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1　 物 質 と意識 との 関係

　唯物論哲学の 根本 問題 は 物質 と意識 の 関係 を明 らか にする こ とで あ り，唯 物論哲学は物 質 を

第
一

義 と し
， 意識は物質の 反映で ある とする 。 すなわ ち唯物論哲 学は

， 人間の 意識は人間社会

を含む物質的外界環境か らの 反映で あ り， 外界環境か ら得 られ る像で あ る とい う観点 を基礎 に

措 くの で あ る 。 で は 次に 物質とは何か と い うこ とで ある 。 そ して 物質 とは わ れわ れの 周囲に あ

る と こ ろ の 自然界の 空気 や ， 水や 土地 や 月の 光や 岩や草木等 々 の こ とで ある
。 また 唯物論は広

義に こ の 物質を解釈 し
，

人間が 生 きる社会 も し くは社会機構 を第一義的世界 と解釈す る 。 その

ポ イ ン トは次 の よ うなこ とで ある 。

　  社会 を含む物 質世 界は 人間の 意識 の 外 に存 在 し
， 人間意識 に 影響 を与 える客 観的存

　　在の こ とで ある 。 つ まりそれ に該当す る の が 自然界で あ り，人間社会で ある 。

　  ま た こ の 自然界 は意識 を持 た ない の で あ る 。 あ くまで もそ こ に は物 質法則 が 流 れて

　　い る の で ある。 物理 法則，化学法則，生物法則等の 世界 な の であ る 。
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  また 人 間社 会に お い て も言わ ば社 会科学 の 法 則 と して
， 経済法則 で あ る生 産 ・流通

　　法則 ，
金融法則等が 流れ て い る の で あ る 。 入間関係に お い て も， 言わば法則 と も言え

　　る言語や コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン活動が行われ て い る の で ある。

　さて こ の ような外界環境存在に た い して
，

で は意識の 特徴 とは何 で あろ うか ？　それ は次 の

よ うな こ と と考え られ る の で ある 。

  意識は外界事物 の 反映で あ り，像で あ り，模写なの で ある 。

　なぜ な らそれ は 人類の 発生起源 に遡 る こ とがで きる 。 人間が初期人類の 段 階に あ っ た と き，

た とえば外敵か ら身を守る場合を想定 して み よ う。 獰猛な動物が接近して きた場合 ， まず初期

人 類の 眼や 耳が動物の 接近 を感知す る 。 こ れは感覚器官の はた らきで ある 。 そ して動物 が接近

して きた とい う電気信号が初期人類 の 脳神経細胞に伝 えられ る 。 そ こ で 脳神経細胞は動物か ら

身を守る べ く身を岩陰 に 隠 した り， 弓矢等の 武器 を手に 取 っ て そ の動物 とた たか うとい う具体

的な 行動 を取 らせ る の で あ る 。
つ ま り初 期人類 の こ ろか ら人 間はみ ずか らの 生存の ため に は，

どう して も外界 の 動 きを よ り早 くよ り正確 に眼や耳 を使 っ て キャ ッ チ し， 適切な行動 を取る と

い う生存の 原理 か ら外界反映能力を身に付け て い っ た の で ある 。

　また暑 さか ら身 を守 るため に は水辺 に行 っ た り， また寒 さか ら身を守るた め に は毛皮 を身に

ま とうとか い っ た具体的な生 存の方策を取 っ て い っ た 。
こ れ ら の 生存の ため に ， 身を守るため

の 行動の 基礎 に は
， 外界環境の 暑 さや寒 さと い っ た外界環境の 変化 を読み取る初期人類の 感覚

を含む反 映能力が ある の で ある 。 こ の よ うに初期人類の こ ろ か ら人間は反映能力を言 わ ば生存

の 手段と して
一
歩，

一
歩みずか らの 脳内で 向上 させ て きた歴史なの で ある 。

こ れ が こ ん に ち入

間の 反映能力 と呼 ばれ て い る もの で あ り， 人間の 意識が外界の 像で あ り， 反映で ある とい うこ

との 生物学的根拠 なの で ある。

　 と こ ろ で 外界世 界の 動 きを読み取る こ とが で きるだ けで あれ ば，他 の動物や鳥類 ・魚類 と何

ら変わ る と こ ろ がない 。 しか し人類 は，その 本能的な反映能力を能動的な もの へ と高め て い っ

た の で ある 。
つ ま り外界世界 を的確に読み 取る こ とに よ り，適切な 能動的行動を積み重 ねて い

くこ と に よ り， 人類 は他の動物 に比 して 主体的意識 を形成 して い っ た の で ある 。 意識の 発生 は

さ らに脳神経細胞 の はた ら きを活発化し ， 活発化 した脳神経細胞は さ らに明瞭な意識 を生 み 出

し て い っ た の で ある 。

　  つ まり外界物質界が第一義で あ り， 意識は第二 義的な もの なの で ある 。

　初期人類 を見て も明 らかな ように，最初 の こ ろは初期人類 に あ っ て も反映能力は言わば微弱

な もの で あ っ た と思われる 。 た だ し外敵 とた たか っ た り，食糧を手 に 入れた り，寒暖か ら身を

守 る術 を考案 して い くとい っ た生活体験 を経 る に従い
， 人間 は反映能力 を向上 させ て い っ た 。

す なわち眼はだ ん だ ん 良 くな り， 耳も音 を聞き分け られ る よ うにな り， 意識 も徐 々 に明確 にな

り， 集団生活の なか で やがて コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン 手段 と して の 言語が意識の現実型と して発生

して い っ た の で あ る
。

　  そ して こ の 意識の は た ら きは最近 の脳 科学の 解明に よ り， 脳神経細胞物質の は た ら き
，

産出の 結果で ある こ とが分か っ て来て い る 。 意識が脳内物質の 産出の 結果で ある とい うこ とは，

意識 は物質的な もの で あ り，実在的な もの で ある とい うこ とが分かる の で ある 。

　次の 問題 は
，

で は意識は完全に物 質か とい う問題で ある 。 この こ と に つ い て は
， 意識 は脳神

経細胞の 物質的な は たらきによ っ て生 ず る こ とは間違 い な い の だが ，で はす べ て を物質に還元
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して 良 い か とい うこ と で ある 。 意識 とい うからに は音楽や絵画を創作 し，人を愛す る気持ちで

