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プ ラ トンの哲 学 の 中核 に あ るの が いわ ゆ るイ デ ァ論 で あ る こ と に疑 問 の余 地 は な い と思 わ れ

るが、 イデ ア の よ うな存 在 を定 立 す る こ と につ いて 、 これ まで に多 くの疑 問 が投 げか け られ て

きた の もまた事 実 で あ る。 た とえ ば ア リス トテ レスが す で に、 イ デ アの よ うに 「それ 自体 と し

て 独 立 」 あ る い は 「… そ の もの」 な ど と形容 され る存在 を立 て る こ と は不 合 理 だ とい う趣 旨 の

批 判 を行 って い る(『 形 而 上 学 』997a33-b12)。 も しア リス トテ レ スの こ う した 批 判 が 妥 当 な

もの だ とす るな ら、 イデ ア は無意 味 な存 在 だ とい う こと にな るが、 そ う単 純 に片 づ け る こ と は

で きな い と思 わ れ る。

プ ラ トンに お いて イ デ ア は、 何 の理 由 もな く立 て られ て い るわ けで はな い。 ア リス トテ レ ス

の場 合 と同様 に、 プ ラ トンに お いて も は じめ に与 え られて い るの は感 覚 的 な 事 実 で あ る(『 パ

イ ドン』74b)。 そ して そ の事 実 の 「原 因 」 と して働 くもの と して、.プ ラ トンは 「それ 自体 と し

て独 立 」 な、 も し くは 「… そ の もの」 とい う語 で表 さ れ る イデ ァ を定 立 した。 そ うで ある以上 、

そ れ に よ って、 そ の事 実 も し くは経験 が うま く説 明 で きる はず で あ る。 本 論 文 は この こ と を念
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頭 に置 きなが ら、 イデア論が は じめて まとま った形で語 られ る中期対話 篇 『パイ ドン』 にお け

る最 も重要 な議論、す なわ ちイデ ァとの関わ りで この世界 の事象 の成 立を説 明す る 「原 因論 」

を様 々な角度 か ら吟味 し、 そこでの プラ トンの考 えを明 らか に しようとす るものであ る。

序章 『パイ ドン』の梗概 と原因論 をめ ぐる問題

『パ イ ドン』 は、 魂 の 不死 の証 明 を主 題 に した対 話 篇 で あ る。 全 体 は、84b8ま で とそ れ 以 降

の二 っ の 部 分 に分 けて 理解 され るの が通 例 で あ る。84b8ま で に魂 の不 死 の三 っ の証 明 、 す な わ

ち 「循 環(相 互対 応)」 に よ る証 明、 「想 起 説 」 に よ る証 明 、 「同族 性 」 に基 づ く証 明 が な さ れ

るが 、 そ れ に対 して 、 登場 人 物 の一 人 ケ ベ ス が反 論 を し、 そ れ を受 け て ソ ク ラ テ スが 最 後 に 、

原 因論 に基 づ い て魂 の不 死 と不 滅 を証 明す る。

以 下 で は次 の よ う な順序 で論 ず る。 まず 原 因 論 の原 典 を どの よ うに読 解 す べ きか を示 す(第

一 章) 。 次 に当該 箇 所 にお け る α砺α は現在 「理 由(reason)」 「説 明(explanation)」 な ど と訳

され る こ とが 多 い が、 そ の語 は従 来 通 り 「原 因(cause)」 と して 理 解 す べ き こ とを論 ず る(第

二 章)。 続 い て、 原 因 論 の提 示 の直 前 にな され る 自然 学 者 ア ナ クサ ゴ ラ ス に対 す る批 判 の論 点

の一 っ、 空気 や アイ テ ー一ル や水 な どの物 体 は原 因 の 資格 を もた な い とい う ことが 、 原 因 論 の 内

容 に どの よ うに生 か され て い るか を見 る(第 三章)。 そ して、 いわ ゆ る仮 設 法 の 提 示 が 原 因 論

の展 開 と ど う結 び っ い て い るか を検 討 し(第 四章)、 その 上 で 、 「原 因 」 とい う概 念 は善 との連

関 で捉 え られ な け れ ば な らな い とい う、 ア ナ クサ ゴ ラス批 判 の 際 に提 出 され て い る も う一 っ の

論 点 の、 原 因論 との 関 わ りにっ い て述 べ る(第 五 章)。 最 後 に、 原 因 論 で 提 示 され て い る プ ラ

トンの考 え が、 『パ イ ドン』 と同 じ中期 対 話 篇 「国 家』 で どの よ うに 発 展 して い る か を 簡 単 に

確 認 す る(終 章)。

第一章 原因論 の形式的読解

原 因論 に お い て次 のA、B、Cは ど の よ う に関係 して い るのか 。

A何 か は美 しい。

B何 か は く美 〉(美 しさ)(=内 在 形 相)を もっ 。

C何 か は 〈美 〉(=イ デ ア)を 分 有 す る。

有 力 な研 究 者(ヴ ラス トス、 藤 沢 令 夫 な ど)の 間 で しば しばAとBと の 区 別 が 曖 昧 に され 、

そ の両 者 を 保証 す るの がCで あ る と理 解 され て い る。 しか し この解 釈 に はわ ず か な が ら考 察 の

余 地 が残 され て い る。 す な わ ち、 プ ラ トンは確 か にCをAの 原 因 と見 な して い る が、CはBを
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も保 証 して い る と は言 って お らず、 む しろBも またAの 原 因 で あ る と考 え て い る。 本 章 で は こ

