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メ ル ロ ニ ポ ン テ ィ における超越論的なもの と本質

國　領　佳　樹

は じめ に

　 メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は記述 的な心 理 学の 営 み とその 成果 を 自身 の 考察対象

と して 積極的 に採用 する ．そ の 目的 は 「現象野 を決 定的に 超越 論的領野 に

転換 させ る こ と 」に あっ た
1
． しか し通常， 現象野 ない し知覚 野 とは ， 「超

越 論的」と い う性質に あ る意味で 対立 す る 「経験 的」とい う性 質が 付与 さ

れ る もの で あ る．そ れ故， こ の 「転換」に よ っ て，従来 の 意味で は，超越論

的一経験的 とい う区別 が維持 で きな くな る よ うに思 わ れ る．実際， メ ル ロ ＝

ポ ン テ ィ は真 に超越論的な もの を，「公平無私 な傍観者の 前 に ，透 明な ，少

し も陰 りも曇 りもない 世 界 を繰 り広 げ る構 成 的 な諸作用 の 全 体で は な く，

諸超 越の 起源 （Ursprung）とな る 両 義的 な生 （la　vie　ambigue ）」とす る の で

l　Merleau−Ponty，　Phe
’
nome

’
notogie 　de　la　Perception，它ditiolls　Gallimard，1945，　 p．77．（以下，　 PhP

と略す．引用 は 「知覚 の 現象学』［法政大学 出版局 訳 ・中島盛夫］に従 っ た．）こ の ような事態は，

自覚 をともな っ た心理学 的反省 の 徹底 か ら明 らか に な る．「客観的世界が われわ れ に知られ る の

は諸現象に よ っ て で あ るか ら，心理学 的反省は客観的世界に対 して現象が もとで ある こ とを認

め，さらに 可 能な隈 りすべ て の 対象を現 象に 統合 し．現象 を とお して い か に 対象が構成 さ れ る

か を探 求 して み ようと い う気に な る．それ と同時に，現象野は超越論的領野 と な る」（Ibid，，p．
73．）メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ に よ る と，こ こ か ら現象野をも包括する絶対的な意識 へ とさらに上昇 し

て しまうの が他 の 超越 論的哲学 な の で あ る，しか し彼が 定義する現象野 は全面的な解明を原理

上許 さな い とされ る．したが っ て こ の 次元を根源 として 認 め なけれ ば ならな い の である．さて ．

当該 の 本文引用箇所は，実際フ ッ サ ール が 設定する 「 段階 の 還元 か ら理解 され うる もの か も し

れな い が，本論はあくまで もメ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ の 言葉に則 して考察する こ とを試み る，
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あ る
2
．

　本論の 目的 は ，
こ の よ うに提起 され た超越論的 な もの の 内実 を明 らか に

す る こ と にあ る．さて ，

一般 的に は ， こ の 「超越論 的な もの 」を 「本質」と

い う概念 か ら理 解する こ とが 可 能で ある，しか しメ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ におい

て は ， 両者 は完全 に 区別 され る こ とにな るの で ある．したが っ て ，
この 両

概念の 関係 を十分 に理 解す る こ とが 必 要とな るで あろ う．わ れ わ れの 試み

は基本的 に 『見 える もの と見えない もの 』の 論述 を考察する こ とに よ っ て

行 われ る が
3

， それ は 当該 の 関係が そ こ で 比 較 的に は っ き りと展 開 されて

い る か らで あ る ．

1 超越論的 な もの と事後1生

　メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ が 超越論的 な もの をどの よ うに考えて い たの か を理解

する ため に， まず本節にお い て ， 彼 の 批判主義的な超越論性 へ の 批判 を確

認する こ とに しよ う．

　批 判主義に おい て ， 超越論的な もの とは，通常，可 能的経験 の ア ・プ リオ

リな条件 を指す．そ れ は 「あ る もの を可能に する とこ ろ の もの 」とい う 「ス

コ ラ 学的 な意味で の 本質」に よ っ て 理解 しうる
4
，したが っ て ，わ れ わ れ は，

そ れ を経験 ・般 の 本 質 と して 理解す る こ とに し よう，こ の よ うに超 越論 的

な もの を規 定す る な らば， あ る 実際の 経験 とは ， そ の 本質に よ っ て 可能 と

され た もの の うちで
， 実現 した もの の こ とで あ る．わ れ われ はそ れ を「事実」

とも呼ぶ こ とに し よ う．さて ， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に よ る超越 論的観念論批

判の 基本的な発想は ， その 経験
一

般の 本質ない し諸条件 の 導出手続 に内在

する 不 当性 に訴える こ とで あ っ た，

2　　PhP ．，P．418．

3　Merleau−Ponty，　Le・visible 　 et 　1’im ・isible，它dition　Gallimard，2002 ，　p．68．（以 ド，　 VIと略す．匚注

意事項 ：本稿が参照する V1の 20D2 年版は ，そ れ 以 前の 版 と若干 ペ ージ数 のずれ が あ る （最 も新 し

い 2006年版は 2002年版 と対応 して い る ），〕引用 は 基 本的 に は，『見 え る もの と見 え な い もの』［み

すず書房，滝浦 ・木 田 訳］を参照 したが，本論述 の 都合に よ り，一
部，論者に よ る変更がある ．）

4　　Philonenko，　A，，Et”des　kantiennes，J．　Vrin，　1982，　 p．26．
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「例 えば カ ン トが その 「分析論」の
一