その 発生源は脳内物質で ある が ， 言わ ばその脳 内物質は意識 に物質的 に転化 して い るの で はな

い か と考 えられ る の であ る 。 意識の 発生 源は脳 内物質で あるが
， 人間意識 と して発現する場合，

そ こ に物質の意識へ の 転化過程
・
転化形態が存在する と考えられ る の で ある 。

こ の ように して，

物質 と意識 との 相互関係 を新 た に考えて い く必要がある の で ある 。

　意識 とい うこ と の 具体例は愛情で ある 。 愛情 は意識の 外に ある外的な存在で ある女性の 存在

が第
一

。 第二 はそ の 女性 の 生 き方か ら刺激 を受け ， 脳内 に言 わば愛情物質が生 産 され ，愛の 意

識が芽生 える 。 で は次に こ の 愛情は 完全 に物質で ある と言 い 切れる だ ろ うか ？　 た とえば ラブ

レ タ
ー

を書 くとい う行為は，愛 とい う意識 の 具体的なあ らわ れ で あ り，こ れ は物質で ある とは

言えな い 。 で は何なの か ？　 言える の は意識の は た らきの 結果が ラ ブ レ タ ーを書 くとい う行為

に な る こ とで ある 。 そ うする と意識 とい うもの は
， 愛情物質の 現実転化形態で は な い だ ろ う

か ？

　 ここに物質と意識 との 関係 を解 くカギ が ある と思われ る の で ある 。 脳 内で 産 出 され た愛情物

質が，具体的な外 的な人間行動 とな っ て 発現す る場合，そ れ は意識 と呼ば れる 現実的に外化 し

た形態に 転化する もの と考え られる 。 す なわ ち愛情物質の 産 出に 至 る外界刺激 に た い して，具

体的 に 人間の 側 として は た らきかけて い く際に
， 愛情物質が 外的現実意識 に転化す る と考えら

れ る の で ある
。

　意識は物質的 に脳神経細胞 内で 生 産され た物 質的な もの で ある が
，

しか しそ れ は機械的 に扱

える物質 とは性質が違 うの で ある 。 つ ま り， 意識 とな っ てあ らわれ る物 質は ，極 め て多様で重

層的 な もの と考えられ る の で ある 。 すなわち物質的に脳内で 生 産 された意識 は
， 物 質として の

基本的な性質を有 しつ つ も， 現実生活の 場で 意識 と して 現れる 場合に は
， 現実転化形態 と して

，

物質が現実的に変化 した形態と して ，す な わち意識 と して発現 して い る と考え られ る の で あ る 。

つ まりそれほ ど物 質の 性 質は 多様で あ り， 変化 に富み
， 多重 的 ・多層的な もの で ある こ とがわ

か る の で ある 。 物 質の 現実的転化形態が 意識で あ り， また物質的に生 産 され た意識 は ， また言

語 とい う形 を取 っ て外的 に 発現する と考 えられ る の で あ る 。

2　 心 身 と心脳 問題

　物質と意識 との 問題 を考える際 に，次に浮上 する の が 心 身問題 で ある 。
つ ま り身体 と心 ，ま

た は精神 との 関係 で ある 。 そ して 身体 と精神 と の 関係 に つ い て 唯物論 は 明確 に 身体
一

元論の 立

場で あ り，身体の はた らきか ら精神の は た らきを説明す る の であ る 。
つ ま り身体の なか の

一
部

で あ る脳の は た ら きと理解 し， 身体は もちろ ん感覚器官や その他の 身体機能 の は た らきを含む

もの と して 理解する の で ある 。
つ ま り精神 の は た らきは，身体の 特に脳 を中心 とす る部分 の は

た ら きで あ る とする 。 し か し なが ら身体の 物質的なは た ら きとは明確 に 区別で きる と こ ろ の 精

神的 ・意識的なはたらきで ある とする の で ある 。

　次 に心脳問題 につ い て は，唯物論 は明確 に心の はた らきを脳 の は たらきとす るが ， 脳 自身の

物質的な はた らきと，脳が生 み 出す心の は た ら きとを明確 に 区別す る の で ある 。 なぜ な ら
， 心

の はた ら きは明確に，物質とは異な る もの だか らなの で ある 。 そ して，種村完司氏は こ の 心 身

と心脳問題 に つ い て次 の よ うに言 う。 「心身問題 を心脳問題 へ と収斂 させ る な ら，脳 に は帰す
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る こ との で きない 身体独特の 機能を切 り捨てる こ とに な る 。 た とえば，大脳 と結合 は して い る

が ， 身体全体 に存在して対象認識や 身体保全 に固有の 役割 をして い る視 ・聴 ・触などの 感覚機

能 ， 内臓 ・骨 ・筋 肉 ・血 液な ど に 作用 し
， 成長や代謝 を （そ して 脳の 発育をも） つ か さどる下

垂体 ・甲状腺 ・副腎等の 内分泌機能，体内に入 りこ ん だ異物 に反応 して抗体 をつ くり生体 を制

御 し よ うとす る リ ン パ 球 （T 細胞 と B 細胞）の 免疫機能等が そ の 代表で あ ろう」
o

と して，心

脳問題 に お い て 身体諸機能の はた ら きの 重 要性 を強調す る 。 しか しなが ら こ の 種村完司氏の 理

論には陥穽がある 。 つ まり第一
には，心 の は たらきの 源泉で ある脳の はた らきを他の 身体諸機

能の は た ら きと同列化 して しま い
， 脳 の はた らきの 重要性 を相対化 して しまっ て い る こ とで あ

る 。

　第二 に
， 身体 と精神 と の 関連 を考 える際 に

， 身体が言わ ば外界事物存在か らの 刺激 を受容す

る感覚器官等に代表され る理 由は，い つ に外界事物存在その もの を看過 して はな らな い とい う

こ となの で ある 。 外界事物存在か らの 刺激が身体各部 に よっ て受容 され る こ とに よ り，脳 にそ

の 刺激が信号化 され て伝達 され ，脳 が新た な行動 を起 こす指令 を発 して
，

ふ たた び外界事物存

在 に 身体 がは た らきかけて い くとい う観点 を闕如 させて はな らない の で ある。

　種村完司氏 の よ うに過 度に身体機能 を強調す る こ と に よ っ て 生ず る弊害は以下の とお りで あ

る 。
つ ま り第

一
に

， 人間の 意識を生 み 出す源泉で ある外界事物存在 を過小評価す る こ と
。 第二

に ，意識 の は た らきを作 り出す脳神経細胞 の は たらきを身体機能活動に収斂し て しまうこ とに

よ り，脳神経細胞の はた ら きを過 小評価 して し まうこ と 。 第三 に ，身体機能の
一

部で ある人間

の 感覚器官の は た らきの 位置づ けが不明確 になる こ とに よ っ て ，外界刺激が人間の 感覚器官 を

通 っ て脳 神経細胞に伝達 され ， 脳 神経細胞に よ っ てそ の 外界 刺激信号が 言わば消化吸収 され る

こ と を過小 評価 して しまう危惧が あ る の で ある 。 その 恐 れは 種村完司氏の 次の 表現で も明 らか

で あ る 。 「身体 は
， 自らの 表面お よ び さまざまな部位 に

， 視覚 ・聴覚 ・触覚 ・味覚 ・嗅覚等 の

感覚器官 をそ なえ，自己内部 の 中枢神経系に よるそ れ ら の 分化 と統合 ， 受容 と統御を も っ て
，

対象 に 立 ち向か っ て い る 。 身体は
， 自己内外の 諸器官 ・諸組織の 有機的統一体 と して

， 活動 目

的 に ふ さわ しい
， 対象に 関する正確で 有意義な知識 を獲得す る ため に機能する 。 だ とすれ ば，

認識主体 と して は，意識 に よ りも身体 に こそ ，
われ われ はその 資格 を与える べ きで あろ う」

C2）

と 。 こ こ で は種村完司氏 はみずか らの 身体論に拘る余 り，とい うよ りもそ の 身体理論の 当然の

帰結 と し て ，人 間認識主 体 を意識に 求め る の で は な くて
， 間違 っ て 「身体」 に 求め て しまっ て

い る の で あ る 。 人間意識が外界を認識す る の で はな く， 人間身体が外界を認識す る の だ と。

　 こ れ は明確に ，唯物論 の 深化で は な く，唯物論 を もう少 しで 間違 っ た方向に 導 こ うとする 危

惧が 存在す る の で ある
。 理 由は次の とお りで ある

。 す なわ ち，身体機能に拘泥する 余 り，意識

の はたら きを も，身体機能に埋没させ て しまうこ と に よ り， 唯物論が課題 とす る物質と意識 と

の 問題 を瞹昧 に する の で あ る 。 唯物論が踏まえる物質 と意識 との 関係問題 におい て，種村完司

氏 は身体機能を強調する余 り，われ われ が外界世界を感 知す る こ と に よ り， 頭脳の はた らきに

よ っ て産出 させ る意識 の はた らきをも過小評価 して しまうこ と に な る の で ある 。
こ れ は逆の 意

味で 観念論 の 立場 に接近 して い くおそれがある の で あ る 。 唯物論は あ くまで も物質と意識 との

関係 を基礎 に据え，人間が 現実 に行動 し得る の は い つ に 意識 の はた ら きで あ り， その 意識の は

た らきは物質とは明確に 区分 され る もの である こ とを主張するか らな の である 。

　 意識 と身体 とを混同 して しまう種村完司氏は さらに こ の こ とにつ い て 自縄自縛 に陥 る 。 すな
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わ ち認識する主体 と して の 意識に た い して 追 い 討 ちを掛けて
， 認識す る 主体 は 「意識で ある身