の こ とを示 す 。

も し 〈美 〉 そ の もの以 外 に何 かが 美 しい とす れ ば、 そ れ はか の 〈美 〉 を分 有 す る が ゆ え に美

しい ので あ って 、 そ れ以 外 の い か な る もの の ゆ え に で もな い(100c4-6)。

この文章が示唆 しているの はCはAだ けの原因 だ とい うことで あ り、 これ以 降 の議論 で もC

がBの 原因 とな るとは決 して語 られない。

シ ミア スが ソ ク ラテ ス を凌 駕 す るの は、 … … ソク ラテ ス が シ ミア ス の う ち の大(大 き さ)に

対 して小(小 ささ)を もつ が ゆ え に で あ る(102C2-5)。

この 「シ ミアス が ソク ラテ スを凌 駕 す る」 は 「ソ ク ラ テ ス は シ ミア ス よ り小 さ い」 と同 じで

あ り、 ソク ラテ ス の もつ く小 〉 は 内在 形 相 で あ る。 そ うだ と す る と この 文 章 の 意 味 は、(Cだ

けで な く)Bも ま たAの 原 因 とな る こ とが あ る、 とい う こ と で あ る。

この点 次 の文 章 は重 要 で あ る。

何 か を美 しく して い るの は、 か の く美 〉(=イ デ ア)の 臨 在 あ る い は か の 〈美 〉 の共 有 で あ

る、 あ る い はか の く美〉 が何 らか の仕 方 で生 じて い る か らに ほ か な らな い(100d3-7)。

この 「臨在 」 は 「もつ(内 在 す る)」 に、 「共 有 」 は 「分 有 」 に近 い意 味 の 言 葉 で あ る。 そ う

だ とす る と この文 章 は、Bも し くはCがAの 原 因 とな る、 と い う こ と を 示 唆 して い る こ と に な

る。

103c10以 下 で 〈火 〉 〈雪 〉 〈三 〉 な どが を議 論 に導 入 され て い る。 これ らの事 例 の 身 分 が 研

究 者 の間 で論 議 され て きたが、 これ らは す べて 内 在 形 相 と して 理 解 す べ きで あ る。 そ の 主 な理

由 は 〈火〉 〈雪 〉 〈三〉 は、 そ れ ぞ れ の対 立 項 〈冷 〉 〈熱 〉 〈偶 数 〉 が 自分 に 向 か って くる と

それ を受 け入 れ た りせ ず、 場所 を譲 って立 ち去 るか 滅 び る と言 わ れ て い る こ とで あ る(103d5-

e1、104b9-c4)。 これ は、102d5-103a2で 内在 形 相 〈大 〉 〈小 〉 に 与 え られ て い る規 定 と同 じ

で あ るか ら く火 〉 〈雪〉 〈三 〉 も内在 形 相 と考 え ざ るを え な い 。

これ らの事 例 が いか な る もの で あ る か は次 の 文 章 で定 義 さ れ て い る。

それ らが 「何 か」 を 占領 す る と、 そ れ らは、 そ れ ら 自身 の 形 相 だ け で な く、 さ らに何 か に 常
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に反 対 で あ る何 らか の形 相 を も、 そ の 「何 か」 が 「もつ 」 こ とを 強 い る(104d1-3)。

