革 と い う 観 点 か ら 明 ら か に す る こ と で あ る 。  

 

序  

 「 観 念 ( i d e a )」と い う 概 念 は 、1 7 世 紀 の 哲 学 に お い て き わ め て 大 き な 重 要 性 を も

つ 概 念 で あ る 。中 世 に お い て は〈 神 の 知 性 に お け る イ デ ア ＝ 範 型 〉を 意 味 し て い た

こ の 語 は 、 デ カ ル ト ( 1 5 9 6 - 1 6 5 0 )の 登 場 に よ っ て 、 も っ ぱ ら 人 間 の 認 識 を 説 明 す る

た め に 用 い ら れ る「 観 念 」と な っ た 1。そ し て 1 7 世 紀 の 哲 学 者 た ち は み な 、デ カ ル

ト に よ る〈 イ デ ア か ら 観 念 へ 〉と い う こ の 転 換 を 、各 々 独 自 の 仕 方 で 引 き 継 い で い

る 。 山 田 が 指 摘 す る よ う に 、「 1 7 世 紀 の 哲 学 に お い て 観 念  i d e a と い う 言 葉 は 独 特

な 重 い ひ び き を 持 っ て い る 。 [… … ]だ が 同 時 に 、観 念 は 多 義 的 で も あ る 。 [… … ]同

じ 観 念 で も 、ス ピ ノ ザ と ラ イ プ ニ ッ ツ で は 異 な る 意 味 の 投 影 が あ る し 、マ ル ブ ラ ン

シ ュ と デ カ ル ト で も ニ ュ ア ン ス に 違 い が あ る 」 (山 田 ,  1 9 9 8 ,  p . 1 0 )  の で あ る 。 1 7 世

紀 の 哲 学 者 た ち は「 観 念 」と い う 登 場 し た ば か り の 新 し い 道 具 を 各 々 が 自 ら で 陶 冶

し つ つ 、 そ れ を 用 い て 自 ら の 思 想 を 表 現 し よ う と し た の で あ る 。  

 し た が っ て 、「 観 念 」と い う 概 念 の 展 開 を 、デ カ ル ト に よ る 近 世 的 用 法 の 成 立 と

後 続 者 た ち に よ る 多 様 な 継 承 ・ 発 展 と い う フ レ ー ム ワ ー ク に お い て 解 明 す る こ と

は 、近 世 哲 学 史 の 一 断 面 を 描 出 す る た め に 有 益 で あ る と 思 わ れ る 。本 稿 は こ う し た

枠 組 み の も と 、 デ カ ル ト の 後 続 者 の 一 人 で あ る ス ピ ノ ザ ( 1 6 3 2 - 1 6 7 7 )の 観 念 説 の 解

釈 を 試 み る も の で あ る 。 本 稿 は 、 ス ピ ノ ザ が デ カ ル ト の 観 念 説 を 継 承 し 発 展 さ せ

た 、そ の 独 自 の 仕 方 を 解 明 す る こ と を 目 指 す 。こ れ に よ り 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の 同

時 代 に お け る 特 異 性 の 所 在 が 明 ら か に な る だ ろ う 。  

 こ う し た 試 み―「 観 念 」 概 念 の 変 遷 を 軸 と し て 近 世 哲 学 史 を 再 構 成 す る 試 み

―の 先 駆 と し て は 、神 野 慧 一 郎『 イ デ ア の 哲 学 史 』 ( 2 0 11 )が あ る 。た だ し 神 野 に

お い て は ロ ッ ク・カ ン ト ら の 啓 蒙 の 系 譜 に 重 心 が 置 か れ て い る た め 、デ カ ル ト お よ

び ス ピ ノ ザ に 関 し て も 触 れ ら れ て は い る が 十 分 に 分 析 さ れ て い る と は 言 い 難 い 。

し た が っ て 本 稿 は 、 神 野 の 試 み を 補 完 す る も の と な り う る だ ろ う 。  

 
1  この「転換」の詳しい経緯は、村上 ( 2 0 0 4 )や A r i e w & G r e n e ( 1 9 9 5 )に詳しい。村上はアウグステ

ィヌスからオッカムまでの中世哲学からデカルトへの連続性について、A r i e w & G r e n e はゴクレ

ニウスやエウスタキウスら近世スコラからデカルトへの連続性について論じている。  
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 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 本 稿 は 以 下 の 手 続 き を と る 。 1 節 で は 、ま ず 1 . 1 に

お い て デ カ ル ト の 観 念 説 を『 省 察 』を 中 心 に 再 構 成 し た の ち 、 1 . 2 に お い て マ ル ブ

ラ ン シ ュ 、ア ル ノ ー 、ロ ッ ク を 取 り 上 げ 、近 世 に お け る 観 念 説 の 多 様 な 展 開 を 概 観

す る 。そ こ で は 、デ カ ル ト 以 降 の 観 念 説 が 非 常 に 豊 か な バ リ エ ー シ ョ ン を 持 っ て お

り 、そ う し た 差 異 の 要 因 が デ カ ル ト の 観 念 説 に お け る「 二 義 性 」に 見 出 さ れ る こ と

が 明 ら か に な る だ ろ う 。次 に 2 節 に お い て は 、1 節 に お い て 見 た よ う な「 デ カ ル ト

を い か に 継 承 し た か 」と い う 観 点 か ら 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の 特 異 性 を 見 定 め る 。ま

ず 、 2 . 1 に お い て ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を 概 観 し 、そ こ で は 精 神 作 用 と 不 可 分 の も の と

し て の 観 念 や 、観 念 と 表 象 像 と の 区 別 が 主 張 さ れ て い る こ と を 確 認 す る 。 2 . 2 に お

い て は 、こ う し た 観 念 説 は 一 見 ア ル ノ ー の も の に 近 い も の の 、ス ピ ノ ザ に お い て は

観 念 の「 二 義 性 」も ま た 保 持 さ れ て い る と い う こ と を 明 ら か に し 、こ の 点 に ス ピ ノ

ザ の 観 念 説 の 同 時 代 に お け る 特 異 性 を 見 定 め る 。最 後 に 2 . 3 に お い て 、観 念 の 二 義

性 の 二 つ の 側 面 同 士 が い か に 関 係 づ け ら れ る か と い う 観 点 か ら ス ピ ノ ザ を デ カ ル

ト と 比 較 す る こ と で 、今 度 は 両 者 の 差 分 を 明 ら か に す る 。そ こ で は 、観 念 の 持 つ 二

側 面 を 関 係 付 け る に あ た り 、ス ピ ノ ザ が 独 自 の「 平 行 論 」の 体 系 に 訴 え て い る と い

う こ と が 明 ら か に な る だ ろ う 。 以 上 の 議 論 を 通 じ 、 ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の 特 異 性 が

「 デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 的 枠 組 み を 継 承 し つ つ 、 そ れ を 平 行 論 の 体 系 へ と 展 開

さ せ た 」 点 に あ る 、 と い う こ と を 示 し た い 。  

 

1 .  近世における多様な観念説とその源泉としてのデカルト  

 本 節 で は 、ま ず デ カ ル ト が「 観 念 」に ど の よ う な 規 定 を 与 え た の か を 確 認 し ( 1 . 1 )、

次 に 、ア ル ノ ー 、マ ル ブ ラ ン シ ュ 、ロ ッ ク ら デ カ ル ト の 影 響 下 に あ っ た 同 時 代 人 た

ち の 観 念 説 を 、 ス ピ ノ ザ の 比 較 対 象 と す る た め に 概 観 し て お く  ( 1 . 2 )。  

 

1 .1  デカルトの観念説  

 ま ず は デ カ ル ト の 観 念 説 を 概 観 し よ う 。デ カ ル ト に お け る「 観 念 」概 念 は 、そ の

思 索 の 変 遷 に 伴 っ て 内 実 が 変 化 す る 概 念 で あ る た め 、 本 来 は 初 期 か ら 晩 年 に か け

て の 変 遷 ま で を 視 野 に 入 れ た 説 明 を 与 え る こ と が 望 ま し い 2。 し か し 、 そ の よ う な

探 求 は 本 稿 の 手 に 余 る の で 、こ こ で は 主 著『 省 察 』に 限 定 し て デ カ ル ト の 観 念 説 の

再 構 成 を 行 う こ と を あ ら か じ め 断 っ て お く 。そ れ で は 、『 省 察 』の 記 述 を 見 て い こ

う 。  

 デ カ ル ト は 第 三 省 察 に お い て 、 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。  

 
2  村上 ( 2 0 0 4 )や松枝 (2 0 11 )はこれを行なっている。  
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私の意識のうちにあるものは、いわば、事物の表象像 ( r e ru m imag in es )であって、

これにのみ、本来 (p ro p r i e )、観念という名は当てはまる。 (AT,  VI I ,  3 7 3 )  