体」 として しまうの で ある 。 明らか に意識 と身体 との 混同で ある 。 人 問の 意識と人 間の 身体 と

の はた らきとは
， 明 らかに 区別 して 考えなければ ならない もの なの で ある。それ を混同 して し

ま い
， 人聞の 行動の 源泉主体は 「意識で あ る身体」 とい うよ うに 曖昧 なもの に して しまうの で

ある 。 意識と身体 との 関係に つ い て は，幾度 も言うように人 間は外界刺激を身体機能の
一

部で

ある感覚器官を使 っ て感知 し， その 感知 した外 界信号 を脳髄が読み取 り，消化吸収 して，意識

を産出 させ て い る の で ある 。 この プ ロ セ ス を混 同 しては ならな い の で ある 。 この プ ロ セ ス を混

同 した場合，種村完司氏 の ように 「意識で ある身体」 とい っ た良 く理 解で きな い 概 念に な っ て

しまうの で ある 。 種村完司氏 は こ の 混同を次 の よ うに 表現す る 。 「認識する主体 と して の 身体

とい う場合，そこに は明確な認識意図，能動的な認識姿勢が顕著 な の で あ り，主体と い う名に

ふ さわ しい 身体は
， 意識性の 高 い 身体で あ り，

い わ ば意識 として 働 い て い る （ある い は働こ う

と して い る）身体で ある 。 自動的活動 に 身を まかせ て い る 身体で はな く， やや レ トリカ ル に い

えば
， 認識すべ き対象を前 に して 『意識 に 変貌 して い る 身体』『意識で あ る 身体』」

C3）
とな っ て

しまうの で あ る。人 間が もの ご とを認 識で きる こ との 持つ 意味の 第
一

は
，

人 間が外界世界刺激

を把握で きる とい うこ と 。 第二 に
， その 外界刺激 をもとに意識 を発生 させ る と い うこ と 。 第三

にそ の 発生 した意識 は ，認識 を形成 して，具体的 な行動 を人間に とらせ る とい うこ とで あ る に

もか か わ らずに で ある 。 こ の 観点 を混 同 して しまうと種村完司氏の 言 うように 「意識に 変貌 し

て い る 身体」「意識 で ある 身体」とな っ て しまい
， 意識 と身体，す なわ ち意識 と物 質との 問 題

に 明確 な解答 を導き出す こ とが で きな い ま ま に な っ て しまうの で ある 。

　物質 と意識 との 関係 に つ い て
， 自縄 自縛の 解決不能に陥 っ た種村完司氏は

，
で は こ の 矛盾 を

い か に 克服 しようと試み る の で あろ うか 。 そ の 解決 の た め に 種村完司 氏は
，

唯物論の 立場か ら

明確に 物質が 第
一

義 的な もの で
， 意識 は物質か ら発生 する第二 義的な もの で ある と言わ な い で ，

物質 と意識 と の 「交流」 「相互作用」 とい っ た曖 昧な立場 に立 ち入る 手法 を採 る こ とに なる の

であ る 。
つ ま り種村完司氏 は，そ の こ とに よ り物質の 第

一
義性 と意識の 第二 義性 とを曖 味に し

て しまう立場 に 立 つ の で あ る 。 「部分知覚 （＝ 感覚）で あれ全体知覚で あれ，それ らは知覚 す

る主体 と知覚され る対象との
， 交流 な い し相互 作用 の 産物 で あ る 。 交流 ，相互作用 とい う言葉

を使 うの は
， 外か ら刺激が到来 しそれ を感官が受容する と い う一方的な作用の 結果 と して

， 知

覚を理 解 しな い ため で ある 1  

と な っ て しまうの で ある
。

こ の 誤 りの 根源 は ，物質存在の 第
一

義性 とそれか ら発生す る第二 義的な意識の は た ら きを理解 で きな い 点 に ある の で ある 。
こ の 観

点 を曖 昧にす る とこ ろ 種村完司氏 の よ うな感覚中心 の 知覚主義に陥 り，物質と意識 との 関係 を

曖昧に し，身体機能の
一

部で ある感覚器官の 知覚作用 を過大評価 して しま うの で ある 。 感覚器

官は まさに身体の 一
部で ある こ とに よ っ て ，外界刺激 を脳髄に伝達で きる の で ある

。 すなわ ち

感覚器官 もまた発生学的 に は脳神経機構の
一

部 な の で あ り， 外界刺激 を脳神経細胞 に伝達 する

ため の 役割機構なの であ る 。 しか しなが ら ， そ の こ とに もかか か わ らず，外界事物存在で あ る

物質存在は 不変で ある と い うこ となの で ある 。

　こ の 物質と意識 と の 関係 にお ける身体機能の 過度 の 強調 の 裏返 し は
， 身体機能 の はた ら きを

信ずる 余 りに 自己 の 心身の 体験 を強調 して しまうこ となの で ある
。 すな わち種村完司氏の 理 論

は明 らか に 身体機能 を重 んずる余 り，
そ の 身体 を保有する み ずか らの 身体的体験や 精神 的直観

を過度に 強調して しまうの である 。 そ の こ とに つ い て種村完司氏 の 主張を見て み よう。 種村氏
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は意識や身体 に 関す る常識 と科学的知見は無益で はな い と言い なが ら 「しか し 『体験的 ・直観

的把握』が ，それ 以上 に威力を発揮 する の で はある ま い か 。 自分だ けに しか現 出 しな い
， 自分

だけが所有 しうる心身の 体験 。 自分には生 きい きとして ご く自明だが ，しか し言語化す る の は

ひ じょ うに難 しい 心身の 直観 。 こ の 種の 『体験的 ・直観的』な心身のあ り方も，や は り認め ら

れ て よい と思 われ る 。 これ こそ ，
メ ル ロ ＝ポ ン テ ィ をは じめ とする現象学者た ちが 『生 きられ

た身体』 と呼んで ，人 々 に くり返 し注意 をうなが して きた代物で あろ う」。

li｝
こ こ に ある の は

自分 の 体験 。 自分の 直観なの で ある 。 自分だ けに 固有の 心身体験 。 自分だ けに固有の 心 身直観

な の で ある 。 もちろ ん人間は 自分の 体験や 直観に よ っ て ，意識 を形成する 。 た だ し哲学 の課題

は
， 幾度 も言 うようにそ の み ずか らの 体験や直観の 重要性を ， 物質と意識 とい う範曙の なか で

正確 に 位置づ ける こ となの で ある 。 すなわ ちみずか らの 体験の もととなる外界事物存在 とその

変化 。 また み ずか ら の 直観の もと とな り外界事物存在 とそ の 変化を看過 して は な らな い とい う

こ とな の で あ る 。 外界事物存在を看過 した場合に
， 過度 に 自己の体験や直観 を強調 して しまい

，

その 自己の 体験 の ぞとにあ り，自己の 体験 の もととなる 外界事物存在の こ とを忘れ去 っ て しま

っ て はな らな い の で あ る 。 人間は 自己 の 体験 を通 して，意識 を形成す る 。 その こ とは 正 しい
。

だが忘 れて は な らない の は，自己の 体験 の ぞ とにあ っ て ，体験の 原因となる外界世界 と人間社

会の 動 きの こ と を忘れ去 っ て はな らな い とい うこ とな の で ある 。

3　 一次性質と二 次性質

　種村完司氏の ように
， 外界事物存在 の こ とよ りもみずか らの 感覚器官の は た らきを強調す る

知覚主義の 立場の 源泉 は，ジ ョ ン ・ロ ッ ク で ある 。
ロ ッ クは われ われ の 観念の 源泉を感 覚器官

に求め
， それ を感覚 と呼ぶ の で あ る 。

つ ま りロ ッ ク は観念論 の 立場か ら観念の 源泉を唯物論の

よ うに外界事物存在に求め る の で はな く，感覚器官の はた ら きに求め て しまっ て い る の で あ る 。

感覚器官 の はた ら きに つ い て 言 えば
， それ はあ くま で も観念の 源泉で はな くて

， 外界事物存在

か らの 刺激 を信号化する器官なの で ある 。 こ の 点を把握 しな い とこ ろで はロ ッ クの よ うに ， は

た また種村完司氏 の よ うに
， 感覚器官の はた らき （もしくは種村氏 に拠れ ば 身体） を観念の 源

泉 と見做 し て し まう誤 り理 論 が発 生す る の で ある
。

ロ ッ ク はその 著 『人間知性論』で 言 う。

「私たちの 感官は個々 の 可感的事物に かか わ っ て，そ れ ら事物が感官を感触す る さまざまな仕

方に 応 じて 物 ご と の い ろ い ろ 別個 な知覚 を心 へ 伝 える 。 こ うして
， 私た ちは黄 や 白や熱 い や 冷

たい や 柔らか い や堅 い や苦い や甘い や ，すべ て可感的性質と呼ばれ る もの に つ い て私たち の 持

つ 観念 を得 る 。 私た ちの 持 つ 観念 の大部分の こ の 大 きな源泉は ま っ た く感官に依存 し， 感官 に

よ っ て知性へ もた ら され る の で ，私はこ の源泉を感覚と呼ぶ」
 

と。

　 もう明瞭で ある 。
ロ ッ クは 人間の 観念 の 源泉 を感覚器官の はたらきに求める ので ある 。 そ し

て そ の こ とに よ っ て外界事物存在 を消去 しよ うとす る の で ある 。 人間の 感覚器官の は た らきに

つ い て 言えば
， 感覚器官は身体機能の 一

部で あ り，その 役割は 人間 の ぞとにあ り，人間 の 感覚

器官の はた ら き とは無関係に 存在する外界事物か らの 各種刺激 を視覚
・聴覚

・
触覚等で 読み 取

り，
つ ま り人間の 感覚もまた第

一
義的な外界刺激に 拠る第二 義的なもの で ある とい うこ とで あ

り， その 読 み取 っ た信号 を脳髄が消化吸収 して
， 意識 を産出する とい う仕組み の なか にある の

である 。
つ ま り人間の 感覚 もまた外界事物存在の 反映な の で ある 。 暑 さ ， 寒 さと い う感覚が生
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ず るの はあ くまで も外界環境の 反 映な の で ある 。 従 っ て ，m ッ クや種村完司氏 の 知覚主義を唯