この難解 な定義 は く三〉 を例 と して次 のよ うに敷術 され る。

〈三 〉 とい う形 相 に 占領 され た もの は何 で あ れ、 三 で あ りか つ奇 数 で あ る こ とが必 然 で あ る

(1045-7)0

以 上 の二 っ の文 章 は、 「何 か 」 が 内 在形 相 く三 〉 に 占領 され る とそ の 「何 か 」 は内 在 形 相 く

三 〉 と内在 形 相 く奇 数 〉 の双 方 を 「もつ 」 こ とを 強 い られ、 そ の結 果 三 か っ 奇 数 と述 語 づ け ら

れ る、 とい う こ とを示 唆 して い る。 換 言 す れ ば、 この二 っ の文 章 で も内在 形 相 を 「もっ 」 こ と

は述 語 づ けの 原 因 にな って い るの で あ る。

以 上 の考 察 が正 しけれ ば、B(内 在 形 相 を 「もっ 」 こ と)も し くはC(イ デ アを 「分有 す る」

こ と)がA(述 語 づ け)の 原 因 とな る の で あ って 、Cは 決 してBの 原 因 に な る こ とは な い と結

論 で き る。

と ころ でく.そ うだ とす る と、 なぜ 原 因 と してCだ けで はな くBも 導 入 され たの か。

これ を考 え るた め に注 意 す べ き は、 こ の議論 が 魂 の不 死 の証 明 を意 図 して い る と い うこ とで

あ る。 議 論 の な か で魂 は 内在 形 相 と同 列 に扱 わ れ て い る。 た とえ ば内 在形 相 〈三 〉 が、 そ れ が

向 か って い く(二 占領 す る)当 の もの に く奇 数 〉 を もた ら し、 そ の た め く奇 数〉 の対 立 項 く偶

数 〉 を受 け入 れ な い(104e7-105a5)の と同様 に、 魂 は そ れが 占領 す る もの、 す な わ ち 身 俸 に

生 を もた ら し、 そ の限 りで 生 の対 立 項 で あ る死 を受 け入 れ な いか ら不 死 で あ る(105d3-e9)、

と い うよ うに して 魂 の 不 死 が証 明 され る。 そ の証 明 の た め にBす な わ ち 内在 形 相 を プ ラ トン は

導 入 しな け れ ば な らなか っ たの で あ る。

ま たそ もそ も、 『パ イ ドン』 の 当該 箇 所 の 「原 因 」 と は、 た とえ ば く美 〉 の イ デ ア の分 有 が

何 か が 美 しい とい う こと の原 因 で あ る こ と は ど うい う こ となの か。 あ るい は、 〈大 〉 とい う内

在 形 相 を もつ こ とが シ ミア スが ソ ク ラ テ スに比 べ て大 きい こと の原 因 で あ る と は、 さ らに、 〈

火〉 と い う内 在形 相 が あ る もの の うち に あ る こと が、 それ が 火 で あ りかっ 熱 い こ との原 因 で あ

る と は ど うい うこ とを 意 味 して い るの か。 序 章 で 述 べ た よ う に、 当該 箇 所 の 「原 因 」 とい う言

葉 の 意 味 を め ぐって は、 研 究者 の 間 で意 見 が対 立 して もい るの で、 次章 で この問題 を検討 す る。

第二章 「原因」 につ いて

本 章 で は 『パ イ ドン』 の 当該 箇 読 の α薦α を 「理 由」 も し くは 「説 明」 と解 す る ヴ、ラ ス トス

ー215一



の解 釈 を 批判 的 に検 討 しな が ら、 α師α は 「原 因 」 と見 な して も差 し支 え な い こ とを示 す。

ヴ ラス トス は イデ アが、 ア リス トテ レス の枠 組 みで言 え ば 、 目的 因 も しく は作 用 因 で あ る と

い う見 解 を 退 けて い るが 、 その上 で 、α妬αを理 論 的 な もの と見 な す 解 釈 を示 した 。 た と え ば

次 の よ うな 問 い と答 え が あ る とす る。 「な ぜ この 図形 は正 方 形 な の か」。 「そ れ は、 そ の 図 形 が

四つ の等 しい 角 とを も って い るか らで あ る。 も しそれ が、 そ の 図形 を正 方 形 に は しな い 四 つ の