歩
一

歩 を，「もし世界が 可能で あるべ きな ら

ば」とい う有名な言 葉に よ っ て 正 当化す る とき，彼が強調 して い た こ と とは，そ

の 導 き糸が非反省的な世界像に よ っ て 与え られ て お り，その 反省の 歩み の 必然性

が 「世界」の 仮定にある とい うこ と
， また 「分析論」が明 らか に する こ とを任務と

する 世界に つ い て の 思考 とは，私に と っ て 世 界の 経験が あ っ た とい う事実の 根本

で ある とい うよ りは，その 二 次的表現なの で ある，」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Vl．，P．55．）

　以 上 の よ うに ，
メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は批判主 義 に よ っ て 提 出 され た経験

一

般 の 本質は， そ の 獲得過 程で 既 に ある 事実性 に 依存 して い る と非難する．

したが っ て ， こ の よ うな本質が 超越論的な意味で も， 経験 に先立 つ と考え

る こ とは， 単に ベ ル ク ソ ン が言うよ うな回顧的錯覚が働い て い る だ け とい

うこ とに なる の だろ う．それ はい か な る意味で も事後的な もの で あ り， そ

こ に は 超越論的 な働 きをす る 力な どない とされ る の で ある
5
．

　メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は こ こ で 批判主義 の 手続 きの 不 当性 を問題 に して い る

よ うで あ る が ， しか しそれ を改善す る な らば， 経験
一

般 を可 能 にする真の

本質 を手 に入 れ る こ とが で きる とす る わ けで もない ．そ れ は 原理 的 に不可

能 な もの とされ るの で あ る
6
．メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は そ もそ も本 質 とい う存在

その もの か ら超越論的 な働 きを奪 うの で あ る ．ある い は， そ の 力を制限す

る よ うに 思 われ る．とい うの も，
一 方で ，「確か に， 本質的必 然性や ゆ る ぎ

ない 結 合， 不可抗 的な含み 合い ， 耐久的で 安定 した構造が な け れ ば ， 世界

も何 もの か
一
般 もく 存在 〉 もない 」とい うこ とが 認め られ る の で あ る が

，

もう
一

方で ，「それ らが そ れ 自体 と して 可能 な もの で あ り，可 能な もの すべ

5　 こ の よ うな メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ の 批判に対する 反論は さ ま ざまに あ る．例 えば．ブ レ イエ は メ

ル ロ ＝ポ ン テ ィ に プ ロ タ ゴ ラス 的な相対主義の 嫌疑をか ける ．「あ なた （メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ ）は こ

の プ ラ トン の イ デ ア論 を取 り上 げ，そ し て そ れ とは ま さ に 逆 の 道 を歩む の です．つ ま りあなた

は イ デ ア論 を知覚に 再統合する こ とを試み る の で す．− Merleau−Ponty，　 Le　Primat　de　la　perception
et　ses 　conse

’
quences　pAtitosophg“ es．．Verdier，1996，　p．174．（以下，　PP と略す．）

6　Vl．，p．68．「可能的経験 の 探求は，原理的に現実経験の 後なの で あり，したが っ て そ こ か ら，

後で 厳密に そ の 経験 の 〈 必須条件 〉 （le「
’
ce 　sans 　quoi

”
）を規定した とこ ろ で t その 条件は祭 り

の 後 で （p・ st　fesしum ）発見 され た と い う最初 の 汚点を 拭 い 去る こ とは決 し て で きな い で あ ろ う し，

そ の 経験 を積極 的 に 基礎 づ け る もの と は な りえ な い 」
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て だな ど と言 う権利 もなけれ ば， そ れ らの 本 質の 法則 に従わ な い もの をす

べ て が 成 り立 た ない もの とみ なす権利もない し ， 〈 存在 〉 と世界 をそ れ か

らの 帰結 として 扱う権利もな い 」と され る か らで ある
7
．したが っ て

， 強 い

意味で は
， 本質は 超越論的なもの と して は 認め られて はい ない の で あ る．

メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に言わせ れ ば， それ は 「〈 存在 〉 と世界の 様式 （maniere ）

な い しス タイ ル に す ぎない 」の で あ り， 「本質が何か に依存 してい るこ とは

確 か な の で あ る 」
8
，い ずれ に せ よ

，
メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に お い て t 超越論的

な もの は，本質存在か ら区別 され る こ とにな るの で あろ う。

2 純粋本質か らス タ イル と して の 本質へ

　前節で確認 した批 判主義的 な超越 論性 に 対す る メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ の 批 判

は ， 本質存在 に超越 論性 を認め るべ きで は ない
，

とい うもの で あ っ た，そ

れ で は
， 本質 と事実 の 関係 は どの よ うに な っ たの で あろ うか．前述 した よ

うに ， 本質は単な る抽象で は な く， 経験 の 構成 に対 して そ れ な りの 力 を有

して い るの で あ る．本節の 考察は こ の 両者の 関係 を再考す る 観点か ら進 め

る こ とにする．す な わ ち，批 判主 義の 超 越論 的な もの と同 ・視 され る 本質

が どの よ うに否定 され るの か を確認 しつ つ ， どの よ うな意味で の 本質の 存

在が確保 され るの か を明 らか に したい ．

　さて
，
メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィが 批判する の は ， 「純粋本質」とい う考 え方 で あ る，