物論的 に押 し進 め る こ とが大事なの で ある 。
つ ま り人間感覚器官 の はた らきの 先 に ある ，また

人間感覚器官 に よ っ て捕捉 で きる ところ の 外界事物存在 に辿 り着 くこ とが 大事な の で あ り，
ま

た知覚主義を推 し進め て い けば，必ず唯物論的に外界事物存在に辿 り着くこ とが で きる もの な

の で あ る 。

　 ロ ッ クは物 質を
一

次性質 と二 次性質 と に 区分する の で ある 。
ロ ッ ク に よれ ば物質の

一
次性質

とは，物質の 形，大 きさ，固体性，数，運動や静止 などで あ り，二 次性質は 色，香，音，味で

ある とい う。 こ の よ うに物質を客観的な一
次性質 と主観的な二 次性質 と に 初め か ら区分 して し

まうと こ ろ に 客観的 な もの と主観 的な もの との 混同が発生 して い る の で あ る 。 物 質に つ い て言

えば ， それは幾度 も言 うようにそ れは客観的な事物存在で あ り， 形 ， 大きさ， 運動 ・静止等は

物質が その ような形状で 存在 し
， 運動 と静止の なか に存在 して い る とい う事実 を示 して い る だ

けな の で ある
。 そ して ロ ッ ク の 言 う二 次性質で ある物質の 色，香 りも主観的 に捉え られ る か ら

色や香 りが発生す る の で はな く， もともと物質の性状 と して 実在 し て い るだ けな の で ある 。 そ

し て重要なこ とは
， 人間の 感覚器官 もまた物質の性 質の 反映を受 けて はた らきを示 して

， それ

は 白い 物体で ある とか ，それ は赤 い 物体で あ る とか の 感覚 を生 じさせ て い る の で ある 。
つ ま り

あ くまで も白 い 色 を した物体存在 が基礎であ り， 人間は感覚器官がその 物体 の 白い 色 を白い と

反映 し，その 白い と認識 した反映記号 を感覚信号 と して脳 神経細胞 に伝達 して い る とい うプ ロ

セ ス なの で あ る 。
つ ま り感覚 もまた外界環境の 反映で あ り， 模写で ある と い う こ とが言 える の

で ある 。

　こ の ように 考えて くる と ロ ッ ク が何故 ， 物質を二 つ の性 質に 区分 し
，

一
つ は客観的な

一
次性

質 で あ り，もう一
つ は主観的な二 次性質で あ る と した意味が分か る の で ある 。

つ まり区分する

必要の な い
一

次性質 と二次性 質とに物質を区分 した とい うこ とは，明 らか に客観的な物 質存在

に た い して
， 主観的な特 に みずか らの 感覚器宮の はた ら きの 重要性を強調 した い が ため で ある 。

さ らに言えば，主観的観念論者の 大 きな特徴 と して ，客観的な物質存在 になん とか して 主観的

な感覚器官 の はた ら きを持 ち込み
， 客観的な事物存在 を主 観の 側 に 引 き寄せ る こ と に よ っ て

，

もの ご とを主観的に考察せ んが ため な の であ る 。

　ロ ッ ク に代表 され る主 観的観念論の 立場 の もう
一

つ の 大 きな特徴は
， 自分 の 経験 を観念 の 基

礎とする こ となの で あ り， そ の こ と に よ りバ ーク レー伝来の イギ リ ス 経験論 の 流れ を看取する

こ とが で きる の で ある。 ロ ッ クは言 う。 「どこ か ら心 は理知 的推理 と知識 の す べ て の 材料 をわ

が もの に す るか 。 これ に対 して
， 私は

一
語で 経験 か らと答 える 。 こ の 経験 に私た ちの い っ さい

の 知識は根底 を持 ち，こ の 経験か ら い っ さ い の 知識は由来する」
C7）

と。 観念や知識の 基礎に経

験 を据える こ とにつ い て 言 えば
， 第

一
にわれ われの 観念や 知識 の 発生源 を外界世界で あ る経験

に 求め る点 に お い て は半分正 しい が
， あとの 半分の 誤 りは，観念や知識の 源泉が い つ に われ わ

れ の経験を含む外界事物世界で あ り， 観念や 知識 は外的事物世界
・
入 間世界 の 反映で あ り， 第

二 義的な もの で あ り， 第
一

義的なもの はあ くま で も外的事物世界 ・人間世界 で あ る こ とを看過

して い る点 にある の で あ る 。 確か に ロ ッ クを含む イギ リ ス 経験論 の 流 れは ，観念 の 基礎 と して

われわ れ の経験を措定 した点は特筆され る べ きもの な の で ある 。 だが しか し
， その 範囲に 留ま

っ て しまっ て は な らない の で ある 。 われわれ の 観念の発生源は経験を含む外的世界の 動 きに あ

り，そ れ らの 外的世界 の 動 きが第一義的な もの で あ り，
われわ れの 観念 はその 外的世界の 動 き
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の 反映で ある第二 義的な もの で ある とい うこ とを理解 しなければな らない の で ある 。 しか も，

わ れ わ れ の 眼や耳 とい っ た感覚器官の は た ら きもまた外的世界の動 きに拠 る第二 義的な もの で

ある こ とをも。

　感 覚器官の はた ら きもまた 人間世界を含む外 的世界の 反映で あ り， 感覚器官はその 外的世界

の 動 きを脳髄に 伝える役割 を果 た して い る とい うこ とを徹底させ る こ との で きな い ロ ッ クは
，

当然 の 帰結 として観 念は感 覚 と同 じもの だ として しまうの で ある。「い つ 人間は観念 を持 ち始

め るか と尋ね られる と した ら
， 初 めて感覚す る と きとい うの が真の 答 えだ と

， 私は思 う 。 なぜ

な ら，感官が観念を伝え入れ ない うちは心に観念はない よ うに見えるか ら，知性にある観念は

感覚 と同時だ と私は想 うの で ある」
CS｝

と 。 すなわち人間が感覚 しなければ
， 観念は発生 し得な

い とす る の で ある 。
こ の ロ ッ ク の 考えは次の 意味で誤 っ て い る の で ある 。 すなわち感覚器官の

ぞ とにあ り感覚器官 に刺激 を与え．観念 を発生 させ る外的事物世界 の 存在 の こ とを消去 して し

ま っ て い る点で ある 。 すな わ ち ， 外界環境は わ れわ れ の感覚器官の は た ら きとは無関係 に存在

して お り， しか も観念 の 発生源は外的世界に ある こ とは確かなの で ある 。

4　感覚 と観念

　人間の 感覚 と観念と の 関係 に つ い て
，

で は ど う考 えれば良い の で あろ うか 。 唯物論 の 立場 か

らは
， 人間の 感覚 もまた人間の 観念 も外界事物 の 反映 と理解する の で ある 。 まず感覚器官 に つ

い てで あ る 。 感覚器官を見 てみ る に，こ れ は明 らか に外界刺激 を受容す るた め の 器官と して発

生 して い る の で ある 。 すなわち暑 い とか寒 い とかの 外界変化 を受容する ため に ， 感覚器官が身

体器官の
一

部と して 発達 し た の で あ る
。 感覚器官が 暑 さ とか寒さ とか を感 じな い とすれ ば

， 人

間の 生存自体が 危うくな るか らな の で あ る 。
こ の ように考えれば

， 感覚器官の 発達 は
， 自然界

の なかで 生 きる人間が必然的 に発達 させ た器官で あ り， その 器官は外界刺激 を受容す るた め に

発達 した もの である こ とが 分 か る の であ る 。
つ ま り感覚器官 の は た らきは，外界刺激 を受容す

る ため の 第二 義的な役割を果たすの で あ り， 第
一

義 的な もの はあ くま で も変化 して 止 まぬ外界

存在 なの で ある 。

　次 に人間の 観念に つ い て で ある 。 観念 もまた感覚器官の はた らきと同 じ く， 外界刺激に 拠 り

形成 される もの なの である 。 観念 の発生源に は必ず ， 外的 人間世界の 動 きと自然界の 動 きとが

ある の で ある 。
わ れ わ れ 人間は社会的動物 と して

，
また思考する こ とを本性 とする動物 と して

，

あ くまで も外界刺激に 依拠 し て 観念の もとを得て い る の で ある
。 その 証拠に た とえば 人間関係

か ら発奮を受けた り
，

美 しい 自然か ら啓示 を受けて 素晴ら しい 音楽や絵画を産出 して い る の で

あ る 。 外的人間関係 や美 しい 自然界存在がな い と こ ろ で は
， 人間らしい 感情や ， 芸術的精華は

生 み 出 され な い の で ある 。 こ の よ うに考 える と，人問の観念もまた第
一

義的存在で ある 自然界

または人間社 会か らの 刺激 を受け取 っ て発生す る第二 義的な もの で ある こ とが分か る の で あ

る 。 す なわ ち人間の 観念は外的世界を反映する 第二 義的な もの で あ り， 不変で あ り変わ らない

もの で あ る第
一
義的存在は外的 自然界存在 と人 間社 会な の であ る 。

　 こ の 唯物論の 観点 にたい して ロ ッ クは ， 主観的観念論の 立場か ら人間感覚の はた らきを尊重

す る余 り， その感覚器官 に は た らきか ける源泉で ある外的事物存在 を結果的に は消去する こ と

に な っ て い る の で あ る
。 観念の 源泉で ある 自然界存在は ，人間の 個別感覚器官の 存在とそ の は
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た ら きに かか わ らず存在 し て い る とい う観点が重要な の で ある 。 個別の 人間の 感覚器官 の は た