等 しい辺 を も って い た な ら・ そ れ は菱 形 で あ りえ ただ ろ う」。 こ こで 「尽 ぜ(Why?).1と い う

問 い に対 す る 「… だ か ら(because…)」 とい う答 え は、 黒板 上 の チ ョー クで書 か れ た正 方 形 が

実 際 に生 起 す る こと(occurence)の 説 明 を意 図 して い る の で は な い。 問 題 に な っ て い る の は

「そ の図 形 を正 方 形 に して い るの は何 か 」 す な わ ち 「な ぜ わ れ わ れ は そ の 図 形 を正 方 形 と して

分 類 し、 ほかの形 と して は分類 しな いのか」 とい う ことで あ って、 そ の問 い に答 え るに は、 チ ョー

クで 書 か れ た線 が た ま た ま・正 方 形 で あ るた め の理 論 的 な条 件 に 合 う形 だ った・ とい う こ と.を

示 せ ば よ い。 ヴ ラス トス は、 当該 箇 所 で は この よ うな こ と が 念 頭 に 置 か れ て い る と考 え て 、

α編α を理 論 的 な もの と して解 釈 した。 〈正 方形 性〉 〈美 〉 な ど の イ デ ァ、 す な わ ち形 而 上 学

的 な実 在 は この よ うな論 理 的 な働 きを 有 して お り、 そ れ に は因 果 的 な作 用 力 は帰 せ られ て い な

い とい うわ け で あ る。

103c10以 下 で は く火 〉 〈雪 〉 〈三 〉 〈二 〉 〈発 熱 〉 な どが 導 入 さ れ るが、 ヴ ラ ス トス は これ

らの事 例 をrと い う記 号 で 表 記 し、 これ らの そ れ ぞ れ に対 応 す る く熱 〉 〈冷 〉 〈奇 数 〉<偶 数

〉 〈病 気 〉 に は Φ と い う記 号 を当 て た上 で、 そ こで の議 論 を 次 の よ うに 定 式 化 した。 「xがF

で あ るの は、xがrを 分 有 し、rが Φ を厳 密 含 意 す る(entail)か らで あ る 」。 あ る い は 「xが

Fで あ るの は、 そ れ がGで あ る以 上 、rを 分 有 して い な け れ ば な らな い か らで あ る。 そ して

rは Φを 厳 密 含 意 す る の で、xは Φ も分 有 して い な け れ ば な らず 、 そ の た め にxはFで な け れ

ば な らな い 」 と な る。 ここでF、 Φ はそ れ ぞ れ イ デ アで あ って、G、Fは 、 そ の イ デ ア に対 応

す る、個 物 に与 え られ る述 語(も し くは性質)で あ る。 この 第一 の 定 式 を 〈火 〉 を例 に して具

体 化 す る と次 の よ う にな る。 「個 物 が 熱 い の は、 そ の個 物 が 火 の イ デ ア を 分 有 し、 火 の イ デ ア

が熱 の イデ ァを厳 密 含 意 す るか らで あ る」。

ヴ ラス トス は く三 〉 一 く奇 数〉 、 〈二〉 一 〈偶 数 〉 な ど を 数 的 な(arithmetical)事 例 、 〈

火 〉 一 く熱 〉 、 〈雪 〉 一 〈冷 〉 、 〈発 熱 〉 一 く病 気 〉 な ど を 自 然 的(physical)、 生 物 学 的

(biological)な 事 例 と呼 ん で 区 別 して い る。 も し こ こで 与 え られ て い るの が 数 的 な 事 例 だ け で

あ ったな ら、 先 の 〈正 方 形 性 〉 の場 合 と同 様 に、 そ れ は因 果 的 な意 味 は もた な い。 しか し、 ヴ

ラス トスが言 う に は、 〈発 熱 〉 一 〈病 気 〉 な どの 場 合 は そ うで はな い。 そ の場 合 当 の く発 熱〉

の イ デ ア(r)と く病 気 〉 の イデ ア(Φ)と を結 び っ け て い る厳 密 含 意 関 係 は、 因 果 的 な 作 用

力 を保 証 され て は い な いが 、 因 果 的 な 含 意(causalimplication)を 有 す る こ と が 期 待 さ れ て
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い る。