こ の 箇 所 は デ カ ル ト に お け る 観 念 に 言 及 さ れ る 際 、 よ く 引 用 さ れ る 有 名 な 箇 所 で

あ る 。こ こ で「 表 象 像 」と 言 わ れ て い る も の は 、私 た ち が 頭 の 中 に 描 く 像 、ま さ し

く 「 イ メ ー ジ 」 の よ う な も の と 考 え て よ い だ ろ う 4。 こ こ で は 「 本 来 」 と い う 副 詞

が 用 い ら れ て い る こ と か ら 、一 見 、デ カ ル ト に お け る 観 念 の 決 定 的 な 規 定 で あ る よ

う に 思 わ れ る 。し か し 他 方 で 、デ カ ル ト は 同 じ『 省 察 』の 中 で 以 下 の よ う に も 述 べ

て い る 。  

観念は―私の思惟の様態 ( mo d u s  co g i t an d i )であって―私の思惟から借りてこ

られる形相的実在性のほかにはなんらの形相的実在性をも、自分から要求するこ

とはない。（ AT,  VI I ,  4 1）  

こ こ で は 観 念 は「 思 惟 の 様 態 」で あ る と 言 わ れ て い る 。そ れ で は 、こ の「 思 惟 の 様

態 」は 、先 に 見 た「 表 象 像 」の 言 い 換 え と し て 理 解 し て よ い だ ろ う か 。そ れ は 以 下

の よ う な 記 述 に お い て 明 ら か に な る 。  

たしかに、それら観念がたんに何らかの思惟の諸様態であるかぎり、私はそれら

観念の間になんらの違い ( i n aeq u a l i t a s )も認めない。それらはすべて同じしかたで

私から出てくると思われる。しかし、ある観念はあるものを表象し、他の観念は

また他のものを表象しているかぎり、それぞれの観念が互いに非常に異なってい

ることは明らかである。 (AT,  V I I ,  4 0 )  

こ の 引 用 に お い て 明 ら か に さ れ て い る の は 、「 思 惟 の 諸 様 態 」と し て の 観 念 と「 表

象 す る 」も の と し て の 観 念 と が 明 確 に 異 な る あ り 方 を し て い る と い う こ と で あ る 。

前 者 に お い て は 観 念 同 士 の 間 に 差 異 を 見 出 す こ と は で き な い が 、 後 者 に お い て は

表 象 す る も の に 応 じ て 当 然 差 異 が 生 じ る 。  

 か く し て 私 た ち は 、デ カ ル ト が 観 念 に 与 え た 規 定 を 見 て い く な ら ば 、明 確 に 異 な

る 二 つ の 方 向 性 に 遭 遇 す る こ と に な る 。じ っ さ い 、デ カ ル ト 自 身 も こ の こ と に 自 覚

的 で あ り 、『 省 察 』 の 「 読 者 へ の 序 文 」 で は 観 念 の 「 二 義 性 」 と 呼 ん で い る 。  

「観念」という語のうちに二義性 ( aeq u iv o ca t io )が潜んでいる。すなわち、この語

は、一方では質料的に、知性の作用 ( ac t io  i n t e l l ec tu s )、と解することができ、この

 
3  デカルトの著作からの引用箇所の指示については、文末の凡例を参照。  
4  ただし、デカルトが i m ag o と言うとき、必ずしも脳の中に物理的・身体的に描かれた像のこ

とだけを指しているかは微妙である。第二答弁の附録の「諸根拠」定義 2 を見ると、 i m ag o に

も 身体 的な もの とそう でな いも のと の場 合分け がな され てい るよ うに思 われ るか らで ある ( AT,  

V I I ,  1 6 0 - 1 6 1 )。  
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意味においては私よりも完全であるとは言えないが、しかし他方では 表象的に、

そういう作用によって表現されたもの、と解することができるのであって、この

場合には、そのものは、たとえ知性の外に存在するとは想定されなくとも、やは

り、その本質のゆえに、私よりも完全でありうるのである。（ AT,  VI I ,  8 ,  下線は引

用者による）  

こ こ で は 、「 私 よ り も 完 全 」で あ り う る か ど う か が 分 水 嶺 と な っ て い る が 、本 質 的

に は 先 に 見 た「 観 念 同 士 の 間 に 差 異 が 見 出 さ れ う る か ど う か 」と 対 比 の ポ イ ン ト は

同 じ で あ る 。 と い う の も 、 山 田 や A l q u i é を は じ め 多 く の 論 者 に よ っ て 共 有 さ れ て

い る よ う に 、こ の 箇 所 は 第 三 省 察 の「 神 の 実 在 の 第 一 の 証 明 」に 内 容 上 明 ら か に 呼

応 す る も の で あ る が 、そ の 論 証 に お い て 鍵 と な る の が「 観 念 は そ の 差 異 の 原 因 を 思

惟 そ の も の に 求 め る こ と は で き な い 」と い う こ と だ か ら で あ る 。神 の 観 念 は 明 ら か

に 私 よ り も 大 き な 実 在 性 ( r e a l i t a s )な い し 完 全 性 を 含 ん で い る が 、そ の 大 き さ・完 全

さ の 度 合 い の 差 異 は 私 の 思 惟 に 由 来 す る こ と は で き な い の で 、 外 的 に 実 在 す る 神

そ の も の に 由 来 す る と 結 論 さ れ る の で あ る 。つ ま り 第 三 省 察 の こ の 論 証 で は 、私 の

思 惟 に 外 的 に 実 在 す る も の を「 表 象 す る 」か ぎ り に お い て で な く て は 、「 観 念 間 に

差 異 が 見 い だ さ れ う る 」 こ と は な い の で あ り 、 し た が っ て 当 然 、「 私 よ り も 完 全 」

で あ る よ う な 内 容 を 含 む こ と も な い 、と い う こ と が 重 要 に な る 。こ の 意 味 で 、「 私

よ り 完 全 」 で あ る か ど う か と い う 対 比 の 軸 は 、「 観 念 間 に 差 異 が 見 い だ さ れ う る 」

か ど う か と い う 軸 と 共 通 の 問 題 意 識 の も と に 設 定 さ れ た も の だ と 言 え よ う 。  

 ま た 、 引 用 の 下 線 部 に 着 目 す る と 、「 質 料 的 に ( m a t e r i a l i t e r )」 お よ び 「 表 象 的 に

( o b j e c t i v e )」と い う 二 つ の 副 詞 が 対 比 的 に 用 い ら れ て い る の が 見 て 取 れ る 。さ ら に 、

上 述 の よ う に こ の 箇 所 と 呼 応 す る 第 三 省 察 の 「 神 の 実 在 の 第 一 の 証 明 」 に お い て

も 、「 形 相 的 ( f o r m a l i s )」と「 表 象 的 ( o b j e c t i v u s )」と い う 二 つ の 形 容 詞 5が 対 比 的 に 現

れ る ( AT,  V I I ,  4 0 - 4 2 )。 今 日 か ら す る と 独 特 な 用 い ら れ 方 を し て い る こ れ ら の 対 概

念 は 、村 上 が 指 摘 す る よ う に 、ゴ ク レ ニ ウ ス や ス ア レ ス と い っ た 近 世 ス コ ラ か ら 継

承 さ れ た 6も の で あ る と 考 え る の が 妥 当 で あ ろ う ( c f .  S u a r e z ,  1 9 6 5 ;  G o c l e n i u s ,  1 6 1 3 )。

 
5  引用箇所に現れるのは「質料的／表象的」という対概念であるのに、第三省察に現れるのが

「形相的／表象的」であることに疑問を持たれるかもしれない。これら二組の対概念を内容上

同一のものとみなす解釈は山 田 や A l q u i é を は じ め 多 く の 解 釈 者 に よ っ て 採 用 さ れ て い る ご

く 一 般 的 な 解 釈 で あ る 。し か し そ の 結 果 、「質料的 」と「形相的」が対比ではなく類似した意

味に取られる、という一見奇妙な事態が帰結する。この「質料 的」と「形相的」との重ね合わ

せは、根拠のないことではないように思われるが、少々煩雑な議論を要する事柄であるので本

稿では割愛する。  
6  少なくともゴクレニウス (1 5 4 7 - 1 6 2 8 )やスアレス ( 1 5 4 8 - 1 6 1 7 )において「表象的／形相的」の対

概念を見出すことができる。彼らの用例に共通するのは、この対概念は「概念 ( co n ce p t u s )」の

付加形容詞として現れることである。近世スコラにおいては「概念」に付されていたこれらの

対概念が、デカルトや後述するスピノザにおいては「観念」や観念の「実在性 ( re a l i t a s )」に付

されるようになる、という変化の意味を考察することは残された課題である。  
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デ カ ル ト は 近 世 ス コ ラ 由 来 の 専 門 用 語 を 用 い つ つ 、一 方 で は 観 念 を「 思 惟 の 様 態 」

あ る い は「 知 性 の 作 用 」と み な し 、他 方 で は「 表 象 像 」と み な す 二 義 的 な 観 念 理 解

を 提 示 し た の で あ る 。  

 し た が っ て 、「 デ カ ル ト に お け る 観 念 と は 何 か 」と 問 う て も 、そ こ に 一 義 的 な 答

え は 与 え ら れ え ず 、「 一 方 で は 思 惟 の 様 態 な い し 知 性 の 作 用 で あ り 、他 方 で は 表 象

像 な い し 表 象 さ れ る も の 」と い っ た 仕 方 で し か 答 え ら れ え な い の で あ る 。こ の よ う

な 観 念 の 二 義 的 な 規 定 の 仕 方 は 、次 節 に 見 る 近 世 の 他 の 哲 学 者 た ち と 比 較 す る と 、

デ カ ル ト に 固 有 の も の で あ る こ と が わ か る（ 後 述 ）。私 た ち は こ の「 二 義 性 」を デ

カ ル ト の 観 念 説 の 特 徴 と し て 念 頭 に 置 き つ つ 、 次 に 後 続 者 た ち の 観 念 説 を 見 て い

こ う 。  

 