らきよ りも先に，外的事物世界存在が 存在 して い る ので あ り，人間の 感覚器官はそ の 後で ，そ

の 影響 を受けて作用 して い る の で る 。 すわわ ち人類の 最初 の こ ろ に あ っ て は
， 感覚器官の は た

ら きは鈍か っ た 。 まさに本能的に 生 きて い る だ けだ っ た 。 しか しなが ら生活の進行 は
， 人間の

感覚器官の はたら きを鋭 くしな けれ ば生存で きなか っ たの であ る 。
つ ま り眼 は よ り遠 くを視認

で きる ように な り，耳は よ り多 くの 音域 を聞 き分ける よ うに，嗅覚 は よ り多 くの 種類 を嗅ぎ分

けれる ように 発達 して い か ざる を得 なか っ た の で ある 。 その 発達過程 に よ り人間は感覚器官 の

はた らきに よっ て ， よ り外界事物存在を反映 して い く能力 を身に付けて い っ たの で ある 。 また

その こ とに よ り， 人間は よ り的確 に 外 的世界の 動 きを知 る こ とが で き，
よ り的確 な行動 を提起

で きる ようにな っ て い っ た の で ある 。

　イギ リ ス経験論 に あ っ て ロ ッ ク と同 じ く主 観的観念論の 立場 に 立 つ の が ，
デ ビ ッ ド ・ヒ ュ

ー

ム で あ る 。
ヒ ュ

ーム はそ の 著 『人性謝 で感覚主義 ・経験主義を繰 り返 す 。 「実体の 観念 も様

相の 観念 も， 想像に よ り結び つ けられた単純観念の 集合 に他 ならな い 。 こ の 集め られた 単純 観

念に特定の名前をつ けて，われ われ 自身ある い は他人 にそ の 集合 を思 い 起 こ させ る よ うに して

い る の で ある」
C9）

と 。 すなわ ちヒ ュ
ーム は もの ご との 実体や様相 に つ い て の われ わ れ の 観念は

，

想像に よ り集め られ た単純観念の 寄せ 集め で あ り，そ れ に
一
定の 名辞を付加 した もの に他なら

な い とする の で ある 。 こ れは明 らか に バ ーク レーの 焼 き直 しで あ る 。
つ ま りヒ ュ

ーム に あ っ て

は実体 ， す なわ ち物質は観念の 集合 ， 観念の 束だ とな っ て しまうの で ある
。

こ れ は ロ ッ ク の 経

験主義の 立場か らもさら に 大きく後退 する もの で ある 。 なぜ な らロ ッ ク に あ っ て は人 間の 感覚

器官の はた らきを徹底 し，み ずか ら の 経験 を追及す るな らば必ず，実体で ある外的事物存 在 に

行き着 くとい う展望 を持 つ 理論だ っ たからなの で ある 。み ずか らの 経験は，必ず経験の もと と

な る こ の 人間社会存在や 自然界存在 とい う外 的世界 に行 き着 くの で あ る 。 火 を見て 熱い と経 験

す る の は，必ず火 と い う事物存在の 運動があるか らなの で ある 。 しか もロ ッ ク はその 火を熱 い

と感ず るた とえば触覚 とい う感覚器官の は た ら きが 観念だ と して しまう誤 りを犯 しは したが ，

人間の 感覚器官の は た らきが外的事物 世界 と の 間に ある こ とを証明 して 見せ た点 に 功績が あ る

の で ある
。 すな わ ちみずか らの 経験の もとを推 し進 め

， またみずか ら の 感覚器官の は た ら きを

推 し進 め れ ば
， 必ず二 次 的 ・二 義的反映結果 で あ る感覚の もと とな り

， 感覚器 官に はた ら きか

ける もととなる外的事物存在に 行 き着 くか らなの で ある 。

5　 原 因と結果

　 しか しなが らヒ ュ
ーム に あ っ て は

，
ロ ッ ク よ りもさらに

一
歩後退 し，

バ ーク レ ー直伝 の 主 観

的観念論 に陥 る と同時に ，さ ら に悪 い こ と に 不可知論に迷 い 込ん で い る 。 す な わ ち実体 の 本質，

つ ま り事物存在の 本質をわれわ れ は知る こ とが で きない と して
，

み ずか ら現 実存在か ら逃避 し

て しま っ て い る の で ある 。 す な わ ち ヒ ュ
ーム は 「実体を形作る諸性質は

， 普通 は
，

な に か知 ら

れない あるもの に属す る と され，こ れ に内属す る と想定 されて い る」
Ctm

と し て ，実体で ある

物質存在は不可知で ある とする 。 実体 を不可知 と して しま っ た の で ，その あ と の 必然の 帰結 と

して，実体 か ら観念を導き出すの で はな くて ，もの ご との 諸聯関を原因と結果とい う単なる 因

果関係に押 し込め よ うと して しまうの で ある 。 「一般 に認 め られて い る よ うに
， 心 の 能力 は 限
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られ て お り， 無限をあ ま さず ， 適正 に 思 い い だ くこ とは決して で きない 。か りに こ の こ とが認

め られて い ない として も，観察と経験 とが極めて 明瞭に示 して い る こ とか らみ て
， それは十分

に 明 らか で あろ う」
［11）

と ヒ ュ
ーム は不可知論 を展 開す る の で ある 。

　ヒ ュ
ー

ム の 語る ような不可知論は ，物質と意識 との 問題に つ い て 二 重の意味で 誤 りを犯す こ

とになる の で ある。そ れは第
一

に，人間の 観念発 生の もとに なる物 質存在 は知 る こ とがで きな

い と して
， 観念の 発生源で あ る物質存在 を消去 して しまうこ と に よ り， 物 質と意識 と言うとき

の 物質の 問題 を最初か らネグ レ ク トして し まうの で ある 。 第二 に不可 知論 に陥る こ とに よ り，

入間の 認識能力の 無限性 をみずか ら否定 して しまい ，認識能力が少 しず つ 拡大 ・深化 して い く

過程 を見 ようと しな い の で ある 。 人間の 認識能力は もっ ぱら物理 的能力の 制限性に よ り，外界

世界の 動 きすべ て を認識する こ とはで きない
。 しか しながら ， 物理的に制限を受けなが らも人

間の 認識能力は物質世界 の 絶対性 と
， その 絶対性 に 人間が相対 的な認識能力を駆使 しなが ら接

近 して い ける こ とを知 っ て い る だけなの で ある
。 人 間に と っ て未知 なる 物質世界の こ とは知 る

こ とが で きな い と い う不可知で は な く， 外界世界すべ て を知る こ とは で きない が， しか し人間

は物 質存在 の 絶対性 は知る こ とがで き， しか も制限ある 認識能力 を使 っ て
， 人間は人間の 感覚

器官の は た ら きを使 っ て ，その 物質存在の
一

部 に接近 して い ける の で ある 。 人間の 認識は絶対

的な事物存在 の解 明に は
一

挙 には到達 は で きない が ， その 未知 なる もの に 人間の 能力を駆使 し

て接近 して い ける こ とを知 っ て い るだけ な の で あ る 。

　物 自体 は不可知で あ り， 知 る必要の な い もの で あ り，
われ われ は みずか らの 経験 の 範囲 を超

えて は な らな い とする ヒ ュ
ーム の 不 可知論は

， 必然的 に物 自体を否定す る こ と に よ り， 物質の

運動諸関係 を原 因と結果 と い う因果関係 の狭 い 枠組み に押 し込め よ うとす る の で ある 。ヒ ュ
ー

ム の 持 ち出す原 因と結果 と に つ い て 言えば
， それは物質の 運動 を原 因 と して

， その 現象を結果

とす る もの で あ り，単な る物 質の 運動 の
一

局面 を言 い 表して い る に過 ぎない の で ある 。 原 因と

結果の 観点を強調す る こ とは
， もの ご との 現象面 に眼 を奪わ れ

， 現象 もまた物質の 本性で ある

物質の 運動形態で あ る こ と を消去 して しまっ て い る の で ある 。 しか もヒ ュ
ーム の 言 うよ うに も

の ご との 諸関係 を原因 と結果 に 押 し込め て しま うこ とに よ り，哲学が課題 とす べ き物質と意識

との 問題 にお い て も解 き明かす こ とがで きない ようにみ ずか ら して しまっ て い る の で ある 。

　 もし原因 とそ の 結果で あ る現象 と の 関係 に つ い て 言 うの で あれ ば，物 自体と現象との 関係を

言わ なけれ ば ならな い こ となの で ある 。 そ して物 自体 とは ヒ ュ
ーム の 言 うよ うに

，
知 る必 要の

な い こ とで もな く，またカ ン トの 言 うように知 る こ とがで きない 「不可認識的なもの 」 と定義

づ けられる もの で は な くて
，

わ れ われ の 眼前 に 存在 し， 明 らか に 見る こ とが で き，触る こ とが

で きる事物存在の こ とを言 うの で ある 。 そ して現象 とは，そ の物自体が現実に現れ出で た もの

で ある こ とも明 白なの で ある 。 と こ ろ で 物 自体 とは
，

われ わ れ の 眼前 に 存在 は し て い るが ，わ

れ われ は物 自体の す べ て を知る こ とは で きな い の で ある 。 その 理 由は二 つ ある 。

一つ は ，
わ れ

われ の 生理 的認識能力に限界が ある か ら ， 外的事物世界の こ とす べ て を知る こ とは で きない の

で ある 。 第二 に
， 物 自体の 存在 は絶対的で は あ り全面的で はあるが

，
われ わ れが眼前に知 る こ

と の で きる範囲 と言 うの は 限 られ て い るか らな の で ある 。 宇宙の 彼方 の すべ て の こ とを知 る こ

とは で きない の で ある
。

た だ し，
われ わ れ の 認識能力に は限界性 はあるが しか し

，
われ われ は

物 自体の 存在が絶対の もの で あり， それ が現象とな っ て 現実に現れ 出で て い る こ とを知 っ て い

るだけなの で ある。
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　そ して また ヒ ュ
ーム の 言 うように ，