それは既 に確認 した ように ， 「そ れ らが それ 自体 と して 可能な もの 」で あ り，

か つ 「そ れ らの 本質の 法則 に従わ な い もの をすべ て が 成 り立 た ない もの 」

とす る権利 を有する もの と して本質を考え る こ とで あろ う．メ ル ロ ＝ ポ ン

テ ィ に よる と．その ような 「純粋本質 とは
， もしわ れ われが そ こ に何 もの も

ひ そか に 導入 され て い なか っ た の な らば， そ れ 自身何 も秘密 も潜伏 もない

よ うな傍観者 を必要 とす る」の で あ る
9
．実際 は，純粋本 質を探求す る者 に

7　VI．，p，145，（大文字 の 存在 1’Etreは，以後，〈　〉 をつ け る こ と にする．）
8　VI．，p．145．強調は引用者に よ る ．

9　　Vノ：，P．　147．

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolltan 　Unlverslty

メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ におけ る超越 論的 な もの と本質 27

は暗黙 の 前提が ある とみ な され て い るが
10

，仮 にそ の ような前提が ない も

の と して み よ う．しか しその 成功の ため に必 要 とされる経験 へ い か なる参

入 もして い ない 探究者 とは
一

体何で あろ うか ．メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に 言わ せ

る と
， そ の ような者になる には，「私の 領野 を俯 瞰 して ， それ を取 り囲ん で

い るすべ て の 沈殿 した思考，まず，私の 時間，私の 身体 を
一

時停止 させ ，あ

る い は少 な くと も再活性化 しな くて は な らない 」の で あ る
n

．そ して そ れ

は事実上 不可能 な こ とは 明 らか で ある．とい うの も身体 を真の 意味で 停止

させ る こ とは で きない か らで あ る，とこ ろ で ， 実際 に，純粋本質の 探求の 条

件が メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィの 言 うような もの で あ る と して も，そ の 条件で あ る身

体 の 完全停 止は原 理 上 可 能 で あ る と認 め る こ とはで きるか も しれ な い ．メ

ル V ＝ ポ ン テ ィ 自身はすん な りそ れ を認め る．しか しそ の ときに 手に した条

件に条件付け られた世界ない し経験 は， は じめ にその 条件 を問 うて い た厚

み を もっ た領野 として の 経験 つ まり絶えず流動的に 活動する 身体が住ま

う世 界で は もはや ない の で ある．とい うの も， そ の 条件に条件付け られ た世

界 に 組み 込 まれ た 身体 は
，

た だ客観的な物 と して r 他 の 物 と同時に存在す

る こ とに なる か らだ．そ れ は 直接 記述 に よ っ て 明 らか に され た経験 お よび

身体 とは別物に なる で あろ う．したが っ て 純粋 本質批判 とは ．な に よ りも身

体 とい う物 （corps ）か ら切 り離 され た本質へ の 批判 なの で ある
12

．

　 そ れ で は， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は どの よ うな意 味で 本質 を理解 する の で あ

ろ うか．そ れ を明 らか に する た め に， まずわ れ わ れ は メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ が

論 じる諸本質の 獲得過程 を検討 して み たい ．こ れ か ら参照 す る 獲得 プ ロ セ

ス の 論述 は，
一見 ，単 に 本質 と非 本質の 区別の 説明で あ る よ うにみ える，

しか しわれ われ は メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ が示唆す る純粋本質 とは別の 本質理解

10 「古典的 タ イプの 超越論的諸哲学 は全面的な解明が 実現 す る可能性 を少 しも問 う こ とな く，
それが ど こ か で 実現 して い る もの と常に想定 して い る，」PhP ．TP．74．こ の よ うな メ ル ロ ニポ ン

テ ィ の 批 判に対 して は，ロ ン グ ネス に よ る若干の 反論がある が，本論は メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ の カ ン

トへ の 言及 の妥当性を度外視 し，その 議論の 推移だけ に注 目する，B6atrice　Longunesse，　 Kant　et

le　pouvθirdejtiger，　PUE 　 l993，　pp，224 −225，（注）2，

11VL ．pl48 ．

12 あ る 物 の経験 の な か で ，働 きつ つ あ る 身体と そ こ で 主 題化 され て い る物 との 関係ほ どに 当の

経験 に とっ て 不可 分な もの はな い ．『知覚 の 現象学 1に お い て 展 開 され る メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ の 身

体的指向性 の 分析は こ れ を明 らか にす るもの で もあ ろ う，
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をそ の 論述から引 き出すこ とをあ えて 試み る．

　その 前に 簡単 に あ る前提 を確定 して お きた い ，すな わ ち， 物は必 ず見え

ない もの を含み （奥行 きを持 つ ），また その 地平 と して ある他 の 物 と隣 り合

い 重 な り合 っ て い る の で あ り，
つ ま り，

あ る物 は必 ず経験野 の なか に現 れ

る
，

とい うこ とで あ る
13

．これ が 領野 （champs ）の 基 本的な意味 とす る ．

　 さて ， 本質を獲得するた め に は ， そ の 領野 に対 して
， まず能動 的な働 き

か け をお こ なわ な くて はな らな い ．そ れ は仮 定に よ っ て ， 経験野 に現 出す

る物 とその 地平 と して 非主 題 的 に 与 え られ た物 との 関係を変 えて み た り，

そ れ らの 問に働 く作 用 を停 止 して み た りす る こ とで あ る ．す なわ ち， そ れ

に よ っ て 「他 の 関係や 構造 に どん な結果が生 じる の か を注 目す る こ と」に

ある
14

．われ われ は ， さ らにそ こ に区別 を設 け よ う．ひ とつ は，「その よ う

に して そ れ らの 関係や構造 の うちで 物か ら切 り離 しうる もの は どれか 」と

問うこ とで あ り， もうひ とつ は 「逆 に それ らの うちの どれ を 除 き去 っ た り

変えた りする と t 物が 物 自身で な くなる の か を見定 め る 」こ とで あ る
15

．

わ れ わ れ の 考 えで は ， 両者 は それ ぞ れ そ の 結果 に よ っ て 区別 され うる．す

なわ ち前者 は，「純粋本質」を獲 得 し うる の で あ り， 後者の 結果 は，各特定

の 種類 の 経験 の 条件 を獲得 す る の で ある ．前 述 した よ うに ， メ ル ロ ＝ ポ ン

テ ィが ある と こ ろ で 使用 し た 「ス タ イ ル 」とい う表現 を利用 して ， わ れ わ

れ は それ を 「ス タ イル として の 本質」と呼ぶ こ とに する
16

，

13 メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ に よ る領野の 定義は次 の ように なる．「知覚 され る 或る もの は，い つ で も他