1 .2  デカルトの後続者たちの観念説  

 本 節 で は デ カ ル ト の 影 響 を 受 け た 同 時 代 人 た ち の 観 念 説 を 概 観 し よ う 。 あ ら か

じ め 断 っ て お か ね ば な ら な い の は 、 こ こ で は 彼 ら 一 人 一 人 の 観 念 説 お よ び 認 識 理

論 の 解 釈 に 立 ち 入 る こ と は せ ず 、 あ く ま で 概 略 を 示 す に と ど ま る と い う こ と で あ

る 。 私 た ち は 、 ア ル ノ ー 、 マ ル ブ ラ ン シ ュ 、 ロ ッ ク の 観 念 説 を 順 に 見 て い こ う 。  

 

アルノ ーお よびマ ルブ ランシ ュ ( 1 6 1 2 - 1 6 9 4 ,  1 6 3 8 - 1 7 1 5 )  

 デ カ ル ト の 影 響 下 に お け る 観 念 説 の そ の 後 の 展 開 を 概 観 す る に あ た っ て 、 哲 学

史 に お い て 非 常 に 有 名 な「 ア ル ノ ー・マ ル ブ ラ ン シ ュ 論 争 」を 取 り 上 げ な い わ け に

は い か な い 。現 在 で も 1 7 世 紀 の 代 表 的 な 哲 学 者 の 一 人 と み な さ れ て い る マ ル ブ ラ

ン シ ュ だ け で な く 、ア ル ノ ー も 当 時 非 常 に 大 き な 影 響 力 を 持 っ た 哲 学 者・神 学 者 で

あ り 、 近 年 で は 独 立 し た 思 想 体 系 を 持 っ た 哲 学 者 と し て 彼 を 再 評 価 す る 向 き も あ

る ( c f .  N a d l e r ,  1 9 8 9 )。ア ル ノ ー ・ マ ル ブ ラ ン シ ュ 論 争 の 争 点 は 、ま さ し く デ カ ル ト

の 観 念 の「 二 義 性 」に 端 を 発 し て い る と 言 っ て よ い 。以 下 で は 両 者 の 主 張 を 簡 単 に

見 て い く 。  

 ア ル ノ ー の 観 念 説 の 特 徴 は 、 以 下 の よ う な 記 述 に 端 的 に 現 れ て い る 。  

私は知覚 (p e r cep t io n )と観念 ( i d ée)とを同一のものとみなすと言った。しかし、この

事物は単一ではあるものの、二つの関係 ( r ap p o r t )を持っているということに注意

せねばならない。一方は、この事物が変状させるところの精神に対する関係であ

る。他方は、精神において表象的に存在するものとしての、知覚された事物に対

する関係である。そして、知覚という語は前者の関係を、観念という語は後者の

関係をより直接的に指示するのである。平方の知覚は平方を知覚するものとして

の私の精神を、より直接的に指示するのであり、平方の観念は私の精神のうちに
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表象的に存在するものとしての平方を、より直接的に指示しているのである。

(Arn au ld ,  1 98 6 ,  p .4 4 ,  拙訳 )  

N a d l e r ( 1 9 8 9 )に よ れ ば 、ア ル ノ ー は「 外 的 対 象 の 真 な る 知 覚 に お い て は 、知 覚 と い

う 精 神 作 用 と 、知 覚 さ れ る 外 的 事 物 し か 存 在 し な い 」と 考 え て い る と 言 う 。上 の 引

用 で 言 わ れ て い る よ う に 、同 一 の 精 神 作 用 が 、「 精 神 作 用 と し て の 能 力 と い う 観 点

か ら は“ 知 覚 ”と 呼 ば れ 、精 神 外 の な に か を 表 象 す る 能 力 の 観 点 か ら は“ 観 念 ”と

呼 ば れ る 」 ( N a d l e r ,  1 9 8 9 ,  p . 1 2 7 )。こ の よ う に 、ア ル ノ ー に お い て「 観 念 」は「 精 神

作 用 」の 一 種 で し か な い 。し た が っ て ア ル ノ ー は 、観 念 も 含 む そ う し た 精 神 作 用 と

対 象 事 物 と の 間 に 「 表 象 像 」 の よ う な 中 間 物 を 認 め な い の で あ る 。  

 こ の よ う な ア ル ノ ー の 見 解 に 対 し 、 マ ル ブ ラ ン シ ュ は 以 下 の よ う に 言 う 。  

したがってそれ [精神 ]は、それ自身によってそれら [諸対象 ]を見ているのでは全く

ない。我々の精神が、たとえば、太陽を見るとき、我々の精神の直接的対象は太

陽ではなく、むしろ我々の魂に緊密に結合している何かあるものである。そして

これこそ私が観念と呼ぶところのものである。このように、観念というこの語に

よって、私はここで、精神が何かある対象を知覚する際に、精神の直接的対象で

あるもの、あるいは精神の最も近くにあるもの以外の 何ものも理解しない。 ( OC,  

I ,  4 1 3 -4 1 4 7 )   

こ こ で は 、「 精 神 の 直 接 的 対 象 」が 観 念 で あ る と 言 わ れ て い る 。マ ル ブ ラ ン シ ュ に

お い て は 、 ア ル ノ ー の よ う に 精 神 作 用 と 対 象 事 物 と が 直 接 接 続 す る こ と は 不 可 能

で あ る 。 厳 格 な 物 心 二 元 論 の も と 8で そ れ ら を 接 続 す る た め に は 、 超 越 的 な 神 を 媒

介 せ ね ば な ら な い 。 じ っ さ い 、「 観 念 は 神 の う ち に あ り 、 ま た 我 々 は 観 念 を み る 」

( O C ,  V I ,  6 7 )と 言 わ れ て お り 、 し た が っ て 「 観 念 と 明 晰 な 観 念 と を 私 は 同 じ も の と

解 す る 」 ( O C ,  V I ,  1 6 0 )と い う こ と に な る 。こ の よ う な 、人 間 精 神 と 観 念 と の 厳 密 な

区 別 お よ び そ れ ら の「 機 会 原 因 論 」的 な 接 続 が 、マ ル ブ ラ ン シ ュ の 観 念 説 の 特 徴 で

あ る と い え よ う 。  

 さ て 、以 上 に 見 た 両 者 の 主 張 か ら 争 点 を 取 り 出 す な ら ば 、「 観 念 は 精 神 作 用 の 一

種 な の か（ ア ル ノ ー ）、そ れ と も 精 神 作 用 の 対 象 な の か（ マ ル ブ ラ ン シ ュ ）」と い う

こ と に な る だ ろ う 。 こ の 前 者 の あ り 方 は 、「 作 用 ( a c t i o )」 と い う 語 彙 か ら も 明 ら か

な よ う に 、デ カ ル ト の 二 義 性 の う ち「 知 性 の 作 用 」と 呼 ば れ て い た あ り 方 に 近 い 。

対 し て 後 者 の あ り 方 は 、二 義 性 の う ち「 表 象 像 」と 呼 ば れ て い た あ り 方 に 近 い 。両

 
7  マルブランシュからの引用は Œ u v re s  co m p lè t e s  d e  M a le b r a n ch e ( 1 9 5 8 - 1 9 6 5 )からとし、これを

O C と略記し、巻数 (ローマ数字 )とページ番号 (アラビア数字 )を併記する。また、訳出にあたっ

ては藤江 ( 1 9 8 4 )を参考にした。  
8  藤江 ( 1 9 8 4 )の指摘するよ うに、マルブ ランシュの 体 系は、ある意 味でデカル ト の二元論をさ

らに厳格にしたものだと言える。  
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者 の 対 立 は 、藤 江 ( 1 9 8 4 )が 指 摘 す る よ う に 、単 な る 個 人 的 見 解 の 対 立 で は な く 、デ

カ ル ト の 観 念 説 の 解 釈 上 の 対 立 で も あ っ た （ 実 際 に 彼 ら は デ カ ル ト の テ キ ス ト を

引 き つ つ 議 論 し て い る ）。 1 . 1 に 見 た よ う に デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 は た し か に

自 覚 的 に 提 示 さ れ は す る が 、両 者 が い か な る 関 係 に あ り 、い か に し て 両 立 可 能 か と

い っ た こ と に つ い て は 説 明 が 与 え ら れ な か っ た た め 、 そ の 観 念 説 は 解 釈 の 幅 を 許

す も の と な っ て い る 。ア ル ノ ー・マ ル ブ ラ ン シ ュ 論 争 は 、明 ら か に こ う し た デ カ ル

ト の 観 念 説 の 二 義 性 に 端 を 発 し て い る の で あ る 。  

 

ロック ( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 )  

 ロ ッ ク も ま た 、デ カ ル ト の 影 響 下 に あ っ た 哲 学 者 の 一 人 で あ る 。ロ ッ ク は『 人 間

知 性 論 』 に お い て 以 下 の よ う に 言 う 。  

この際まず初めに、 […… ]観念という語を頻繁に用いたことを読者に許していた

だかなければならない。この語は、およそ人間が考えるとき、知性の対象である

ものを表すのに最も役立つと私が思う名辞なので、私は心象、思念、形象の意 味

するいっさい (wh a tev e r  i s  me an t  b y  Ph an tasm,  No t io n ,  Sp ec ies )を、いいかえると、

思考に際して心がたずさわることのできるいっさいを、表現するのにこの語を使

ってしまい、頻繁に使わないわけにはいかなかったのである。（ Lo ck e ,  1 9 7 5 ,  p .47）  

こ こ で は 観 念 は 、「 心 象 、思 念 、形 象 」と 言 い 換 え ら れ て い る 。こ れ ら は ま さ し く 、

私 た ち が 頭 の 中 に 描 く 像 の よ う な も の だ と 理 解 し て よ い だ ろ う 。 冨 田 の 言 う よ う

に 、「 ロ ッ ク の 観 念 説 に お い て は 、物 と 心 と の 間 に 観 念 が 入 り 込 み 、三 項 関 係 的 枠

組 み を 構 成 し て い る 」 (冨 田 ,  2 0 0 6 ,  p . 4 2 )。つ ま り 、観 念 は「 表 象 像 」の よ う な も の