こ の よ うな物 自体 と現象 と の 関係 を単 な る原 因 と結果 と

い う狭い 範疇に押 し込め て はな らない の である 。 大雨 とい う原因があ っ て ， 洪水とい う結果が

生ず る の は確 か に原 因と結果 と の 関係で ある 。 た だ しわ れわれは もっ と深 く， 掘 り下げて こ の

こ とを考察すべ きな の で ある
。 大雨 も洪水 もわ れ わ れ の 現前 に ある 自然界の 動 き， 運行なの で

あ り，
わ れわれはその 自然界運行の 絶対性 ， 現実性 をまず説明 しな けれ ば な らな い こ とな の で

ある 。 そ し て われ わ れが
， 明 らか にす る の は

， その 事物存在で ある物質 と人 間意識 との 関係に

つ い て 述べ る もの な の で ある 。 そ して その 物質と意識との 関係に つ い て は前述 した とお りなの

で ある 。

6　 マ ッ ハ の 物質否定

　物体 を眼で見える ときの 色や ， 耳で 聞こ える ときの 音である として感覚第
一主義を徹底 した

の は エ ル ン ス ト ・マ ッ ハ で ある 。
マ ッ ハ の よ うに 物体 を感覚複合体 と して しまい

，
みずか らの

感覚の はた らきで と らえられた色や ， 音が物体だ とする 立 場は バ ーク レー
伝来の 主観的観念論

の 立場 を徹底 したもの な の で ある 。
こ の マ ッ ハ の 倒立 は 「色

， 音 ， 熱 ，
圧

，
空間 ， 時間等々 は

多岐多様な仕方で 結合 しあ っ て お り， さまざまな気分や感情や意志が それぞれに 結び つ い て い

る」
（］2）

として ，物質的な色や 音等をみ ずか ら の 気分や 感情 に結び つ けて し まうこ とに な る 。

「こ の 綾織物 か ら
， 相対的に 固定的 ・恒常的な もの が 立現 れ て きて

， 記憶に 刻 まれ
， 言語で 表

現される 。 相対的に恒常的 なもの として，先ず は，空間的
・
時間的 ・空間的に結合 した色，音，

圧 ，等々 の 複合体が現れ る 。
こ れ らの 複合体 は比 較的恒常的な ため それぞれ特別 な名称 を得 る 。

そ して物体 と呼 ばれる」
｛T3’

と して
，

マ ッ ハ は 明確 に物体 は色や 音 とい う ， あ とで見 る こ とに

な る要素複合体で あ る とする の で あ る
。

　すな わ ち マ ッ ハ は物理 学者で あ る に もか か わ らず ， 物質を人間の 感覚器官 が と らえた範囲で

の 色や 音で ある と して
， 物質の 実在性 をみず からの 感覚器官 の は た らきに解 消 して しまうこ と

に よ り物質存在 を否定 し去 っ て い る の で あ る 。 「ロ
ー

ソ ク の 炎の 赤 さを見，熱 さ を感ず る の は

く私 〉 〈自我 〉」
“4）

なの で ある 。 こ の こ とは バ ーク レー
，

ロ ッ ク ，ヒ ュ
ーム と流 れて い る主観的

観念論を さらに徹底させ た もの で ある 。 マ ッ ハ にお い て は，バ ー
ク レ

ー
，ロ ッ ク，ヒ ュ

ーム が

区別 した物質 と意識 との 問題解決に お い て
， その 区別をする こ とな く， 単純 さの ゆ えに物質 と

意識 とを混同 して しまい
， 物質を感覚器官の は た ら きに解消 して しまうこ とに よ り，自然界 ・

物質存在 を否定 し去 っ て い る の で ある 。 それ は主観的観念論 の 究極の 極み と言 っ て しまえば
，

それ まで なの で あるが……
。

　物質の はた ら きをすべ て 自分の 感覚，自分 の 自我 に 還元する こ とを好 む マ ッ ハ の 手法 を見 て

み よ う。「尖端 S をもっ た物体が 目の 前 にある としよ う 。 S に触れ ，そ れ をわれ わ れ の 身体 と

関聯づ ける と刺痛 を感ず る 。 刺痛を感 ずる こ とな しに S を見る こ とは で きる 。 が ，刺痛 を感ず

るや否や わ れ われ は皮膚に S を見出す 。 とい う次第で ，可視的な尖端が持続 的な核で あ り，こ

れに事情如何に よ っ て ，偶然的 に い わ ば刺痛が附着して い る 。 こ の 種の 事態 に頻 々 と出会 っ て

い る うちに
， 人々 は つ い に物体の あらゆる性 質を持続的な核か ら出て 身体 を介 して 自我 に もた

らされ た結果
一 こ の結果が感覚と呼ばれ て い る の であるが 　　　だと見做すよ うになる 。が ，

こ の こ と に よ っ て 核の 方は感性 的内容 を全 く失 っ て し まい
， 単 なる思想上の 記号 になる 。 とす
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れ ば
， 世界はわれ われ の 感覚だけか ら成 り立 っ て い る とい うの が 正 し い こ とに な る」

〔15）
と し

て ，痛 い と感ずる われわれの 感覚器官 の はた らきが あ っ ては じめ て物体は存在 し得る とし，あ

まつ さえ
， その 物体は単 なる思想上 の 記号 となる と して しまうの で ある 。 物体 を感覚器官の は

た ら きに還 元 して しまうマ ッ ハ の 立 場 は，い つ に物体の 実在性 をみずか らの 感覚器官の はた ら

きの うちに解消 して しまい ，物体の 実在性 を否定し去 っ て しまうマ ッ ハ の 理論からの 当然の 帰

結なの で ある 。
バ ーク レ ー伝来の 主観 的観念論の 徹底化が誤 っ て なされる と こ の よ うに物質否

定の 自我の感覚主義 とな っ て しまうの で ある 。 逆な の で ある 。 人間の 感覚器官の はた ら きを逆

の 方向に もっ て 行 っ て はな らない 悪見本 なの で ある 。 感覚器官の正 しい はた らきの 方向 とは，

感覚器官 に よ っ て把握で き，また人間の 感覚器官 に刺激を与 える外 的事物世界の 存在の 方向 に

行かなければならない の にで ある 。 すなわちマ ッ ハ にあっ て は物質か ら感覚へ とい う唯物論で

は もちろ んな い と同時 に
， 感覚か ら物 質へ と い う観念論の 立場で もない の で あ る 。 こ の 両者の

対立 を超 えた と して
， 感覚の 先に何 も見て い な い で ，マ ッ ハ が感覚の 先に見て い る もの は ，単

な る思想上 の 作 りごとで ある記号が ある だけな の で ある 。

　 マ ッ ハ の 感覚主義 は とど まる と こ ろ を知 らない 。 「白い 球が 鐘に あたる 。 音が す る 。 こ の 球

はナ トリウ ム ラ ン プの 前では 黄色 く，リチ ウ ム ラ ン プ の 前で は赤 い
。 こ こ で は諸要素 （ABC

……〉は相互に 聯関 しあ っ て い る だけで あ っ て ，わ れわれ の 身体 （KLM ……）か らは独立で

ある よ うにみ える。 しか しわれ われが サ ン トニ ン を服用す る と，球は こ の 場合 に も黄色に な る。

一
方の 眼 を指で 側方 に押 しや る と二 つ の 球が見 える 。 眼 を閉 じて しまうと

， 球 は現前 しな い
。

聴神経 を切断する と
， 音が しない 。 それ 故， 要素ABC ……は 相互 に聯関 し合 っ て い る だ けで

な く，要素KLM ……とも聯関 して い る の で ある 。
こ の 限 りに お い て の み

，
われ われ は ABC

……を感覚 と呼 び，ABC を 自我 に 属す る もの と して 考察す る」
‘16）

と 。 要素 と い うワ ー ドを

持 ち出 して は い る が，根本は感覚によ っ て捕捉され た物質を要素 （感覚要素）に矮小化 して し

ま い ，物 質存在 の 実在性 をマ ッ ハ が消 し去ろ うと して い る こ とは 明らか で ある 。 さらに マ ッ ハ

は 「私 が 『要素』『要素複合体』 と い う表現 と併用 して，な い しは ，それ を代用 し て 『感 覚』

『感覚複合体」 とい う言葉を以 下で 用 い る場合 ， 要素は結合 と関聯 に お い て の み
， す なわ ち ，

函数的依属関係 にお い て の み
， 感覚なの だ と い うこ とを銘記 さ る べ きで ある 。 こ の 感覚は

， 他

の 函 数的関聯にお い て は ，同時に，物理 学的客体で ある」
（］7）

と して
，

い よ い よ，感覚要素が

函数的聯関で あ り， 物質はその 函数的聯関に お い て 把握される と して
， 物質で もな く意識で も

な くて ，そ の 対立を超えた もの と して ，函数的聯関 とい うワ
ー

ドの 登場 で あ る。物体は感覚で

とらえ られ る諸要素 （ABC ）で あ り， しか もその 諸要素 は函数的依属関係 に ある とする の で

あ る 。

　こ の マ ッ ハ の 理論 は 二 重の 意味で 誤 りを犯 して い る 。 第
一

は
， 物質 と意識 と の 関係 をネグ レ

ク トして，みずか ら の感覚に依拠する諸要素の 函数的依属関係 に 現実逃避 して い る こ と 。 第二

に
， 物質 と意識 との 対立関係 を函数的聯関が超 えた と しなが ら， 実は

， 主観的感覚主義 に こ っ

そ りと滑 り込ん で い るか ら な の で ある 。 しか もマ ッ ハ は悪 い こ と に
， 物 質がみ ずか らの 感覚諸

要素複合体で ある とする こ とに よ っ て
，

われわ れ の 感覚の ぞ とにあっ て ，感覚器官の は た らき

とは無関係 に 存在 して い る自然界物質存在を見事に 消 し去 っ て しまっ て い る こ となの で ある 。

「物体 と感覚，外界 と内界 ，
物質界と精神界 との 間の 溝渠は

，
こ の よ うな次第で あ る か ら

， 実

は存在 しない 」
“B）

と して
， 物 質 も意識 も超えた と しなが ら，実 は実在す るそ の 両者を否定 し
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さる こ と に よ り， 物質と意識 と の 関係理解を放棄 して しま っ て い る の で ある 。