の もの の さなか に ある．そ れ は常に領野の
一

部をな して い る，全 く
一．一
様 な平面 で，知覚 されるべ

き何 もの も提示 しない よ うなもの は．い かな る 知覚の 対象 ともな りえない ⊥ 注 意すべ きこ と は，

知覚され る物と は，規 定され て い て 主題 化され て い るの に対 して，それ と重な り合 い 隣 り合 う

他の物 とは，未規定的で 非主題 的な もの な の で ある．それゆえ に，後者は後続 の 知覚に動機を提

供する の で あ る，PhP ．，p．10．

14　Vl．，　P．　147、

15VL 　 p．147．強 調 は 引 用 者に よ る．

16 メ ル ロ ＝ボ ン テ ィ は ス タ イ ル とい う概念を多用す る が，それ はあ まり明確 なもの で もな い ．
’［
信亥の 引用箇所で は ，本質は ス タ イ ル か ら獲得 さ れ る と言われ る が，前述 の 引用箇所 （VJ．，p，

145．）で は，本 質を ス タ イ ル と 同
一視する （ある い は Sosein），明 らか な こ とは．ス タ イ ル とは，

可 変的 な もの で，複 数 の 異 な る ス タ イ ル が 階層を作 りなが ら共存する とい う こ とで あ る．した

が っ て厳密には，本質とは，ある ス タ イル の 経験か ら浮か び上がる当の ス タイ ル の 不変項 とい

うこ とでは ない だ ろ うか．「私とは，経験 の 領野に あっ て，そ こ に はただ．物質的な物 の
一

族 や

他 の
一

族，それ らの 共通 の ス タ イ ル として の 甦界が 描か れ，言われた こ とが らの
一

族 ，それ らの

共通 の ス タ イル と して の 言 葉 の 世界，そ して 最後 に何 もの か
一一

般 とい う抽象的 で 肉をそ ぎ落 と

され た ス タ イ ル が 描 か れ て い る に す ぎ な い ．−IVI．，p．　 147．
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　例 えば， 前 者は 次の よ うな仕 方で お こ なわ れ る もの で あ る．ある 視覚経

験 を想定して み よ う．そ こ に は多数の 物が あ る．仮定に よ っ て ， そ れ ら を

ひ とつ ひ とつ 消 し去 っ て い く．それ は 容易 に で きる こ とで ある が ， しか し

空 間その もの は どうで あろ うか ，カ ン トに よ る と，「た とえ，空間の うち に

い か なる対象 も見い だ され ない とい うこ と を十分 に考え うる にせ よ， い か

なる空 間も存在 しない とい うこ とを考える こ とは決 して で きない 」の で あ

る
17

．こ れ を文字通 り受 け取 る と， 空間は可 能的経験 の 条件なの で あ り，

しか もそ れ 自身は物 と独 立 に 表象 しうる とみ なす こ とが で き るの だ か ら ，

い か なる物に も依存す る こ とは な く，「物 と切 り離 し得 る もの 」なの で あ る

18
．こ うい っ た 意味で ， そ れ は純粋本質 と呼び うる．つ ま りそれ は そ れ 自

体 と して 可能 な もの なの で あ る． しか し既 に 確認 した よ うに
，

メ ル ロ ＝ ポ

ンテ ィ は こ の よ うな本質 に超越論的な働 きを認 め ない の で ある ．

　 さて ，後 者 は ど うで あ ろ うか．そ れ は 「どれ を除 き去 っ た り変 え た りす

る と，物が物 自身で な くな る」の か を探求する こ とで あ っ た．例 え ば T あ る

物が現 出す る経験野 に 非主題 的 に 共存する別の 物 （あ る い は当の 物に 属 す

る部分）に注 目し， そ れ と当の 経験の 主題で あ る物 との 関係を変化 させ た

り除去 した りす る と き， そ の 経験 の 主題 と な る物が 変容する な らば ， そ れ

が そ の 経験 に とっ て 不可 欠 な もの な の で あ り， つ ま り本質なの で あ る，こ

れ が さ きほ ど 「ス タ イ ル と して の 本質」と呼ぶ こ とに した もの で あ る．そ

れ は物 を特徴づ ける もの で あ りなが ら， そ れ 自身 も物の 変容に よ っ て 変化

す る もの で あ り， そ れ ゆ えこ こ にお い て は本質 と事実 は 不 可分 な もの とな

る の で あ る，

　 しか し当該箇所 で ，
メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は こ の

一
つ の 思 考実 験 にお け る二

つ の 探求の 可能性 をさ して 区別す る こ ともな く，
ひ とつ の 本質の 規定 をす

る の で ある ．わ れ われ に は
， 実際 は ， 後者の 意味で の 本質が規定 され た よ

うに 思 わ れ る ．とい うの も t メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に よ る と
， 「本質は こ うした

17Kant ，　1．，κr♂激 4εr 融 ηε’漉 肥 ‘厩 A24 ．　B38−39．（Felix　Meiner　Verlag，1998．）引用の 訳は 『カ