こ う して ソ ク ラテ ス が た とえ ば 〈雪 〉 の イ デ ア は冷 た い こ との α薦αだ と言・う と き、 そ の 主

張 は、,こ の世 界 の因 果 的 な構 造 に結 びっ い て い る。 この世 界 の 因果 的 な構 造 と は、 た と え ば 、

わ れ わ れ が 温 度 をあ る と こ ろ まで上 げ る と雪 は水 にな らな け れ ば な らな い、 と い う事 実 の こ と

で あ り、 それ が表 現 しな けれ ば な らな い の は 自然 の(physical)法 則 なの で あ るが 、 そ の 自然

の 法則 は理論 的 な(10gical)必 然 性 を もっ と され る。 そ して、 プ ラ トンは、 わ れ わ れ の経 験 す

る雪 が冷 た いの は 〈雪〉 の イ デ ア が く冷 〉 の イデ アを厳 密 含 意 して い るか らだ と主 張 し、 また、

あ らゆ る イデ ア、 す な わ ち、 〈雪 〉 一 〈冷 〉 な どの 自然 的 な もの と並 ん で 〈三 〉 一 〈奇 数 〉 、

〈二 〉 一 〈偶 数 〉 な どの理 論 的、 数 学 的 な イデ ア も同様 に、 永 遠 で あ り、 相互 に不 変 の 関 係 を

保 持 して い るの で あ るか ら、 プ ラ トンが 示 唆 して い るの は、 自然 の法 則 は、 も しわ れ わ れ が そ

れ を知 る こ と さえ で きれ ば、 〔た とえ ば 「三 で あ るな ら奇 数 で あ る」 な ど の 〕数 的 、 論 理 的 な`

真 理 が もつ の と同 じ必 然 性 を もつ で あ ろ うとい う こ とで あ る、 とヴ ラス トス は結 論 す る。

以 上 が ヴ ラス トス の解 釈 の概 要 で あ るが 、 以 下 で はそ れ を批 判 しな が ら α偏α の 意 味 づ け に

つ いて 論 ず る。

まず ヴ ラス トスの 、 イ デ アが 目的 因 で も作 用 因 で もな い と い う見方 は受 け入 れ られ な い。 当

該 箇 所 の イデ ア と 目的 因(目 的論)と の関 連 につ いて は第 五 章 で論 ず るの で、 作 用 因 との 関 わ

りに つ い て述 べ る と、 当該 箇 所 で は イ デ ァ の 「臨 在 」 「共 有 」 な どが この 世 界 の 美 を 「引 き起

こす(πo`ξ の 」 と言 わ れ て お り、 これ を 字 義 通 りに とれ ば、 イデ ア は何 か を引 き起 こす もの で

あ る と い う意 味 で 作 用 因 、 も し くは 「原 因 」 と解 さ ざ るを え な い。

ま た く火 〉 〈雪 〉 〈三 〉 〈二 〉 〈発 熱 〉 な どが 導入 され る部 分 の解 釈 に も難 点 が あ る。 ヴ ラ

ス トス は そ こで も 「分 有」 と い う語 を用 い て 議論 を定 式 化 して い るが 、 そ の箇 所 で は そ の言 葉

全 く用 い られ て お らず、 また そ の解 釈 で ヴ ラ ス トス は、 数 的事 例 と自然 的 ・生 物 学 的 事 例 とを

区別 して いた が、 そ の よ うな 区別 はテ キ ス トか ら裏 づ け られ な い。

で は、 当該 箇所 で は どの よ うな こ とが語 られ て い るの か。

重 要 な の は、 述 語 の主 語 が一 貫 して 「何 か(の 」(100c4)の よ う に 無 規 定 的 な もの と して

表 記 され て い る こ とで あ る。 そ して主 語 が無 規 定 な もの と して表 記 さ れ て い るの!ま、 原 因 論 が

生 成 消滅 を記 述 しよ う とす る もの だか らで あ る。 た とえ ば無 規 定 な主 語 は、 〈美 〉 の イ デ ア の

分 有 す る こ とに よ って美 と して生 成 す る。 ま た、 〈火 〉 とい う内在 形 成 が 無 規 定 な もの を 占領

す る と、 占領 さ れ た もの は、 〈火 〉 と 〈熱 〉 とい う形 相 を もっ こと を強 い られ、 そ の こ とを 原

因 と して火 で あ りか っ 熱 い もの と して生 成 す るの で あ る が、 〈火 〉 の 対 立 項 〈冷 〉 が そ こ に接

近 して くる と、 〈火〉 は場 所 を譲 って逃 げ 出 す か滅 び る の で、 限 定 を 受 けて いた もの はそ の 限

定 を失 って 消 滅 す るの で あ る。
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ヴ ラス トスの解釈 で α妬αの論理 とい う面 が強調 されて いるの も、主 語 が無規 定 の もの と し