　バ ー
ク レ

ー
の 「存在即知覚」論が ，マ ッ ハ にあ っ ては さらに徹底 され ，もし くは本質を覆い

隠すために 「存在即知覚」論 に加 えて ，物質は函数的依属関係に ある とする の で ある。こ の マ

ッ ハ の 議論の 本質は
，

わ れ われの 現前 にその ままの形 で 実在 して い る物質存在 を函数概念 とい

う観念的な もの を充て嵌め る こ とに よ り，物質存在の現実性を否定 し
， 延い ては物質存在そ の

もの を消去 し去 っ て しまうこ とにある の で ある 。 哲学が解き明かすべ き課題で ある物質と意識

との 関係 に おい て
，

マ ッ ハ はその 問題解決を放棄 し
， 物質 はみずか らの 感覚要素 で あ り， しか

もそれ は函数的依属関係にある として ，最初か ら物質の 実在性を観念の 側に組み込んで しまう

こ とに よ り， 物質の 実在性 を消 し去 っ て しまっ て い る の で ある 。 こ の よ うなマ ッ ハ の 立場 は
，

みずか らの 感覚 と経験 との は た ら きを強調 して
， 唯物論 の

一
歩手前 まで 行き着い た た とえば ロ

ッ ク の 観念論よ りもさ らに 後退 して
， 感覚器官の は た らきか ら出発 しなが ら

， 函数概念 を持ち

出す こ と に よ っ て さ ら に 奥深 く主観的観念論の 側 に逃避 し て し ま っ て い る の で あ る 。

　マ ッ ハ の 順序は こ うで ある 。 赤 い ロ
ー

ソ ク の 炎を見る 自分 の 視覚の はた らきがあ るか らこ そ ，

ロ
ー

ソ ク の 炎は赤 い と。 そ して ロ
ー

ソ ク の 炎を赤い と感 じなけれ ば ロ
ー

ソ ク自体は存在 しな い

の で ある と 。 逆に言えば
，

ロ ーソ ク と言 う物体 は赤い と い う色 なの で ある と 。 そ して その 赤 い

と い う色 は，みずか ら の 視覚が 赤い と捉えた こ とに よ り，感覚の 要素 であ る と。 すなわ ちた と

えば ロ ーソ ク とい う物体 は赤 い とい う色 とい う要素で ある と 。 そ して その赤 い 色や ， 青 い 色 と

い う感覚要素は相互 に結合等 の 函数的依属関係に ある とマ ッ ハ は する の で ある 。 か つ て の バ ー

ク レーは 「存在即知 覚」だ っ た 。
バ ーク レーは単純に 物体存在 とはみ ずか ら の 知 覚で あ り，

そ

の 知覚な しで あれば物 質は存在 しな い とする範囲の 主観的観念論 で は あ っ た 。 しか しなが らマ

ッ ハ にあ っ て は，バ ー
ク レ

ー
の 観点 をさらに推 し進めて ，物質は感覚要素で あ り，感覚要素は

函数的依属関係に あ る と して
， あたか も物質 と意識 との 対立 を函数概念で 超越 した か の よ うに

主張する 。 しか しなが らその マ ッ ハ の 立場は，明確な主観的観念論の 立場で あ っ たバ ー
ク レー

よ りもさら に後退 して い る の で ある 。 なぜ な ら，物質 と意識 との 関係 の 説明に お い て ，バ ー
ク

レーは明確に主観的観念論の 立場か ら 「存在即知覚」 を主張 した 。 しか しなが らマ ッ ハ にあ っ

て は，物質 と意識 との 対立 を超 越 する函数概念 と言 い なが ら，物 質 と意識 との 対立 を解消す る

と言 い なが ら
， 実 は巧妙 に 物質の 実在性 を否定 し

， 函数概念 と言 う観念的概 念を導入する こ と

に よっ て，物質と意識 と の 関係を捨象 して しまっ て ，よ り物質と意識 と の 関係 を曖昧に して し

ま っ て い る の で ある 。
バ ー

ク レ
ー

は ，バ ーク レ
ー

の 立場で 主 観的観念論 の 「存在即知覚」 の 立

場は明確で あ っ た 。 の ちに な っ て マ ッ ハ は，物質 と意識 と の 関係 を説明す る に，物質存在をい

か に巧妙に消去 し，こ っ そ りと主 観的観念論 の側 に 滑 り込むか の た め に ，あ たか も中立 的な函

数概念を持ち出したに過 ぎない の で ある 。

　物質 と意識 との 関係 を説明す る の に
，

マ ッ ハ は あたか も両者の 対立 を超越 したかの ように 函

数概念 を持ち 出し て は い る が ， 実は そ の 函数概念は物質存在の リ ア リ テ ィ を巧妙に覆い 隠す も

の 以外の なに もの で もな い の で ある 。 物質の 動きが 函数概念化 され得る の は
，

い つ に 物質の 動

きそ の もの が
， 物理 的 ・計数的に正確な動 きを成 して い るか ら に過 ぎな い の であ る 。 物質の 本

性が正確に計量化 され得る に 過 ぎない の で ある 。 こ の 事実 に眼 を瞑 っ て
， 物 質諸関係 は函数概

念の もと に あ り， 従 っ て物質 と意識 と の 関係 はすべ て函数概念で 説明で きる とす る の は，み ず

か らの 主観的観念論の 立場を別 の 言葉で表現 して い る こ とを明 らか に して い る の で ある 。
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7　 物 自体 と現象

　カ ン トは物自体と現象との 関係 に つ い て次の よ うに述 べ る 。 「感官が我 々 に認識 させ る の は
，

決して 物 自体で もなければ ，また物自体の ひ とかけ らで もな くて，物自体の現れである とこ ろ

の 現象 に ほか な らない 」
Ctg）

とする の で ある 。 カ ン トにあ っ て 特徴 的なの は
， 物 自体 の 存在 は

認め て い る のであるが ，その 物 自体は不可知な の で あ り，われ われ は感官の はた らきに よ っ て
，

物 自体 の 現 れであ る現象 を知 る とす るので ある 。 こ の ように物 自体に つ い て不 可知で あ り，わ

れわ れ は現象 を知 るだ けで ある とす るカ ン トの 立 場は
， 次の よ うに まとめ る こ とがで きる 。

　第
一

に ， 物自体を不可 知 とす る こ とに よ っ て ， せ っ か く物自体の 現れで ある現象にわれわれ

が わ れ わ れ の 感覚器官の は た らきを使 っ て 接近 して い ける の を阻ん で しまっ て い る の で ある 。

すなわ ち現象の もと となる物 自体を理解しな が ら，それ は不可知で ある として，感覚器官の は

た ら きは現象面に 留まれ ば良い と して
， 物 自体 へ の 考察 を押 し留め て し ま っ て い る の で ある 。

これ は
，

バ ー
ク レー

や ロ ッ ク の よ うな主観的観念論か らの
一

歩前進で はある が ，物 自体 の 存在

を予想 しなが ら，物自体は知 る必要が な い と して い て みずか ら二 歩後退 して しま っ て い る の で

ある 。 現象に 現れ出る もと に は 自然界存在 とい う物 自体が あ り，そ れは決 して 不可知で は な く

て ， われ われが みずか ら の感覚器官の は たら きを使 っ て，物自体の 現れで ある現象を知る こ と

が で きる こ とな の で ある 。

　第二 に物 自体を不可 知 とす る こ とに よ っ て
，

カ ン トは物質と意識 とい う問題 に た い して の 答

えを明確に提起 し得な い の で ある 。 さら に言 うな らば
， 物自体で ある外的自然界存在か ら人 間

は意識 の 源泉 ， 感覚の 源泉 を受け取 っ て い る とい うこ とを明確 に し得な い で い る の で ある 。 わ

れわ れは外的世界か ら刺激 を受け，そ の 刺激 を感覚器官が 受け取 り，現象面 に現れ 出て い る こ

との 物 質的根源 を考察 して い る とい うこ とを 。

　 カ ン トは言 う。 「物 自体 が なん で ある か と い うこ とに つ い て は，我 々 は 何 も知 らな い ，我 々

はた だ物自体の 現れで ある ところ の現象が い か な る もの で あるか を知 る に過 ぎな い
， 換 言す れ

ば
， 物が我々 の 感官を触発 して 我々 の うちに生ぜ しめ る表象がなん で ある か を知る だけで ある」

can〕

と
。 なぜ カ ン トは物自体 の 存在を認 めなが ら，そ の 物 自体 の 前で 立 ちす くん で しま うの で あろ

うか 。 理 由は明確で は な い が
， 想像する に お そら くカ ン トに あ っ て は

， 信仰の 領域が大 き く比

重 を占め て い た の で は ない か 。 つ まりカ ン トの 信仰 の 領域 の 問題 に カ ン トが 直面 した場合 ， 信

仰の 対 象は物 自体 とい う物質的な もの で はな くて
， 極め て 精神的産物で あ っ たがため で あ る と

思わ れる 。 せ っ か く，物 自体の 措定 とい う唯物論の 入 り口 まで辿 りつ きなが ら，時代背景の こ

と もあ り， 特に 信仰 の 領域 に カ ン トが想い をい たす ゆ えに カ ン トは 二 歩後退 して しまっ た の で

ある 。 レ
ーニ ン は労作 『哲学 ノ

ー
ト』で言 う。 「カ ン トにお い て は認識は 自然 と人 間 との あい

だ に仕切 りをする 。 両者 を隔離する 。 実際 には認識 は両者を結合する の で ある 。
カ ン トにお い

て は事物 に 関す る，ます ます深 くな っ て い くわれわ れの 知識 の 生 きい きした Gang、Bewegung

の か わ りに
， 物 自体 と い う

“

空虚な抽象
”