で あ り 、か つ 心 そ の も の と は 別 の も の と し て 捉 え ら れ て い る の で あ る 。ま た 、神 野

に よ れ ば 、「 ロ ッ ク に お い て は 、ア イ デ ア と い う 言 葉 は 、現 代 で い う と 感 覚 知 覚 を

も 指 す も の と な る 」 (神 野 ,  2 0 11 ,  p . 3 9 )。よ く 知 ら れ る よ う に 、あ ら ゆ る 観 念 の「 経

験 」に よ る 獲 得 を 主 張 す る ロ ッ ク に お い て は 、観 念 は 決 し て 感 覚 的 な も の か ら 切 り

離 さ れ た も の で は あ り え な い の で あ る 。し た が っ て 、ロ ッ ク の 観 念 説 は デ カ ル ト の

「 観 念 ＝ 表 象 像 」説 を 引 き 継 い だ も の で あ り 、ま た そ の「 表 象 像 」と し て の「 観 念 」

が 感 覚 と 切 り 離 さ れ て い な い 点 に 特 徴 を 見 出 す こ と が で き る 。  

 

小括  

1 . 2 で は 、ア ル ノ ー 、マ ル ブ ラ ン シ ュ 、ロ ッ ク の 観 念 説 を 取 り 上 げ る 9こ と で 、彼 ら

に お け る 観 念 の あ り 方 が 、 各 々 の 認 識 論 や 形 而 上 学 的 体 系 と 密 接 に 結 び つ い た 三

 
9  本節にライプニッツの名が挙がらなかったことは疑問に思われるかもしれない。ここで簡単

にライプニッツの観念説に触れ、本文中で扱わなかった理由を述べたい。ライプニッツの観念

説は、一言で言えば「観念は能力である」というものである ( c f .  「観念とは何か」『ライプニッ
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者 三 様 の も の と な っ て い る さ ま を 概 観 す る こ と が で き た 。こ こ で 、 1 . 1 の 内 容 も 踏

ま え つ つ 、 そ れ ら を デ カ ル ト の 観 念 説 と の 関 係 と い う 観 点 か ら ま と め 直 そ う 。 ま

ず 、ア ル ノ ー・マ ル ブ ラ ン シ ュ 論 争 に お い て は 、観 念 が 精 神 作 用 の 一 種 な の か 、そ

れ と も 精 神 作 用 と は 区 別 さ れ た 対 象 な の か と い う 点 が 争 点 と な っ て お り 、実 際 、ア

ル ノ ー と マ ル ブ ラ ン シ ュ の 観 念 説 は こ の 点 に お い て 対 比 的 で あ る 。 こ の 観 点 か ら

見 る な ら ば 、ロ ッ ク の 観 念 説 も ま た 観 念 を 精 神 の 対 象 と 見 な す 点 で 、マ ル ブ ラ ン シ

ュ と 同 じ 立 場 に 立 っ て い る 。  

 以 上 の よ う な ポ ス ト ・ デ カ ル ト の 観 念 説 を デ カ ル ト 本 人 の も の と 比 較 す る な ら

ば 、ま ず 、後 続 者 た ち の 観 念 説 に お い て は「 観 念 」が ほ ぼ 一 義 的 に 説 明 可 能 な も の

で あ る こ と が 指 摘 さ れ よ う 。そ の 上 で 、彼 ら の 観 念 説 は い ず れ も デ カ ル ト の 観 念 説

を 部 分 的 に 継 承 し た も の で あ る こ と が 見 て 取 れ る 。デ カ ル ト の 観 念 説 は「 観 念 ＝ 知

性 の 作 用（ あ る い は 思 惟 の 様 態 ）」と「 観 念 ＝ 表 象 像 」と い う 二 義 的 な 規 定 を 持 っ

て い た 。そ う し た 二 義 性 の う ち 、ア ル ノ ー に よ っ て 前 者 が 、マ ル ブ ラ ン シ ュ や ロ ッ

ク に よ っ て 後 者 が 継 承 さ れ 、各 々 の 思 想 体 系 の 中 で 独 自 の 発 展 を 遂 げ た の で あ る 。 

 こ こ か ら 逆 に 、 1 . 1 に 見 た 観 念 の 二 義 性 は 、デ カ ル ト の 観 念 説 に 固 有 の 特 徴 だ と

い う こ と も 言 え る 。序 に お い て 述 べ た よ う に 、人 間 の 認 識 に か か わ る も の と し て の

新 し い「 観 念 」概 念 を 成 立 さ せ た の は デ カ ル ト で あ る 。し か し 、そ の デ カ ル ト が 提

示 し た 観 念 説 は 二 義 的 で 、 し か も そ の 提 示 の 仕 方 は 二 側 面 の 関 係 付 け を 欠 い た も

の で あ っ た 。し た が っ て 、デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 お よ び 説 明 不 足 が 、ポ ス ト・

デ カ ル ト の 多 様 な 観 念 説 が 展 開 さ れ る こ と と な っ た 要 因 の 一 つ だ 、 と い う こ と は

少 な く と も 言 え る だ ろ う 。近 世 的「 観 念 」概 念 の 展 開 は 、デ カ ル ト の 二 義 的 な 観 念

説 を 出 発 点 と し て 、 こ の よ う な 見 取 り 図 の も と で 捉 え 直 す こ と が で き る 。  

 こ の よ う な 見 取 り 図 の も と で 私 た ち は 、 ス ピ ノ ザ の 観 念 説 に つ い て ど の よ う な

特 徴 を 見 出 す こ と が で き る だ ろ う か 。以 下 で は 、こ の 見 取 り 図 を 念 頭 に 、ス ピ ノ ザ

を 近 世 的 観 念 説 の 展 開 の な か に 位 置 付 け る こ と を 試 み よ う 。  

 

2 .  スピノザの観念説の特異性  

2 .1  スピノザの観念説  

 

ツ著作集』,  1 9 9 0 ,  p p .1 9 -2 4 . )。そしてこの観念説もまたデカルトに淵源していると考えられる。

という のも、 デカ ルトは 晩年、「 掲貼文 書へ の覚え 書」に おいて 「生 得観念 が思惟 する能 力と

異なるものであるとは判断しなかった」( AT,  V I I I - 2 ,  3 5 7 )と述べているからだ。したがってライ

プニッツの観念説もまた、デカルトの多義的な観念説のある面を継承・発展させたものとして

捉えることが可能である。しかしながら、初期や晩年の観念説とその変遷を網羅的に扱うこと

は本稿の手に余るので、本稿では『省察』における観念説に考察の範囲を限定している。以上

のような理由から、表象像／思惟様態の二義性という枠組みからは逸脱する「掲貼文書への覚

え書」からライプニッツの観念説への流れを本文中で扱うことはし なかった。デカルト観念説

の継承の仕方の違いという観点からスピノザとライプニッツを比較することは、本稿に残され

た魅力的な課題だと言えよう。  
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本 節 で は 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を 主 著『 エ チ カ 』を 中 心 に 再 構 成 す る 。こ こ で は 本 稿

の 目 的 に 沿 っ て 、観 念 の「 真 偽 」に か か わ る 記 述 で は な く 、観 念 そ の も の の 存 在 や

本 性 に か か わ る 記 述 を 取 り 上 げ る 。  

 さ て 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を 見 て い く 際 に は 、ま ず 以 下 の こ と を 大 前 提 と し て 留 意