て提 示 されて いるとい うことが見逃 され ている結果で はないか と疑 われる。

第三章 アナ クサ ゴラスとの関係

で は 「そ れ 自体 と して 独立 」 な イ デ ア は ど の よ うに して 「原 因」 と して この世 界 に働 きか け

る こ とが で き る ので あ ろ うか。 本 章 で は、 この問 いが適 切 な もの で あ るか ど うか の検 討 も含 め

て、 この 問題 にっ いて 考 え る。 そ の た め に手 が か りに す るの は、 原 因 論 の提 示 の直 前 にな され

る ア ナ クサ ゴ ラス批 判 で あ る。 そ の批 判 の論 点 の一 つ に、 空 気 や ア イ テ ー ルや 水 な ど の物 質 ・

物体 的 な もの は原 因 の資格 を もた な い と い う もの が あ る。 で はな ぜ ア ナ クサ ゴ ラ ス を批判 す る

に 際 して、 プ ラ トンは物 体 は原 因 で はな い と い う考 え を 明示 した のか 。 本 章 で は この 問 題 を 、

ア ナ クサ ゴ ラスが 世 界 の秩 序 づ けの原 因 と して て立 て て い る知 性 と、 批 判 の直 後 に展 開 され る

原 因論 にお け る イ デ アの身 分 を対 比 させ る こと に よ って考 察 す る もので あ るが 、 その 際 アナ ク

サ ゴ ラ スの学 説 にお け る 「知 性(ヌ ー ス)」 と 『パ イ ドン』 の原 因論 に お け る イ デ アが と も に

「そ れ 自体 と して独 立 」 と規 定 され て い る点 に着 目す る。 イデ ア は この 規 定 に よ りア ナ ク サ ゴ

ラ スの知 性 の あ る側 面 を継 承 して い るが 、 他方 知 性 とイ デ ア に は大 き な違 いが あ る。 本 章 はそ

れ を 明 らか に す る こ とで、 なぜ ア ナ クサ ゴ ラス を批 判 す る に際 して プ ラ トンは物 体 は原 因 で は

な い とい う考 え を 明示 した のか を 考察 す るが、 それ に よ って併 せ て 「そ れ 自体 と して独 立 」 な

イ デ ア は どの よ うに して この世 界 に働 きか け る こ とがで き るの か、 と い う問題 に接 近 す る手 が

か りを え た い。

さ て、 ア ナ ク サ ゴ ラス に よれ ば、 は じめ に世 界 は 「万物 の種 子 」(Fr.4)と 呼 ば れ る微 小 粒

子(物 質)が 混 沌 と した状 態 に あ った の だ が(Frr.1,4,6)、'そ の 混 沌 状 態 に回 転 運 動 を 引 き

起 こ して 世 界 の秩 序 づ けを 行 うの が知 性 で あ る。 知 性 が 「そ れ 自体 と して独 立 」 と規 定 され て

い る の は、 知 性 もま た混 沌 状 態 に含 ま れ て い た と した ら、 微 小 粒 子 に妨 げ られ て 支 配 力 を 失 っ

て しま うか らで あ る(Fr.12)。 また知 性 は 「万 物 の う ちで最 も薄 く、 最 も純 粋 」(Fr.12)と も

言 わ れ て い るが 、 これ は知 性 が非 物 体 的 な もの に近 づ い て い る こ とを示 唆 して い る。 こ う して

知 性 が 回転 運 動 の 原 因 と して働 くた め に は、 そ れ が ほか の諸 物 体 と混 和 せ ず そ れ 自体 と して独

立 で あ る こ と、 非 物体 的 な もの に近 く純 粋 で あ る こ と、 とい う二 つ の条 件 だ った こ とが わか る。

ま た ア ナ クサ ゴ ラ スが知 性 を 「それ 自体 と して独 立 」 と規 定 した こ と に は歴史 的 な背 景 もあ

る。 ア ナ ク シメ ネ ス な ど の初 期 の イ オ ニ アの 自然 学 者 は世 界 の 構成 要 素 で あ る火 、 空 気 、 水 、

土 な どの物 質 に この世 界 の動 き ・変 化 の 原 因 を 内在 させ て いた が(物 活 論)、 パ ル メ ニ デ ス に

よ って この世 界 の変 化 、 生 成 消 滅 は死 す べ き もの迷 妄 にす ぎな い と され た。 そ こでパ ル メ ニ デ
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スの後 に現 れ た ア ナ クサ ゴ ラ ス は も はや変 化 の原 因 を物 質 か らな る原 初 の混 和 状 態 に内 在 させ