が ある」
（2L）

の である
。

　 と こ ろ で マ ッ ハ は 感性的知覚こ そが
， 世界認識の か けがえの ない 基礎で ある とす る

。 「黒ず

ん だが っ ちりした幹 ，
風 に そ よ ぐ無数の 小枝 ，

なめ らか で つ や やか な葉 ，
こ うい うもの を具え

た樹木が ， 不可分な全体 と して 立現れ ます。同様に黄金色 の 甘 い 果物や 熱い 焔 をあげて動 い て
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い る明 る い 火など も， 単
一

体 として考 察され ます 。 名辞 は全体 を表 します 。 言葉 はそれに結び

つ い て い る記憶の 連鎖 を忘却の 淵か らひ きず り出 します 。 人間が 最初 に抱 く印象や表象 とはそ

うい うもの です 。 物とい うの は，い うなれば，極めて さまざまな感性 的印象の 共 同作業か ら生

じ
， 相対 的な恒常性 をもっ て は た ら く

一
定の 現象複合体 で す」

t22）
と 。

マ ッ ハ に あ っ て は
， 物

とは さま ざまな感性的印象の 共同作業か ら生 ずる
一

定の 現象複合体で ある とする の で ある 。
つ

ま り，物質とはわ れ われが見た り，聞い た りする感性的印象の 集ま りで あ り，そ の 感性的印象

の 基礎 にある の は われわれの 知覚で ある とする の で ある 。 こ れは幾度 も言 うよ うに バ ー
ク レ ー

伝来の 「存在即知覚」論の 繰 り返 しな の で あ り，さ ら に マ ッ ハ にあ っ て は ，バ ー
ク レ

ー
で さえ

踏み込 まなか っ た物 自体に つ い て も ， その 存在を知覚作用に よっ て 否定する の で ある 。 物 自体

と現象 との 関係 に つ い て言 えば
， 物 自体は現象の 根源 を成 し

， 現象は物 自体か ら生ず る の で あ

る
。

こ れが ヒ ュ
ーム に あ っ て は

， 物 自体は知 る必要がな く，
われ わ れ は み ずか らの 経験 の 範囲

で
， もの ご との 生起す る原因と結果 関係を解明すれ ばこ と足 りる とする 。

一
方 ，

カ ン トに あ っ

て は物 自体の 存在は認 め るが ， しか しそれ を 「不可認識的 な もの 」 「現象か ら原理的 に区別 さ

れ た もの
， 原理 的 に別の 領域，知識に は到達で きな い で 信仰 にた い して啓示 され る彼岸の 領域

に属する もの 」
［es）

となる の で あ る 。

　物 自体 と現象 との 関係 に つ い て は次の よ うな こ とな の で ある 。 まず物 とは ， 物質存在の こ と

で あ り， その 物質存在 は マ ッ ハ や バ ー
ク レー等の 説に もかかわ らず ， 自分の 意識や感覚か らは

独立 して ，外部に存在 して い る とい う こ とな の で あ る
。 無理 に物質存在を わ れ われ の 感覚や意

識の はた ら きと結 びつ ける必要は何 もな い の で ある 。 出発点は物質存在 はあ くまで も
，

わ れ わ

れの 意識や感覚 の はた らきとは別個 に独立 に存在 して い る とい うこ とな の で ある 。 わ れわ れ の

意識や意思 とは無関係 に 自然界運 行が あ り，自然界そ の もの は われ われ の 意識 や意思 とは 別個

に
， 独立に 存在 して い る こ とを明確 に しなければ ならない の で ある 。

　第二 に，物 自体と現象 との 間 に は どの よ うな区 別 もない の で あ り，また あ り得 ない の で ある 。

なぜ な ら物 自体か ら現象が発生 し
， 現象の もとに は必ず物 自体が 存在 して い るか らな の で あ る 。

しか しなが ら，
わ れわれは現在 の 科学の 発達 の到達段階に よ っ て

， またわれわ れの 認識能力の

発達段階 の ゆ えに，そ の 物 自体 と現象関係 との す べ て を認識す る こ と は で きな い で は い る が 。

し か しなが らそれ は物 自体 と現象との 差異を露 にす る もの で は決 し て な い し
， 物 自体 と現象と

の 隔た りを表す もの で も決 し て な い の で ある。従っ て， ヒ ュ
ー

ム の 言 うように物 自体 は知 る必

要が な く，
われ わ れは みずか らの 知覚の 範囲に居 て

， 物 自体か らは身 を隔て な けれ ば な ら な い

とい うもの で もな く，またカ ン トの 言うように物 自体は彼岸の 彼方にある信仰の 対象であ る と

する必要 は ま っ た くな い の で ある 。 ヒ ュ
ーム や カ ン トの ように 人為的に

， 物 自体 と現象と の 間

に隔た りを設けて ， 人 間認識の拡が りに蓋 をする こ とは，物自体 と現象 とい う現実性 を捨象 し

て しまう観念論独特の 世界に 迷 い 込 ん で い るだけなの で ある 。

　第三 に
，

われ わ れ の 認識 と い うもの は 日々 物 自体を追 及 して，物自体 と現象と の 関係を解き

明か して い っ て い る 弁証法的関係 を理解 しなけれ ば ならな い の で ある 。 物 自体 が不可知とか い

うの は
，

い つ に科学の 未発達に よる と こ ろが ある の で あ り，
わ れ われ の 科学 の 発達に よる認識

の 質量深化が，わ れわ れの 未知 の 世界の 解明を教えて い る こ とは 日常的に体験 する と こ ろ で あ

る 。 異常気象の 原 因解明 ， 天体の 運行 ，
生 命体の い まま で 神秘 と い われ て い た もの の 解明等々

枚挙に い とまが ない くらい なの で ある 。 われ われ の 認識 は不変で はない の で ある 。 函数概念 と
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い っ た硬直 した もの で もない の で ある 。 次か ら次へ と未知の もの をわれ われ 自身の努力で 解明

して い っ て い る こ とな の で ある 。 その 未知の もの の 解明過程 を哲学の 立場か らは ，物自体と現

象との 関係解明 と言 うの である 。 無知識か らわれわ れの 科学の発達等に より知識を形成 し， そ

の 形成 され た知識が現実 にふ た たび応用 されて い くこ とに よ り，
よ り正確で

， 完全な知識 に近

づ い て い く人類過程であ る と言 うの で ある 。

　物自体と現象と の 関係につ い て も， また物質と意識 との 関係にお い て も， その 関係を明らか

にす る 場合に お い て
， 哲学的な仕切 り は必要な い の で あ る 。 必要な の は

，
われ わ れ の ぞ とに 存

在す る物質か ら，われわ れの 感覚が刺激を受 けて ，外界事物存在を反映 し，そ して われわ れは

そ の 反映 した外界刺激 を脳神経細胞 の は た らきで 消化吸収 して
， 新 たな発想 を創 造的 に作 り出

して，そ の新たな 発想でふ た たび社会や 自然界に はた らきかけ て い っ て い る とい うこ とを。 物

自体 と現象 と の 関係 も然 り。 何 も物 自体は不可知 だ と して ，物質存在その もの に蓋を して しま

う必要性は ま っ た くな い の で あ る 。 必要な の はわれわ れが ，われ われ の 前に は物 質的な 未知の

世界が ある と い うこ とを知 っ て い る こ となの で あ り，さらに また その未知なる世界に 向か っ て

物 自体 の 現れ であ る現象面 を解明 しなが ら，物自体で ある外界事物存在の全体像 に接近 して い

くこ とを知 るだ けなの で ある 。 われわ れの 認識 は函数概念の ように 不変で
，

ひか らびた もの で

は な く，現実生活に似 て ，転化と流 転 の 世 界に あ る こ とを踏まえ，柔軟で 可 塑的 で 創造的な も

の で ある 。 物 自体は カ ン トの よ うに不可 知 だ とか
，

はた また マ ッ ハ の よ うに 函数概 念だ とか と

い う仕切 りをみ ずか ら設ける必要は まっ た くな い の で ある 。 必要なの は未知なる世界が こ の 世

に は まだ まだ存在する ，しか しなが らそ の 未知 なる世 界の こ とも，人間 の認識の 日 々 の 深化 に

よ り徐 々 に解明 され て い くこ と で ある こ とをわ れわれは知 っ て い る だけな の で あ る 。
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