ン ト全集 4』（岩波書店．200 ］年〉に 従 っ た．強調 は 引用者に よ る．

IS こ の ような解釈 は，カ ン トの 経験 の 形式 として の 空 間を空虚 な容器とみ なす解釈 に 基 づ い て

い る．しか しそ の 解釈 自体 の 正 当性 は こ こ で は問題 に しな い ．われわれ は それを純粋本質 とい

う考え方 の
一

例 と して 提示する だけ で あ る．こ 0）解釈に 対する 批判は，久保元彦 『カ ン ト研究』

創 文社 1987，47−48 頁，
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テス トか ら浮か び上 が っ て くる の で あ り， したが っ て そ れ は肯定的存在で

は ない 」とされ ， 「そ れ は不 一変項 （in−variant ）で あ り，正 確 に 言え ば， そ れ

が 変化 した り不在 に な れ ば，物 そ の もの が 変 わ っ た り，破壊 され た りして

しまう とい っ た もの の こ と」と され る か らで ある
19

　．確 かに， こ の よ うな

帰結 は，
一見， わ れわ れが先 ほ ど区別 した二 つ の 問い か ら同様に で て くる

よ うに思 える．しか し純粋本質が 変化 した り不 在 に なる とは い か な る こ と

なの で あ ろ うか．それ はそ もそ も経験 とい うもの が成立 する た め の 条件な

の で あ り， 「それ が変化 した り不在に なれ ば」な ど と仮定で きる はずが な い ．

む しろ そ の よ うに仮 定す る こ とす らで きな い もの が ，
こ の 本質あ る い は超

越論的 なもの なの で あ り， そ れ は こ うい っ た意味で は まっ た く経験 的な も

の で は な く， した が っ て それ 自体 で 成立 して い る は ずの もの
，

つ ま り絶対

的 に 肯定的 な存在 なの で ある ．超越論 的主 観性 を
一

発 の 銃弾 に よ っ て破壊

す る な どと言 えない よ うに ， それ を物 の よ うに 動か した り除去 した りす る

こ とは で きない の だ．しか し
一

方で ， この よ うに まっ た く変化 を想定で き

ない もの こ そ が ，「不 凌 項 」と呼 ぶ に 相応 しい の も事 実で あ る ．なぜ 変化

や 不在を想定で きる もの を 「不 一変項」と呼び うる の で あろ うか ，こ の こ と

につ い て は，われ わ れ は，それ が経験
一

般 の 不 一変項で は な くて ，ある 個別

の 経験 ない し各特定 の 種類 の 経験 の 不 一変項 とい う意味で もその 用語 を使

用 す る こ とは不 自然で はな い と考え る
20

．例 え ば 不変項 とは， あ る経験

の 特徴 を規 定す る もの で あ り， そ の 経験 の 変項 とは，そ れ を削除 した り変

え た りして も何 ら当の 経験の 質を変 え る こ との ない もの の こ とで ある ．

19VI ．．p．147．　 強調は引用者に よ る．

20 不一変項 として の 本質を こ の ように 理解す る 我 々 の 意見 は，当該の 論述 のす ぐあ とに，純粋

本 質なる もの の 批判が 用意 され て い る こ とに も起 因す る．こ こ で 本質の 獲得過程 を描 い て い る

ときに はなか っ た 「純粋」 とい う形容詞がわ ざわ ざつ けられ る の で ある．まず本質の 獲得過程の

論述 は そ れ 自体 と して は肯定的に構成し T 次に そ こ か ら派生 し得る 「純粋本質」，ある い は メ ル

ロ ＝ポ ン テ ィ が 「本質 の 肯定主義 」と呼 ぶ よ うな考 え方 を排 除す る とい う論述 の 流 れ が あ る，と

考える，実際，不 一変項と して の 本質は 肯定的存在で は な い と規定されて い るが，純粋本質は絶

対的肯定性と規定され る べ きもの で ある．しか し確か に，こ の 「肯定的存在で は な い 」とい う主

張の 理 山が ，ある物そ の もの を探索する の で は なく，それ に伴 う関係や構造を変化 して い くこ

とに よ っ て ，間接的 に探索され る こ と にあ る，と考え る こ と は で きる．しか しそれ は プ ロ セ ス が

否定的な の で あ っ て．そ の 存在そ の もの で は な い ．メ ル ロ ＝ポ ンテ ィは 本質そ の もの が否定的存

在で あると考えて い る，（cf．　 VI．，p．285．）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolltan 　Unlverslty

メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に おける超 越論的な もの と本質 31

3． 感性的キ ア ス ム
， ある い は真に超越論的な もの

　前節 で ， わ れ わ れ は メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に お い て ， 本質と事実 の 旧来の 区

別 が どの よ うに 変化 した の か を確認 した．それ に よる と， 純粋本 質 とい う

考 え方 と違 い ， 本質 は それ 自身で 可能 な もの で は な く，事実 と不可分 な も

の と して 考え られ る の で ある ．

　 さて ，本論 の 第一 節の 最後 で 確認 した よ うに， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は 世 界

とく 存在〉 を本質か らの 帰結で は ない とす るが ， その
一

方で ， 本質が なけ

れ ば世界も〈 存在〉 もない と主張する，こ の こ とは単に ス タイ ル を持たな

い 剥 き出 しの 世界 も〈存在 〉 もな い とい うこ とを意味 して い るだ けの よ う

に思 わ れ る
21

，ス タイ ル に は様々 なス タ イル が 存在 し， お そ ら くそれ らに

対応 す る経験 ない し対象が あ る
22

．そ して その どれか に 存在論的 な優 位性

が 備 わ っ て い る わ けで は ない の で あ る，したが っ て
，

メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ が

真 に 超越論的 な もの とす る もの は， そ れ らをそ もそ も可 能 にす る もの の こ

となの で ある ．そ して われ わ れ は 以 下 の メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィの 主張 に注 目す