るわ け に は いか な くな り、 動 き ・変 化 の 原 因 は物 質 の外 部 に求 め られ る こ と にな っ た。 それ が

「そ れ 自体 と して独 立 」 な知 性 に ほか な らな い。

と ころ が実 は、 ア ナ クサ ゴ ラ スに お い て は物 質 と物 質 に動 を引 き起 こす 原 因 と して の知 性 と

の 間 の差 は、 相 対 的 な もの にす ぎな い。 「万 物 の うち で最 も薄 く、 最 も純 粋 」 と い う最 上 級 を

含 ん だ規 定 自体 が、 いか に知 性 が非 物 体 的 な もの に近 い存 在 で あ ろ う と、 や は り物 体 的 な もの

の範 躊 に属 して い る こ とを示 して い る。 ア ナ クサ ゴ ラス に と って は、 実在 性 の最 終 的 な規 準 は

物 体 で あ る こ と にあ った と見 られ る。 そ うだ とす れ ば、 そ の学説 は一 種 の 唯物 論 で あ る。 そ し

て プ ラ トンは この点 を念 頭 に 置 い て ア ナ クサ ゴ ラス批 判 の際 に空 気 な どの物 質 ・物体 的 な もの

は原 因 で はな い とい う考 え を表 明 した と考 え られ る。

ア ナ クサ ゴ ラ ス批 判 を踏 ま え て提 示 さ れ る原 因 論 で は、 まず イデ アが、 アナ クサ ゴ ラ スの 知

性 と同 じ く 「そ れ 自体 と して独 立 」 に存 在 す る とい う こ とが 前 提 され 、.その上 で この世 界 の 事

象 はそ の イ デ ア との 関与 の有 無 に よ って生 成 消 滅 す る と され て い る。 イデ アが この世 界 に生 成

消 滅 を 引 き起 こす役 割 を担 って い るの は、 ア ナ ク サ ゴ ラ ス にお いて 「そ れ 自体 と して独 立 」 で

あ る知 性 が動 ・変 化 の原 因 で あ る とい う点 を継 承 して い る と考 え られ る。 これ が知 性 と イデ ア

の類 似 点 で あ る。 た だ しイ デ アの 『パ イ ドン』 前 半 に お け る 「純 粋」 「見 え な い もの」 「神 的 な

もの」 な ど の規 定 は、 イ デ ア が 「物 体 的 な もの」 で は な い と い う こ とを含 意 して お り、 そ の 意

味 で イ デ ア は、 物 体 的 な もの に属 す る ア ナ クサ ゴ ラ スの知 性 と は基 本 的 な性格 を異 に して い る。

そ して そ の点 で 『パ イ ドン』 の原 因 論 は、 ア ナ クサ ゴ ラ ス にあ って は曖 昧 の ま ま で あ った、 物

質 とそ れ に動 を 引 き起 こす 原 因 を いか に して区別 す るか とい う問題 を解 決 して い る と考 え られ

る。 これ が原 因論 が ア ナ クサ ゴ ラス批 判 に対 して 有 す る意 義 で あ る。 そ うだ とす る な ら、 な ぜ

ア ナ ク サ ゴ ラス を批 判 す る に 際 して プ ラ トンは物 体 は原 因 で はな い とい う考 え を 明示 した の か

とい う問 い に対 して は、 ア ナ クサ ゴ ラス の知 性 に は物 体 と して の側 面 が残 され て い るの を批 判

す るた め だ と答 え られ る。

さて、 以 上 の理 解 が正 しい とす れ ば、 「そ れ 自体 と して独 立」 な イ デ ア は ど の よ うに して こ

め世 界 に働 きか け る こ とが で き るのか とい う問 題 に関 して重 要 な の は、 む しろ イ デ ア は ア ナ ク

サ ゴ ラス の知 性 と同様 に、 そ れ 自体 と して独 立 した 存在 で あ るか ら こそ、 この世 界 に働 きか け

る力 を もっ こ とが で き る とい う こ とで あ る。 パ ル メニ デ スの 問題 提 起 を受 け た後 に、 この世 界

に変 化 ・動 きを認 め る とい う常 識 的 な見 方 を保 持 す るた め に は、 そ れ は、 この 世 界 の変 化 を原

因 とな る もゐ を規 定 す る際 に は ど う して も必 要 な性 格 づ けで あ った。

とは い え、 イ デ ア に 「そ れ 自体 と して 独 立」 とい う規 定 を与 え る こ と と、 そ の イ デ アが 「分

有」 「共 有」 され る、 も し くは この世 界 に 「臨在 」 す る と い う事 態 と は、 や は り互 い に 相 容 れ
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な い と見 られ るか も しれ な い。 で は、 そ の よ う に相 互 に矛 盾 して い る と見 な され か ね な い よ う