し て 置 か ね ば な ら な い 。す な わ ち 、ス ピ ノ ザ に お い て「 観 念 」と 言 わ れ る 場 合 、そ

れ が 必 ず し も 「 人 間 精 神 が 持 つ 観 念 」 と は 限 ら な い と い う こ と で あ る 。『 エ チ カ 』

に お い て 観 念 説 は 主 に 第 2 部 に お い て 展 開 さ れ る 。第 1 部 に お い て は 、実 体 −属 性

−様 態 の 三 項 構 造 や そ れ ぞ れ の 存 在 論 的 身 分 が 、ど の 属 性 に も 通 用 す る 仕 方 で 一 般

的 に 明 ら か に さ れ る 。 第 2 部 に お い て よ う や く 、 神 あ る い は 実 体 の 持 つ 無 限 な 属

性 の う ち に 、延 長 す る も の と 思 惟 す る も の が 存 在 す る こ と が 明 ら か に さ れ 、こ の 思

惟 の 属 性 に お い て 「 観 念 」 が 成 立 す る 。 そ し て 、「 観 念 」 に 基 づ い て 「 人 間 精 神 」

が 規 定 さ れ る 。言 い 換 え れ ば 、「 観 念 」一 般 に 何 ら か の 制 限 を 加 え た も の が「 人 間

精 神 」な の で あ る 。し た が っ て 、「 観 念 」と 言 わ れ る 場 合 、そ れ は 無 条 件 に「 人 間

精 神 が 持 つ 観 念 」を 意 味 す る わ け で は な い 。デ カ ル ト 、ア ル ノ ー 、マ ル ブ ラ ン シ ュ 、

ロ ッ ク に お い て は 、「 観 念 」と 言 わ れ る 際 に「 人 間 精 神 が 持 つ 観 念 」を 想 定 し て も

基 本 的 に 問 題 な い 。し か し 、ス ピ ノ ザ に お い て は 、人 間 が 持 つ と 持 た な い と に 関 わ

ら ず 、観 念 は す で に つ ね に 、実 体 あ る い は 神 の う ち に あ る 。上 野 の 言 う よ う に 、「 精

神 な ん か な く て も 、た だ 端 的 に 、考 え が あ る 、観 念 が あ る 、と い う 雰 囲 気 で 臨 ま ね

ば な ら な い 」 の で あ る (上 野 ,  2 0 0 5 ,  p . 1 0 8 )。  

 以 上 の こ と に 留 意 し つ つ 、実 際 に ス ピ ノ ザ の 記 述 を 見 て い こ う 。ま ず は 、観 念 の

「 定 義 」 を 見 て み よ う 。  

E2 d ef3 1 0 ： 観 念 と は 、 精 神 が 思 惟 す る 物 で あ る が ゆ え に 形 成 す る 精 神 の 概 念

( co n cep tu s )のことと解する。  

説明：私は知覚というよりもむしろ概念という。その理由は知覚という言葉は精

神が対象からはたらきを受けることを示すように見えるが、概念はこれに反して

精神の能動 ( ac t io )を表現するように見えるからである。  

こ こ で は 、観 念 が「 精 神 の 概 念 」と し て 定 義 さ れ て い る 。こ こ か ら 、ス ピ ノ ザ に お

け る 観 念 は 、 精 神 が 能 動 的 に す な わ ち 主 体 的 に 形 成 す る も の と し て 定 義 さ れ て い

る よ う に 見 え る か も し れ な い 。し か し 、前 述 の よ う に 、ス ピ ノ ザ の 場 合 は 精 神 の 存

在 を 前 提 に し て 観 念 を 理 解 し て は な ら な い 。実 際 、 ス ピ ノ ザ の 記 述 を 見 る と 、「 観

念 」の 定 義 に お い て は「 精 神 」が 持 ち 出 さ れ（ E 2 d e f 3）、「 精 神 」の 定 義 に は「 観 念 」

が 持 ち 出 さ れ る（ E 2 p 11）、と い う 循 環 構 造 を な し て い る よ う に 見 え る 。G u e r o u l t の

 
1 0  スピノザの著作からの引用は略号を用いる。文末の凡例を参照。  



- 38 - 

言 う よ う に 、 E 2 d e f 3 は 観 念 の 定 義 と し て 「 狭 い 」 の で あ る 1 1。『 エ チ カ 』 の 体 系 に

お い て は 、「 神 の 本 質 か ら 生 じ る す べ て の も の の 観 念 が 存 在 す る 」（ E 2 p 3）一 方 で 、

精 神 は 身 体 を 対 象 と す る 観 念（ E 2 p 1 3）と い う き わ め て 範 囲 の 限 定 さ れ た も の で し

か な い 。し た が っ て 、 E 2 d e f 3 が「 観 念 」一 般 で は な く 、「 精 神 が 形 成 す る 限 り で の

観 念 」と し て し か 定 義 さ れ て い な い の は 奇 妙 に 思 え る 。し か し こ の 、人 間 精 神 に 関

係 す る 範 囲 に 話 を 限 定 す る と い う バ イ ア ス は 、 ス ピ ノ ザ の 意 図 を 読 み 込 む こ と で

理 解 す る こ と が で き る 。と い う の も 、ス ピ ノ ザ は 第 2 部 の 冒 頭 に お い て 、「 こ こ で

は た だ 、人 間 精 神 と そ の 最 高 の 幸 福 と の 認 識 へ 、我 々 を い わ ば 手 を 執 っ て 導 き う る

も の だ け に と ど め る 」と し て 、記 述 の 範 囲 を 予 め 人 間 精 神 に か か わ る こ と に 限 定 し

て い る か ら で あ る 。 E 2 d e f 3 に お け る 観 念 の 定 義 の 「 狭 さ 」 は 、 第 2 部 の 目 的 に 応

じ た バ イ ア ス と し て 説 明 さ れ う る の で あ る 。ま た 、G u e r o u l t も 指 摘 す る よ う に 、精

神 の 受 動 性 で は な く 能 動 性 が 強 調 さ れ て い る 1 2点 も こ の 定 義 の 特 徴 で あ る だ ろ う 。 

 以 上 に 見 た よ う な「 狭 さ 」も あ り 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を 把 握 す る の に 定 義 だ け で

は 明 ら か に 不 十 分 で あ る 。私 た ち は 次 に 、デ カ ル ト と の 対 比 に お い て よ く 取 り 上 げ

ら れ る 以 下 の 箇 所 を 見 る こ と で 、 ス ピ ノ ザ の 観 念 説 に も う 少 し 近 付 こ う 。  

[…… ]思惟を絵画に堕さしめないようにしてもらいたい。なぜなら私は、観念を、

眼底に形成される―脳の中央に形成される、と言いたければ言ってもよい―

表象像 ( im ag o )とは解せずに、思惟の概念 [把握作用 ]と解するからである。（ E2 p 4 8 s） 

こ こ で ス ピ ノ ザ は 、「 表 象 像 」を「 絵 画 」に 喩 え 、そ れ ら と 観 念 と が 区 別 さ れ ね ば

な ら な い と 主 張 し て い る 。こ う し た「 観 念 ＝ 表 象 像 」の 否 定 は 、以 下 の よ う な 箇 所

に も 現 れ て い る 。  

[…… ]私は読者に、観念あるいは精神の概念と、我々が表象する事物の表象像と

を、正確に区別すべきことを注意する。 […… ]彼らは観念を画板の上の無言の絵

のごとくに見ているのである。そしてこの偏見にとらわれて彼らは、観念は観念

である限りにおいて肯定ないし否定を含んでいるということに気付かないので

ある。（ E2 p 4 9 s）  

今 度 は 表 象 像 は「 画 板 の 上 の 無 言 の 絵 」と 喩 え ら れ 、や は り 観 念 を そ の よ う な も の

と 捉 え る 見 方 が 批 判 さ れ て い る 。さ て 、こ の よ う な「 絵 画 」「 無 言 の 絵 」と 喩 え ら

れ る よ う な「 表 象 像 」は 、デ カ ル ト や マ ル ブ ラ ン シ ュ 、ロ ッ ク が 主 張 し た「 観 念 ＝

 
1 1「 そ れ は 精 神 が 持 つ 観 念 を 定 義 し て お り 、 精 神 で あ る と こ ろ の 観 念 も 、 神 が 神 自 身 や 事

物 に つ い て 持 つ 観 念 も 定 義 し て い な い 」 ( G u e r o u l t ,  1 9 7 4 ,  p . 2 6 )。  
1 2  G u e r o u l t は 以 下 の よ う に 言 う 。「 そ こ で は 、 わ れ わ れ が 諸 観 念 を 、 対 象 に よ っ て わ れ わ

れ の 中 に 生 み 出 さ れ る 受 動 と し て で は な く 能 動 と し て 捉 え る と い う 仕 方 で 、 [… … ]先 入 見

を 排 除 す る こ と が 問 題 な の だ 」 ( i b i d . ,  p . 2 8 )。  
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表 象 像 」の あ り 方 と 一 致 す る だ ろ う か 。こ こ で 、ス ピ ノ ザ が 上 記 の 2 つ の 引 用 を 含

む 定 理 お よ び そ の 備 考 で 主 張 し た か っ た こ と を 確 認 し て お こ う 。 こ れ ら は 共 に 、

「 意 志 作 用 が 観 念 そ の も の と は 別 に 存 在 す る わ け で は な い 」 こ と 、 逆 か ら 言 え ば

「 観 念 そ の も の が 意 志 作 用 を 含 む 」 こ と を 主 張 す る 文 脈 の 中 に 置 か れ た も の で あ

る 。そ う し た 主 張 は 、「 精 神 は 意 志 作 用 に よ っ て 任 意 の 観 念 を 意 志 し た り す る 」と

い う 説 明 モ デ ル を 斥 け る こ と と 表 裏 一 体 で あ る 。 こ の 仮 想 敵 と し て の 説 明 モ デ ル

に お い て は 、観 念 は 精 神 や 知 性 の 作 用 そ の も の と は 切 り 離 さ れ た 、む し ろ そ う し た

作 用 の 対 象 と な る よ う な も の で あ る 。こ う し た 観 念 観 は 、ま さ し く デ カ ル ト か ら マ

ル ブ ラ ン シ ュ 、ロ ッ ク に 引 き 継 が れ た「 観 念 ＝ 表 象 像 」と し て の あ り 方 で あ る と 言

え よ う 。 こ の 意 味 で 、 彼 ら の 見 解 に 明 確 に 反 す る 立 場 に ス ピ ノ ザ は 立 っ て い る 。  

 以 上 に 明 ら か に な っ た ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を ま と め る と 、 ま ず 観 念 は 定 義 に お い

て は「 精 神 の 概 念 」で あ り 、そ の 概 念 と は 精 神 の 能 動 ＝ 活 動 ( a c t i o )を 表 し 、さ ら に

観 念 は「 表 象 像 」す な わ ち「 無 言 の 絵 」で は な い こ と が 強 調 さ れ る 。こ こ で 、 1 . 2 .