る ．

「そ して ，仮に われ われ の 思 考ばか りか，あ らゆ る患 考が それ ら諸本質を尊重 して

い る と言 っ て も差 し支 えな い し， また事実 ，そ れ らが普遍 的価値 を持 っ て い る と

して も，それ は，われわ れの とは別の 原理 に 基 づ く他の 思想が ，わ れわ れに 承認

され るべ く，われ われ との コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン に入 り， われわ れの 思考や われ わ

れ の 経験 の 諸条件 に 適合 しなけれ ば な らず，そ して結局の とこ ろ ，すべ て の 思考

者や すべ て の 可 能的本質がた だ ひ とつ の 経験 と同 じひ とつ の 世界とに 開かれ るか

ぎ りにお い て の こ となの で あ る一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （VI．，p．146 匚強調 は引用者に よる］）

つ ま り本質を可能にす る と こ ろ の もの とは， ただひ とつ の 世界 へ の 開在

21 例えば，「直接的存在論 を形成する こ とな どで きる もの で はな い 、私 の 間接的 な方法 （存在者

の存在）だけが た だ唯一存在に 適合する ．否定神学 と 同 じ よ うな 「否定哲学 一⊥ VI．，p．231．

22 「哲学者の 指摘 しうる こ とは ……　 まさに デ カ ル ト的世界表象を保持 して い る物理学者 たち

が ，ち ょ うど音楽家や 画家が或 る ス タ イル に対す る好み を語 るように，自分たち 「好 み」を重視

して い る とい うこ となの で ある．」VI．，p，34．
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性 なの で ある．とこ ろ で ， なぜ そ れが 本質の 条件に な る の で あ ろ うか．メ

ル ロ ＝ ポ ン テ ィ の 主 張 は それ ほ ど 自明の もの で は な い よ うに 思 わ れ る，そ

こ で も う少 しだ け こ の 条件 に つ い て 補足 す る．さて ， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に

よる と， ある 経験か ら抽 出 され た 本質が本質 と して 機能す る た め に は， そ

れ が すべ て の 認識主 体 に と っ て の 経験 に もそ うで ある必要が あ る ．なぜ な

らば，自分の 経験 に しか 通用 しない もの な ど本質 とは呼べ ない か らで あ る．

した が っ て ， まず何 よ りも他 人 の 経験 と 私 の 経 験 が 異 な る 世界 の 経験 で

あっ て は な らない ．すなわ ち ， 上 記引用 の 直後に 主張され る よ うに ， 本質

が 「私 に とっ て 持続的真理 と して 妥 当す る の は
， 私 の 経験 が 唯

一
の 世界 に

開か れ ， 唯一 の 存 在に 記入 さ れ る こ とに よ っ て ， 私の 経験 自身 と結 びつ け

られ る と同時 に 他人 た ちの 経 験に も結 び つ け られ る か らに ほ か な らな い 」

とされ る の で ある ．し たが っ て ， そ の た め に 確保 され るべ きもの は ， すべ

て の 認識主体 が 同 じひ とつ の 世界 に 参入 する とい うこ となの で あ る ．こ れ

が た だ ひ とつ の 世界へ の 開 在性 を本 質の 条件 とす る 理由なの で あ ろ う．

　さて ，既 に 引用 したが ，メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ に と っ て ，真 に 超越論的な もの

とは，「諸超越の 起源 （Ursprung）とな る 両義的な生 （la　vie　ambigue ）」そ の

もの で あ る．われ われ はそ の 内実 を上 記 で 要請され る もの を可 能にする も

の で あ る と考 える ．す なわ ちた だ ひ とつ の 世界へ の 開在性で ある，したが っ

て 本節 は， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ にお い て ， まず こ の 両 義的 な生 が どの よ うな

もの で あ るか を示 し， 次 に そ れ が どの ように 唯
一
の 世 界 へ の 開在性 と結 び

つ くの か を明 らか に する こ とを試 み る，

　さて ， こ の 「両義 的な生」とは， い か な る意味で 両義的 なの で あ ろ うか．

例 え ば 別の と こ ろ で ， メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ はそ れ を知覚 に お け る超越 と内

在の パ ラ ドク ス と呼ぶ ．そ こ で はバ ー ク リー を引 き合 い にだ しつ つ
， 知覚

経験 は い か な る想像 に よ る もの で あ っ て も， 必 ず 厂私 」が 伴 わ な くて は な

らない こ とが確認 され る．しか しこ の 「私」にすべ て が 与え ら れ て い る の

で は ない ．「私が 見 る諸々 の 物は，そ の 把握 で きる ア ス ペ ク トを越 えて 常 に

己 を引 き出す の で なけれ ば，私 に と っ て 物で は ない の で あ る」
23

．確か に，

すべ て が見 え て い る もの な ど存在 しな い ．何か が 見 えて い る とい うこ とは，

23　PP ．，P．49，
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何か が見 えて い ない とい うこ とで もある ．メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は こ うい っ た