で 行 っ た の と 同 様 に 、 ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を デ カ ル ト の 継 承 の 観 点 か ら 考 察 し て み

よ う 。上 に ま と め た よ う な 特 徴 を も つ ス ピ ノ ザ の 観 念 説 は 、一 見 、 1 . 2 で 見 た ア ル

ノ ー の も の に 近 い よ う に 思 わ れ る 。デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 の う ち 、「 観 念 ＝ 表

象 像 」説 を と っ た マ ル ブ ラ ン シ ュ や ロ ッ ク に 対 し 、ア ル ノ ー は「 観 念 ＝ 知 性 の 作 用 」

あ る い は「 観 念 ＝ 思 惟 の 様 態 」説 を と っ た 。ス ピ ノ ザ と ア ル ノ ー は 、観 念 を 精 神 作

用 と 不 可 分 の も の と み な し 、「 観 念 ＝ 表 象 像 」と い う 見 方 を 明 確 に 批 判 し て い る 点

で 共 通 し て い る 。で は 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 は ア ル ノ ー と 同 様 に 、デ カ ル ト の 観 念 説

の 二 義 性 の う ち「 観 念 ＝ 様 態 」説 を ほ ぼ 一 義 的 に 採 用 し て い る―こ の よ う に 結 論

づ け る こ と は 可 能 だ ろ う か 。  

 し か し 、実 は そ う で は な い 。と い う の も 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 も ま た 、デ カ ル ト と

同 様 に「 二 義 的 」な 枠 組 み を 持 っ て い る か ら だ 。私 た ち は 次 節 に お い て 、こ の こ と

を 確 認 し よ う 。  

 

2 .2  スピノザにおける観念の二義性  

『 エ チ カ 』 に は 、 以 下 の よ う な 文 言 が 見 出 さ れ る 。  

2 p 5 d： […… ]観念の形相的有 ( es se  fo rm ale )は（それ自体明白なように）思惟の様態

である。言いかえれば思惟するものである限りにおいての神の本性をある一定の

仕方で表現する様態である。  

2 p 8 c： […… ]個物がただ神の属性の中に包容されている限りにおいてのみ存在す

る間は、個物の表象的有 ( es s e  o b jec t iv u m)すなわち個物の観念は神の無限な観念が

存在する限りにおいてのみ存在する。  
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こ の 二 つ の 引 用 を 見 る と 、後 者 に お い て は 観 念 が「 表 象 的 有 」と 言 い 換 え ら れ て い

る 一 方 で 、前 者 に お い て は 観 念 が「 形 相 的 有 」も 持 っ て い る こ と が 示 さ れ て い る 。

こ こ に は 、デ カ ル ト の 観 念 説 に お い て 二 義 性 を 表 現 す る の に 用 い ら れ て い た「 形 相

的 ／ 表 象 的 」と い う 近 世 ス コ ラ 由 来 の 対 立 軸 が 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 に お い て も 保 持

さ れ て い る こ と が 見 て 取 れ る 。  

 1 節 で 見 た よ う に 、 デ カ ル ト の 観 念 説 は 二 義 的 で あ っ た が 、 ア ル ノ ー 、 ロ ッ ク 、

マ ル ブ ラ ン シ ュ は そ れ ぞ れ 二 義 性 の 一 方 の み を 継 承 し 、ほ ぼ 一 義 的 な「 観 念 」概 念

を 提 示 し て い た 。じ っ さ い 、た と え ば 、先 に 類 似 性 が 認 め ら れ る と 述 べ た ア ル ノ ー

の 観 念 説 が 体 系 的 に 展 開 さ れ る 『 真 な る 観 念 と 偽 な る 観 念 に つ い て 』 第 5 章 に お

い て は 、「 表 象 的 に ( o b j e c t i v e m e n t )」と い う 語 は 多 用 さ れ て い る も の の 、対 に な る べ

き 「 形 相 的 に ( f o r m e l l e m e n t ) 」 と い う 語 は 見 出 さ れ な い の で あ る ( A r n a u l d ,  1 9 8 3 ,  

p p . 4 3 - 5 0 )。し た が っ て 、彼 ら と ほ ぼ 同 時 期 に 活 躍 し た ポ ス ト・デ カ ル ト の 哲 学 者 と

し て ス ピ ノ ザ の 観 念 説 を 特 徴 づ け る な ら ば 、 デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 の ど ち ら

か 一 方 を 継 承 す る の で は な く 二 義 的 構 造 そ の も の を 継 承 し て い る 点 に 、 ス ピ ノ ザ

の 観 念 説 は 一 つ 大 き な 特 徴 を 有 し て い る と 言 っ て よ い だ ろ う 。  

 以 上 の 議 論 に よ り 、 デ カ ル ト の 観 念 説 を 出 発 点 と す る 近 世 的 観 念 説 の 見 取 り 図

の も と で は 、ス ピ ノ ザ を「 二 義 的 な 観 念 説 の 継 承 者 」と し て 位 置 付 け る こ と が で き

る 。こ こ に お い て 、本 稿 は あ る 程 度 そ の 目 的 を 果 た し た 。し か し 、こ こ に は さ ら な

る 問 い が 生 じ る 。ま ず 、ス ピ ノ ザ と デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 は 、そ の 内 容 を 完 全

に 同 じ く す る も の で は な い 。 両 者 の 違 い は ど の よ う な 点 に あ る の だ ろ う か （ 問 い

① ）。ま た 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 は 二 義 性 を 保 持 し て い る 一 方 で 、ア ル ノ ー に も 近 い

観 念 の 活 動 性・能 動 性 の 強 調 と い う 特 徴 も 持 っ て い る 。こ う し た 特 徴 と 二 義 性 の 保

持 と は 、ス ピ ノ ザ の 中 で い か に し て 両 立 し う る の だ ろ う か（ 問 い ② ）。 本 稿 で は 最

後 に 、こ れ ら の 問 題 に 見 通 し を つ け る こ と を 試 み よ う 。そ こ で は 、ス ピ ノ ザ が デ カ

ル ト の 観 念 説 を 継 承 し た だ け で な く 、 ど の よ う に 改 革 し た の か に 迫 る こ と が で き

る だ ろ う 。  

 

2 .3  スピノザの特異性―観念の二義性から平行論の成立へ―  

 私 た ち は ま ず 問 い ① 、 す な わ ち デ カ ル ト と ス ピ ノ ザ に お け る 観 念 の 二 義 性 の 内

実 の 違 い に 取 り 組 も う 。  

 『 エ チ カ 』 に お け る 観 念 の 二 義 性 の 内 実 を 明 ら か に す る た め に は 、 E 2 p 5 か ら

E 2 p 6 c に か け て の 流 れ を 概 観 す る こ と か ら 始 め る の が よ い だ ろ う 。 ま ず E 2 p 5 に お

い て 、「 観 念 の 形 相 的 有 」は 思 惟 属 性 の 様 態 で あ り 、し た が っ て そ の 他 の 属 性 を 原

因 と し て 生 じ る も の で は な い 、と い う こ と が 示 さ れ る（ 思 惟 以 外 の 様 態 → 思 惟 様 態

の 因 果 の 否 定 ）。次 に 、E 2 p 6 に お い て こ の こ と が す べ て の 諸 属 性 間 へ と 一 般 化 さ れ
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る こ と を 経 て 、 E 2 p 6 c に お い て は E 2 p 5 と は 逆 に 、 思 惟 属 性 以 外 の 属 性 に お け る 諸

事 物 が 、神 に よ る そ れ ら の 認 識 を 原 因 と し て 生 じ る わ け で は な い 、と い う こ と が 示

さ れ る（ 思 惟 様 態 → 思 惟 以 外 の 様 態 の 因 果 の 否 定 ）。こ こ に 、あ る 属 性 に お け る 諸

様 態 間 の 因 果 系 列 の 生 成 は 、そ の 属 性 の 中 だ け で 完 結 す る の で あ り 、他 の 属 性 の 干

渉 を 一 切 受 け な い 、 と い う 諸 属 性 の 自 律 性 が 成 立 す る 。 2 p 6 c で は さ ら に 、 諸 属 性

に お け る 因 果 系 列 は す べ て「 同 一 の 仕 方・同 一 の 必 然 性 を も っ て 」生 じ る と 言 わ れ

る 。諸 属 性 の 自 律 性 、そ の 各 々 の 因 果 系 列 の「 同 一 の 仕 方 」で の 生 成 、と い う こ の

二 つ の 要 素 に よ っ て 、 い わ ゆ る 「 平 行 論 」 が 成 立 す る の が 2 p 5 - 2 p 6 c の 流 れ な の で

あ る 。こ の 流 れ の な か で 、「 観 念 の 形 相 的 有 」は 、諸 属 性 の 自 律 性 を 導 出 す る プ ロ

セ ス に お い て 強 調 さ れ て い た の で あ る 。  

 こ う し て 平 行 論 が 成 立 し た 直 後 に 、い よ い よ「 表 象 的 」側 面 が 現 れ る 。そ こ で は

以 下 の よ う に 言 わ れ る 。  

2 p 7 c：この帰結として、神の思惟する能力は神の活動する現実的能力に等しいこ

とになる。言い換えれば、神の無限な本性から形相的に ( fo rmal i t e r )生じるすべて

のことは、神の観念から同一の秩序・同一の連結をもって神のうちに 表象的に

(o b jec t iv e )生じるのである。  

こ こ で 言 わ れ て い る「 神 の 無 限 な 本 性 か ら 形 相 的 に 生 じ る 」は 、先 に「 諸 属 性 の 自

律 性 」導 出 の プ ロ セ ス に お い て 見 た よ う な 、諸 属 性 に お い て 実 際 に 因 果 系 列 が 形 成

さ れ る こ と だ と 理 解 し て よ い だ ろ う 。続 い て 、そ う し た 因 果 系 列 の す べ て が「 同 一

の 秩 序 」で「 神 の う ち に 表 象 的 に 生 じ る 」と 言 わ れ る 。こ こ に 、「 形 相 的 に 」生 じ

る も の と「 表 象 的 に 」生 じ る も の と の 間 の 平 行 論 が 成 立 す る 。こ の 平 行 論 は 、 2 p 5 -

2 p 6 c に お い て 成 立 す る も の と は 別 の も の だ 、 と い う こ と に 注 意 せ ね ば な ら な い 。

と い う の も 、 2 p 7 c の 平 行 論 は 、「 諸 属 性 間 の 平 行 論 」 で は な く 、「 任 意 の 属 性 と そ

の 観 念 と の 間 の 平 行 論 」 だ か ら で あ る 。  

 こ こ で 重 要 な の は 、「 諸 属 性 間 の 平 行 論 」の「 諸 属 性 」に は 、思 惟 属 性 も 含 ま れ

る と い う こ と で あ る 。 し た が っ て 、 た と え ば 思 惟 属 性 と 延 長 属 性 と が 互 い に 独 立

に 、か つ「 同 じ 仕 方 で 」因 果 系 列 を 形 成 す る と い う こ と だ け な ら 、2 p 5 - 2 p 6 c の 平 行

論 が 成 立 し た 時 点 で 確 保 で き て い る こ と に な る 。 し か し 、 2 p 5 - 2 p 6 c に お け る 「 延

長 −思 惟 」 平 行 論 と 、 2 p 7 c に お け る 「 延 長 −延 長 の 観 念 」 平 行 論 は 、 思 惟 と 思 惟 さ

れ る も の と の「 紐 付 け 」の 有 無 に お い て 異 な る 1 3。「 延 長 −思 惟 」平 行 論 に お い て は 、

 
1 3  この二種類の平行論については、本来は十分に紙幅を割いて論じるべきであるが、本稿では

必要な論点だけに留める。この主題はいくつかの先行研究によってすでに論じられており、た

とえば D e l e u z e はこの両者を「存在論的平行論」および「認識論的平行論」と呼び ( D e l e u z e ,  1 9 6 8 ,  

p . 9 9 )、  G u e r o u l t は「思惟外的平行論」「思惟内的平行論」と呼んでいる ( G u e r o u l t ,  1 9 7 4 ,  p p .6 5 -

7 2 )。邦語文献では平井 (2 0 0 1 )がある。  
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い わ ば 因 果 系 列 同 士 の「 同 型 性 」が 言 わ れ て い る だ け な の で 、そ こ に は な ん の 紐 付

け も な く 、し た が っ て こ こ で の 思 惟 は「 延 長 の 観 念 」と 呼 ば れ る べ き で は な い だ ろ

う 。前 述 の よ う に 、こ こ で は「 諸 属 性 間 の 自 律 性 」に 重 心 が あ る か ら だ 。こ れ に 対

し 、「 延 長 −延 長 の 観 念 」平 行 論 に お い て は 、明 ら か に 思 惟 と 思 惟 さ れ る も の と の 間

の 認 識 論 的 な 紐 付 け が あ る 。以 上 の こ と か ら 、私 た ち は 観 念 の「 形 相 的 ／ 表 象 的 」

な 二 義 性 に つ い て 、「 諸 属 性 間 の 自 律 性 」を 導 出 す る た め に 強 調 さ れ る の が 観 念 の

「 形 相 的 」側 面 で あ り 、「 思 惟 と 思 惟 さ れ る も の と の 紐 付 け 」が 主 張 さ れ る た め に

導 入 さ れ る の が「 表 象 的 」側 面 で あ る 、と 結 論 づ け る こ と が で き る だ ろ う 。2 p 8 c に

お け る 観 念 ＝ 「 個 物 の 表 象 的 有 」 の ス テ ー タ ス は 、 2 p 7 c の 平 行 論 の 枠 組 み に お い

て の み 理 解 さ れ う る 。す な わ ち 、観 念 が「 何 か を 表 象 す る か ぎ り に お い て 」捉 え ら

れ た も の が 「 表 象 的 有 」 な の で あ る 。  

 こ の よ う に ス ピ ノ ザ は 、デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 性 を 引 き 継 ぎ つ つ も 、そ れ を 二

種 類 の 平 行 論 の 成 立 の た め の 礎 と し て 用 い た の で あ る 1 4。デ カ ル ト に お い て は 、観

念 の 二 義 性 は 関 係 づ け ら れ な い ま ま 並 存 し て い た 。こ れ に 対 し 、ス ピ ノ ザ に お い て

は 、観 念 の「 形 相 的 」側 面 は「 思 惟 属 性 の 他 の 属 性 か ら の 自 律 性 」の 導 出 の た め に 、

「 表 象 的 」側 面 は「 思 惟 と 思 惟 さ れ る も の と の 認 識 論 的 紐 付 け 」が 主 張 さ れ る た め

に 用 い ら れ 、そ し て そ の 両 者 は と も に 、『 エ チ カ 』の 平 行 論 的 体 系 に よ っ て 関 係 づ

け ら れ て い る 。私 た ち は ひ と ま ず 、以 上 の 議 論 を 以 て 第 一 の 問 い に 見 通 し を つ け た

も の と し よ う 。  

 こ こ か ら 、残 る 問 い ② 、す な わ ち 、観 念 の 二 義 性 の 保 持 は ア ル ノ ー 的 な 観 念 の 活

動 性 の 強 調 と ど う 両 立 す る か と い う 問 い へ の 答 え も 見 え て く る 。 ア ル ノ ー が 強 調

し た の は 、観 念 の「 知 性 の 作 用 」と し て の 側 面 で あ り 、こ れ は デ カ ル ト に お い て は

「 形 相 的 」と 呼 ば れ る 側 面 で あ っ た 。ス ピ ノ ザ も ま た 、 2 d e f 3 で は 観 念 ＝ 概 念 の 活

動 性 を 強 調 し た の で あ り 、 2 p 5 に お い て は 観 念 の「 形 相 的 有 」を 強 調 し て い る 。そ

こ で は 、「 思 惟 属 性 の 自 律 性 」 を 導 出 す る た め に 「 観 念 の 形 相 的 有 ＝ 思 惟 の 様 態 」

が 持 ち 出 さ れ て い た 。「 思 惟 属 性 の 自 律 性 」と は 、「 思 惟 属 性 は そ の 内 部 だ け で 因 果

系 列 を 形 成 で き る 」こ と に 等 し い 。そ の た め に は 、思 惟 属 性 に お け る 因 果 系 列 の 構

成 要 素 で あ る 個 々 の 観 念 が 、次 に 生 じ る べ き 観 念 の「 原 因 」と な る こ と が 可 能 で な

く て は な ら な い 。こ の こ と は 、観 念 は「 画 板 の 上 の 絵 」で あ り 、不 活 性 で 静 的 で 、

知 性 や 意 志 に よ っ て オ ペ レ ー ト さ れ る べ き も の 、 と い う 観 念 説 を と っ て い て は 不

可 能 で あ る 。反 対 に 、観 念 は 活 動 的 な も の・そ れ 自 体 で 他 を 産 出 す る 力 能 を 持 っ た

 
1 4  誤解してはならないのが 、 2 p 7 c の平行論は必ずしも「観念の」二義性の間の 平行論とは限

らないということである。むしろ大半は「思惟以外の属性とその観念との間の」平行論だと言

えよう 。ただ し、 この平 行論は 思惟属 性に おいて も成立 するの で、「 思惟属 性と思 惟属性 の観

念」との間の平行論もある。ここにおいて成立するのが「観念の観念」というスピノザに独自

の自己意識として知られる概念なのである。「観念の観念」導出の流れは平井 ( 2 0 0 1 )に詳しい。  
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も の と し て 規 定 さ れ な く て は な ら な い 。こ の よ う に 、ス ピ ノ ザ に お け る 観 念 の 活 動

性 の 強 調 お よ び「 観 念 ＝ 表 象 像 」説 の 拒 否 と い う ア ル ノ ー 的 特 徴 は 、二 つ の 平 行 論

の う ち 第 一 の 平 行 論 の 導 出 過 程 に お い て 意 義 を 持 つ も の で あ る 。 し か し ス ピ ノ ザ

に は 第 二 の 平 行 論 も ま た 必 要 だ っ た の で あ り 、「 二 義 性 」の も う 一 方 で あ る「 表 象

的 」側 面 が 意 義 を 持 つ 場 所 も ま た 確 保 さ れ て い る 。こ の よ う に 、ス ピ ノ ザ に お け る

観 念 の 活 動 性 の 強 調 は 、観 念 の 二 義 性 の 保 持 と 同 様 に 、二 つ の 平 行 論 の 枠 組 み の な

か で 説 明 さ れ る の で あ る 。  

 2 節 に お い て 私 た ち は 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の 特 異 性 に 取 り 組 ん で き た 。さ し あ た

り 、以 下 の 二 点 を 本 節 の 結 論 と し よ う 。ま ず 、ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の「 ポ ス ト・デ カ

ル ト 」 と し て の 特 異 性 は 、 デ カ ル ト の 観 念 説 の 二 義 的 構 造 を 継 承 し て い る と い う

点 。そ し て 、デ カ ル ト に お い て は 二 側 面 が 関 係 づ け ら れ な い ま ま 並 存 し て い た の に

対 し 、 ス ピ ノ ザ は 平 行 論 と い う 独 自 の 体 系 に よ っ て 二 側 面 を 関 係 づ け た と い う 点

で あ る 。後 者 の 点 に つ い て は 、本 稿 の 分 析 は 見 通 し を 示 し た も の に す ぎ ず 、さ ら な

る 探 求 に よ っ て そ の 具 体 相 を 解 明 し て い く こ と が 求 め ら れ る だ ろ う 。  

 