事態 を超越 と内在の パ ラ ドク ス と考える の で ある ．すなわ ち 「知覚 され る

もの は 知覚す る 者の 外 部 で あ る こ とは で きない で あ ろ うか ら内在で あ る

が ， そ れ は常 に 現 に与え られ た もの 以上 の もの を含むの だか ら ， 超越 なの

で あ る 」
24

．

　 こ の 矛盾 を欠い た もの は
， もはや経験 で は ない と され るの で あ る．つ ま

り経験の 経験性 とは， そ こ に現 出す る対象が 必 ず私 との 内的 な関係性 を持

つ が ， しか しそ れが ひ とつ の 超越 と して 在る とい うこ と なの で ある ．わ れ

われ は こ の 内在性 を示 す不 可避 の 「私」とは， 純粋 本質批 判 との 関連 か ら

思 惟する私 で は な く， 現象的な身体 の こ とで あ る とす る ，す なわ ち経験 と

は まず もっ て 身体的な経験 なの で ある ．われ われ は こ の 観点か ら 「両 義的

な生」とい うもの を考える こ とに しよ う．まず知覚 にお け る超越 と内在の

矛盾 を 「存在 へ の 身体の 帰属 と， 身体 へ の あ らゆ る存在 へ の 関与性」と に

置 き換えて み たい
25

．なぜ な らば知覚主体で あ る身体 はそれが物で もあ る

以 上 ，存在 に属 す る もの で あ り， す なわ ち存在の
・
部で あ る の だか ら，存

在 は 身体 を超越 して い る と考え られ る．しか し存在 は 身体 へ の触 発 もな く

現 れ る こ とは ない の だか ら， 身体 と必ず 関与す るの で あ り， そ の 限 りで は

存在は 身体 に内在 して い る と考え られ る．こ の よ うに 接 合 させ る と， 問題

点が 明 らか に なる ．身体が 相互外在的 な もの の
一
部 の よ うに存在 しうる に

もか か わ らず，
一方 で その 全体に 内的な関係を作 り出し うる もの で もあ る

とい うこ とだ．しか しこ れ こ そが 我 々 の 身体の 感性的な能力そ の もの な の

で あ る ．

　 メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ の 「見 る もの と見え る もの 」お よび 「触 れ る もの と触

れ られ る もの 」の 関係 の 考察 は まさに上 記の ような能力 と して の 感性 を明

らか に する もの で ある ，

「見る 者が 見 える物 を所有 しうるの は ， 見 える もの に所有され，それ に拠 っ て存在

して い る か らで あ り，見る者が原 理上，まな ざしと物の 分節化の 命ずる が ままに，

24　PP ．　P．49

25　V’．．P．156．
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見える もの の
一

つ に な り，不思 議な 逆転 に よ っ て ，見える もの の
一

つ で ある 自分

が それ らを見 うる か らに 他な らない ⊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （V孟，pp，　174−175，）

　以 上 の 論述 こ そが 身体の 存在へ の 帰属 と存在の 身体へ の 関与性 ， 知覚の

超越 と内在 を明 らか に す る もの な の で あ る，こ こ で は見 る者 と見 える物 の

逆転 ロ∫能性 が示唆 されて い る ．まず ， 見 る者 が 「そ れ （見 え る物 〉に拠 っ て

存在 して い る」とい うこ とは 容易 に 理解 で きる だ ろ う．とい うの も見え る

物が こ の 世界 に 存在 し なか っ た ら， 見 る者 も存在 しない で あろ うか らで あ

る ，しか しそれ が逆転 す る とい うの はい か なる こ とで あ ろ うか ．そ れ は相

互 依存 とい う関係 以上 の もの で あ る．なぜ な らば 見 る者自身が 「見える も

の の ひ とつ に なる 」か らで ある ．そ れ は先ほ ど とは ち ょ うど逆の 関係に あ

る よ うな，見 える物が 見る者 な しに は存在 しない とい うこ とで はな い ，こ

の こ とを理解す る に は， お そ ら く触覚の ほ うが 適 して い る と思 わ れ る ．さ

て ，右 手が あ る物 を触 れ て い る と しよ う．そ の 触 れ つ つ あ る右手 を左 手で

掴 ん で み る．そ うす る と 「〈 触れ る主 体〉 が触 れ られ る もの の 地 位 に移 り，

物の 間 に降 りて くる こ とにな り， そ の 結 果 ， 触覚 は世 界 の た だ中 で ， い わ

ば物の 中で 起 こ る ように な るの で あ る」
26

．以上 の こ とは， 触れ る もの が

触れ られ る もの と逆 転す る例で あ るが ， こ れ は触覚の 本性そ の もの に関 わ

る の で ある．つ ま り触れ つ つ あ る右手に 触れ る左手 とい う道具立 て はか な

らず し も必要 で は な い ．なぜ な らば ， もし私の 手が触 れ られ る こ との で き

ない もの で あ っ た ら， そ の 手が何か を触れ る とい うこ とはで きない か らで

ある、十全 な例 とは な りえ ない が ， もし私の 手が ただそ の 輪郭 を色で 保 つ

空気で あ っ た 0）な らば， 私 は何 もの も掴 む こ とは で きない で あろ うし， 私

の 左手 さえ もそ れ に触 れ る こ とはで きない は ずで ある ．こ の よ うに 触覚 と

い う能力を持 つ とい うこ とは， そ れ 自身， 触 れ られ うる とい う特性 を持つ

とい うこ となの で あ る．また逆 に，触 れ られ る もの は， 触 れ る もの で もあ

りうる とい うこ とに な る．した が っ て ， こ の 能力 を持 つ 身体 は触 れ られ う

る もの で もあるの だ。こ の ような考えが ， 見 る者 と見え る物 との 関係に も

26　VI．，p．174，
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延長するの で ある．しか し，確 か に ，触覚 の キァ ス ム を認め た と して も，そ

こ か ら直 ちに視 覚の キ ア ス ム まで も認め る こ とはで きない か もしれ ない ．

そ こ で 十分な もの で は ない が ， また も少 し突飛な例 か らそ れ を理解す る こ

と に しよ う．も し透明人 間 が 存在 して ， 彼が 本 当に 透明 で ある と しよ う．

彼 自身は見え る もの で は ない ．そ れ で も彼 は 見 る者 とな りうる の で あろ う

か．その 網膜 には何 もの も映 らない はずで あ る の に．つ ま り見 る能力 を持

つ 身体は必 ず見え る もの で もな けれ ば な ら ない よ うに 思 わ れ る の で あ る．

そ して メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は 「多 くの 画家達 が 言 っ たよ うに ， 私 は 自分が物