結び  

本 稿 が 明 ら か に し た の は 以 下 の こ と で あ る 。ま ず 、近 世 的「 観 念 」概 念 の 出 発 点

と し て の デ カ ル ト の 観 念 説 に は 、「 二 義 性 」が あ り 、解 釈 の 幅 を 許 す も の で あ っ た 。

そ の 影 響 下 に あ っ た ア ル ノ ー 、マ ル ブ ラ ン シ ュ 、ロ ッ ク ら は 、デ カ ル ト の 観 念 説 の

二 義 性 の う ち 、明 ら か に 一 方 に 重 心 を 置 い た 仕 方 で 解 釈・継 承 し 、彼 ら 独 自 の 観 念

説 を 展 開 し た （ そ の 結 果 、 1 7 世 紀 の 観 念 説 は 山 田 ( 1 9 9 8 )の 言 う よ う な 多 義 性 を 帯

び る こ と と な っ た ）。こ れ に 対 し ス ピ ノ ザ の 観 念 説 は 、二 義 的 構 造 そ の も の を 維 持

し て い る 点 に ポ ス ト・デ カ ル ト の 観 念 説 と し て の 特 異 性 が あ る 。さ ら に 、デ カ ル ト

は 観 念 の 持 つ 二 側 面 を 明 確 に 関 係 づ け る こ と は し な か っ た の に 対 し 、 ス ピ ノ ザ は

そ れ ら を 平 行 論 の 体 系 の な か で 関 係 づ け た 点 に 、 ス ピ ノ ザ の 観 念 説 の デ カ ル ト に

対 す る 特 異 性 が あ る 。  

 以 上 よ り 本 稿 は 、 デ カ ル ト の 二 義 的 な 観 念 説 を 出 発 点 と し て 近 世 的 観 念 説 の 展

開 を 跡 づ け る 試 み が 一 定 の 実 り を も た ら す も の で あ る こ と を 示 す こ と が で き た よ

う に 思 わ れ る 。 2 . 3 の 議 論 か ら も 明 ら か な よ う に 、ス ピ ノ ザ に お け る 観 念 の 二 義 性

を め ぐ っ て は 、『 エ チ カ 』に お け る 二 つ の 平 行 論 同 士 の 関 係 は い か に 説 明 さ れ う る

の か 、ま た「 形 相 的 有 」「 表 象 的 有 」の 内 実 が デ カ ル ト に お け る そ れ と ど の よ う に

異 な っ て い る の か 、と い っ た 多 く の 検 討 さ れ る べ き 論 点 が 見 出 さ れ る が 、こ う し た

課 題 に 対 し て も 本 稿 の 枠 組 み は 有 益 な 視 座 を 与 え る だ ろ う 。 こ う し た 個 別 の 論 点

の 検 討 は 、 今 後 取 り 組 ま れ る べ き 課 題 で あ る 。  
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凡例  

*ス ピ ノ ザ の 著 作 に つ い て は ゲ プ ハ ル ト 版 を 使 用 し 、 ま た 以 下 の  U R L で 公 開 さ れ て い る

電 子 テ キ ス ト を 参 照 し て い る 。  C .  G e b h a r d t ( e d ) ,  S P I N O Z A O P E R A ,  C a r l  W i n t e r ,  H e i d e l b e r g ,  

1 9 2 5 .  ( h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 2 4 1 4 1 2 5 / S P I N O Z A _ O P E R A _ D E _ C A R L _ G E B H A R D T. p d f )  

『 エ チ カ 』か ら の 引 用 に 際 し て は 、慣 例 に 倣 っ て 略 号 を 用 い た 。ま ず 著 作 名 を ア ル フ ァ ベ

ッ ト E で 略 記 し 、続 い て 部 を ア ラ ビ ア 数 字 で 、定 義 ・ 公 理 ・ 定 理 等 を 略 号 で 、定 義 等 の 番
号 を ア ラ ビ ア 数 字 で 示 し 、必 要 な ら ば 系 ・ 備 考 等 を 略 号 で 併 記 し た 。本 稿 が 用 い た 略 号 は
以 下 の 通 り で あ る 。  

a :公 理 ( a x i o m a )  

c :系 ( c o r o l l a r i u m )  

d :証 明 ( d e m o n s t r a t i o )  

d e f :定 義 ( d e f i n i t i o )  

p :定 理 ( p r o p o s i t i o )  

s :備 考 ( s c h o l i u m )  

た と え ば 、“ E 2 p 4 9 s” は 「『 エ チ カ 』 第 2 部 定 理 4 9 備 考 」 を 意 味 す る 。  

ま た 訳 出 の 際 は 以 下 の 畠 中 尚 志 訳 を 参 照 し つ つ 、 適 宜 表 現 を 変 更 し て い る 箇 所 も あ る 。  

畠 中 尚 志 (訳 )『 エ チ カ 』 ,  岩 波 書 店 ,  1 9 5 1 年 .  

 

*デ カ ル ト の 著 作 に つ い て は 、 D e s c a r t e s ,  R . ,  M e d i t a t i o n e s  d e  P r i m â  P h i l o s o p h i a ,  i n  Œ u v r e s  

d e  D e s c a r t e s ,  A d a m ,  C .  e t  Ta n n e r y,  P. ( e d . ) ,  Vo l .  v i i ,  Vr i n ,  1 9 9 6 . を 用 い 、 慣 例 に 倣 っ て 「 AT,  

巻 数 ,  ペ ー ジ 数 」 と 略 記 し た 。  

訳 出 の 際 は 基 本 的 に デ カ ル ト『 省 察 』井 上 庄 七・森 啓 訳 ,『 世 界 の 名 著 』,  中 央 公 論 社 ,  1 9 6 7 .

を 参 照 し 、 適 宜 訳 語 を 変 更 し た 。 引 用 中 の [ ]は 引 用 者 に よ る 挿 入 を 表 す 。 ま た 、 下 線 も 引

用 者 に よ る も の で あ る 。  
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La pos i t ion  de  Spinoza  dans  l e  développement  du  concept  des   

« idées  »  au  début  de  l ’ ère  moderne  

―Comment  a - t - i l  hér i té  de  Descartes  e t  l ' a - t - i l  ré formé ?―  

Maho  EIFUKU  

L e  c o n c e p t  d e s  «  i d é e s  » ,  i d e a ,  e s t  d ’ u n e  e x t r ê m e  i m p o r t a n c e  d a n s  l a  p h i l o s o p h i e  d u  

X V I I e  s i è c l e .  L e  t e r m e ,  q u i  s i g n i f i a i t  e x c l u s i v e m e n t  l ’ i d é e  p l a t o n i q u e  a u  M o y e n  Â g e ,  

n ’ a  a c q u i s  s o n  s e n s  m o d e r n e  q u ’ a v e c  l ’ a v è n e m e n t  d e  D e s c a r t e s .  I l  e s t  d o n c  u t i l e  d e  

c o m p r e n d r e  D e s c a r t e s  c o m m e  é t a n t  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  p o u r  c l a r i f i e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  

d u  c o n c e p t  d e s  «  i d é e s  »  a u  X V I I e  s i è c l e .  

D a n s  c e t  a r t i c l e ,  n o u s  e s s a y o n s  d e  s a i s i r  l a  t h é o r i e  d e s  i d é e s  d e  S p i n o z a  d a n s  c e  

c a d r e .  N o u s  r e c o n s t r u i s o n s  d ’ a b o r d  l a  t h é o r i e  d e s  i d é e s  d e  D e s c a r t e s ,  e n  n o u s  

c o n c e n t r a n t  s u r  l ’  é q u i v o c i t é ( a e q u i v o c a t i o ) .  E n s u i t e ,  e x a m i n o n s  c e l l e  d e  M a l e b r a n c h e ,  

d ’ A r n a u l d ,  p u i s  d e  L o c k e .  O n  m o n t r e r a  q u ’ i l  e x i s t e  u n e  t r è s  r i c h e  v a r i a t i o n  d a n s  l e s  

t h é o r i e s  d e s  i d é e s  p o s t - c a r t é s i e n n e s ,  e t  l a  r a i s o n  d e  c e t t e  d i f f é r e n c e  p e u t  ê t r e  t r o u v é e  

d a n s  l ’ é q u i v o c i t é  d e  c e s  t h é o r i e s .  E n s u i t e ,  n o u s  a l l o n s  e x a m i n e r  l a  p a r t i c u l a r i t é  d e  l a  

t h é o r i e  d e s  i d é e s  d e  S p i n o z a .  I l  s e r a  m o n t r é  q u ’ à  S p i n o z a ,  l ’ é q u i v o c i t é  d e s  i d é e s  e s t  

é g a l e m e n t  p r é s e r v é e  c o m m e  D e s c a r t e s ,  m a i s  l e s  d e u x  a s p e c t s  d e  l a  n o t i o n  d ’ i d é e s  s o n t  

l i é s  d a n s  s o n  p r o p r e  s y s t è m e  d e  p a r a l l é l i s m e .  À  t r a v e r s  l a  d i s c u s s i o n  c i - d e s s u s ,  n o u s  

m o n t r e r o n s  q u e  l a  s i n g u l a r i t é  d e  l a  t h é o r i e  d e s  i d é e s  d e  S p i n o z a  r é s i d e  d a n s  l e  f a i t  q u ’ i l  

a  h é r i t é  d u  c a d r e  é q u i v o q u e  d e  l a  t h é o r i e  d e  D e s c a r t e s ,  e t  l ’ a  d é v e l o p p é e  e n  u n  s y s t è m e  

d e  p a r a l l é l i s m e .  