に よ っ て 見つ め られ て い る と感 じる」とまで 肯定す るの で ある
27

．われ わ

れ は こ の 逆転可能 な関係 をキ ア ス ム と呼ぶ ．すなわ ち， 見 る もの は見 える

もの で あ り， そ の 見える もの は 見る もの で あ る．こ れ は文字通 り受け取 ら

なけれ ばな らない の で あ ろ う
28

．そ して こ の よ うな身体の 感性 的 な能力の

内実 は， 次の よ うに要約 され うる ，す なわ ち ， 「身体が物に触れ ，そ れ を見

る とすれば ， そ れ は ひ とえに 身体が物 の 仲 問で あ り， そ れ 自身が見 え る も

の か つ 触れ られ る もの で ある た め に，お の れ の 存在を物の 存在 に 参加 する

ため の 手段 と して 使 う」とい うこ とで あ る
29

．

　さて
，

この こ とか ら身体 の 存在 へ の 帰属 と存在の 身体へ の 関与性 ， 知覚

の 超越 と内在 とい っ た もの を理解 し，最後 に ， ただひ とつ の 世界 へ の 開在

性 が 身体 を とお して 行 わ れ る事情 を確認 した い ．

　まず見 る もの で あ る身体は t 見 え る もの に 関与 し
， そ れ をい わ ば所有す

る の で あ る．なぜ な らば， 見え る もの は， 見 る もの な しに は存在 しな い か

ら で あ る．そ れ ゆ え， 見 え る もの は見る もの に内在 す るの で あ る，しか し

同様 に見 る もの で あ る身体 は， 見 え る もの に 帰属す る．なぜ な らば， 先 ほ

27　y孟 ，p．　181．

28 しか し実際 物 が私を見 て い る と い っ た 画家の 神秘的な証 言 を文字通 り受 け取る こ とは難 し

い ，そ こ で 注 目す る の は ，先 ほ ども引 用 し た が ，「身体 が 物 に 触 れ ．それを見 る とすれば，それ は

ひ と えに身体が物 の 仲間で ある か ら」だ，とする メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ の 主張 で あ る．われ われ の 考

え で は，こ こ に は 原理 的な要請が 働 い て い る の で ある．す なわち，物 同十 の 問 に 共通 の 性質が な

ければ，その 間 に は い か な る作用 も存在 し ない ，と い っ た よ うな もの で あ る．あ る い は．あ る物

に作用す る もの はそ の 同じ物に よ っ て作用 され る もの で もある，とい っ た定式．私は，キ ア ス ム

が実際 は こ の ような原理 に支えら れ て い る と い う方向性 を模索 した い と思 っ て い る．

2g　y五 ，P．　179．

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolltan 　Unlverslty

36 哲学誌49号

ど確認 した よ うに そ れ 自身 も見える もの の ひ とつ に ほか な らない か らだ．

そ うで ない 限 り， 身体 は見 る 者 に はな らな い の で ある．したが っ て ，見 え

る もの は 見 る もの で あ る 身体 を超越 して い る の で あ る ，とい うの も見 る も

の で あ る 身体 も他 の 見 える もの の 一員 だか らで ある。そ して 見 る もの で あ

る私 が他 の 見 る もの で ある 私 （他者）と同
一

の 世界 に 属 して い る こ とに も

なる．とい うの も，

一
度 キア ス ム が認め られる の な らば ， あ る物 を見て い

る私は， その 当の 物の 仲間で もあるの で あ り， 私で は ない 別の 身体 もそ れ

が物 を見て い る以上 ， 同 じ見 える物の
一

員 とな るか らで あ る。また次の よ

うに も言 われ る。す なわ ち ， 「他 人 た ちの 身体 も ， 私の 身体 と 同様 私 に よ っ

て 知 られ て い る以 上 ， 彼 らと私 は や は り同 じ世界 に関わ っ て い る に ちが い

ない 」
30

．こ こ で はすべ て の 知覚主体 とそ の 対 象は 同 じ存在 に 属す る こ と

に な り， そ れ ぞれ の 経験 は同 じ世 界の 経 験な の で ある ．したが っ て ， 身体

の 感 ltk的 な能力 とは， それ に よ っ て 捉 え られ た 物や他 人 と私 を同
一

の存在

に帰属 させ ， そ こ に共存 させ る もの なの で ある
31

．つ ま りた だ ひ とつ の 世

界へ の 開在性 は ，
こ の 感性 的 な能力 に よ っ て 確保 され るの で あ り， そこ で

実現 して い るの は
， 両義的な生 と して の 経験 その もの なの で ある．それ故，

メ ル ロ ＝ ポ ン テ ィ は 「究極 の 存在論的 な能力 は経験 に こ そ そ な わ っ て い る」

と も主張する の で ある ．

30　VI ．，P．　183．

31 また，各感官に よ っ て 把握 され た異 なる質の もの が同 じ世界 の もの で ある とい うこ とは次の

よ うに根拠づ け られ る，「同 じ身体 が物 を見，物 に触れ て い る以 ヒ，見 え る と触 れ うる と は，同

じ世界の こ とが らな の で あ る，」

VL ，p．　175．
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