な仕 方 で プ ラ トンが イデ ァ を規 定 したの はな ぜ な の で あ ろ うか。 ま た イ デ ア に与 え られ て い る

「そ れ 自体 と して 独 立 」 「… そ の もの」 とい う二 っ の性 格 づ け は、 互 い に どの よ う に関 係 して い

る ので あ ろ うか。 次 章 で は、 『パ イ ドン』 に お いて 提 示 され る 「仮 設 法 」 と原 因 論 と の連 関 を

検 討 しな が ら、 この 問題 につ い て考 察 す る。

第四章 仮設法との連関

本 章 で は前 章 で残 され た問 題 を、 原 因論 の仮 設 法 との連 関 を考 慮 しなが ら検 討 す る。

仮 設 法 は二 箇 所 に分 け て次 の よ うに語 られ て い る。

〔仮 設 法A〕

私 が最 も堅 固 で あ る と判 断 す る ロ ゴ スを そ れ ぞ れ の場 合 に前 提 し(A-a)、 何 で あ れ そ の

ロ ゴ ス に調 和 す る と思 われ る ものを真 と見 な し、他 方 そ うで ない もの を真 で な い と見 なす(A-

b)、 原 因 にっ い て も、 また ほか のす べ て の こと につ い て も(100a3-7)。

〔仮 設 法B〕

も し誰 か が そ の前 提 そ の もの に こだ わ る と した ら、 君 はそ れ を放 って お い て、 前 提 か ら始 め

られ た諸 々 の ことが 相 互 に調 和 す るか調 和 しな いか を考 察 す る まで は、 答 え な い だ ろ う(B-

a)。 そ して、 そ の前 提 の論 拠(ロ ゴ ス)を 与 え な け れ ば な らな い場 合 に は、 上 位 に あ る 前 提

の う ちで最 善 と見 え る もの 改 めて別 の前 提 と して 立 て て、 同 じよ うに して君 は論 拠 を与 え る だ

ろ う、最:後 に何 か 十 分 な もの に到 達 す る まで(B-b)(101d3-e1)。

ロ ビ ンソ ンは この 仮設 法AとB-aを お よ そ次 の よ う に解 釈 した。 す な わ ち、 求 め られ る結

論 に到 達 す るた め に は次 の 四 っ の手 続 きが 必要 で あ る。

(1)そ の結 論 に導 くよ うに思 わ れ る もの の うちで最 も堅 固 と判 断 さ れ る前 提 を立 て る(A-a)。

② そ の前 提 か ら諸 帰 結 を導 く。

(3)そ の諸 帰 結 が相 互 に矛 盾 して い るか ど うか を検 討 す る(以 上B-a)。 も し矛 盾 して い れ

ば、 も う一 度 別 の前 提 を立 て て は じめか らや り直 す。 しか し、 矛 盾 が 起 こ らな い場 合 に は

(4)前 提 か ら帰 結 す る こ とを真 と見 な し、 そ の否 定 が前提 か ら帰 結 す る もの を偽 と見 なす(A-

b)a

しか し この解 釈 に は問 題 が あ る。 まず、 仮 設 法A-bに お け る、 前 提 と して立 て られ た ロ ゴ

ス と調 和 す る と い う ことを ロ ビ ンソ ンは結 局 「前 提 か ら論 理 的 に帰 結 す る」 の意 味 だ と した が、

他 方B-aに お け る 「調 和 す る」 の ほ うは 「矛 盾 しな い」 の意 味 に取 って い る。 これ に は 無 理
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が あ る。 次 に、B-aの 「前 提 か ら始 め られ た諸 々の こ と」 を ロ ビン ソ ン は 「前 提 か ら の論 理

的諸 帰結 」 と見 な して い るが 、 この 表 現 に はそ う した意 味 は読 み とれ な い。 さ らに彼 は、 仮 設

法 と原 因 論 と のっ なが りは偶 然 の もの の よ う に見 え る と して い る が、 文 脈 を追 え ば、 両 者 の密

接 な連 関 は明 らか で あ る。

最 後 の 、 仮 設 法 と原 因 論 と のっ な が り と い う点 で優 れ た解 釈 を示 した の は ギ ャ ロ ップ で あ る

が 、 ギ ャロ ップ の解 釈 に も、 イ デ ァが 存 在 す る とい う前 提 と、 そ れ か ら 「始 め られ た」、 〈美 〉

の イ デ ア を分 有 す るが ゆ え に何 か あ る も の は美 しい、 とい う命 題 とを一 括 して い る点 な ど に 問

題 が あ る。

以上 の よ うな点 を考 慮 す る と、 仮 設 法A-bとB-aは 結 局 次 の よ うに解 釈 す べ きで あ る。

B-aの 「前 提 か ら始 め られ た諸 々 の こ と」 に お け る 「前 提 」 と は イデ アが存 在 す る い う前 提

を指 して お り、 そ こか ら 「始 あ られ た諸 々の こ と」 と はイ デ ア が 「分 有 」 「臨在 」 「共 有 」 な ど

の様 々 な 仕 方 で こ の世 界 と関 係 して い る こ とを 示 唆 して い る。 ま た仮 設 法A-bに お け る

「(前提 と して の)ロ ゴス と調 和 す る と思 われ る もの を真 と見 な し、 他 方 そ うで な い もの を真 で

な い と見 なす 」 が 意 味 して い る の は、 「何 か は 〈美 〉 の イ デ ア を分 有 す るが ゆ え に美 しい」 「何

か に く美 〉 の イ デ ア が臨 在 して い るが ゆ え にそ れ は美 しい」 「何 か は く美 〉 の イ デ ア を 共 有 す

るが ゆ え に美 しい」 な ど は、 イ デ アが 存 在 す る とい う前 提 か ら 「始 あ られ た」 ので あ り、 そ れ

ゆ え真 と見 なせ る とい う こ と、 他 方 「何 か が 美 しい の はそ れ が鮮 や か な色 や 形 な どを もっ か ら

で あ る」 な ど は そ の前 提 か らは 「始 あ られ 」 な い の で あ り、 そ の 限 りで真 で な い と見 な さ れ な

け れば な らな い とい う こ と、 この二 点 で あ る。仮 設 法 の この手 続 きに よ って後 者 の よ うな あ る

種 の唯 物 論 的 な考 え方 が 排 除 され て い る ので あ って、 そ れ は、 原 因論 に先 行 して な さ れ る 自 然

学 者 批 判 の趣 旨 と も合 致 す る。

で は、 なぜ そ もそ もイ デ ア の存 在 は前 提 され るの で あ ろ うか。

仮 設 法A-aで は 「私 が最 も堅 固 だ と判 断 す る ロ ゴス を そ れ ぞれ の 場 合 に前 提 す る」 と言 わ

れ て い る。 イ デ ア が存 在 す る とい うロ ゴ ス を前 提 す る こ とが 「原 因 の発 見 」(100b8)を 目 指 し

てA-aの 手 続 きを 具 体 的 に行 った もの だ とす れ ば、 その 際 に何 らか の推 理 が 働 い て い る の は

明 らか で あ る が、そ の推 理 は次 の よ うな もの と考 え られ る。 この世 界 に お け る 美 に は、 人 間 、

馬 、 衣 服 な ど様 々 な事 例 が あ り(78d-e)、 わ れ わ れ は この世 界 に あ っ て、 こ の よ うな 数 多 く

の美 を経 験 して い る。 しか しそ の経 験 は、僚 初 的 で 純 粋 な場 面 に まで湖 る な らば 、 「こ の 人 間

は美 しい」 「そ の馬 は美 しい」 と い う よ うな仕 方 で、 あ るい は ま た 「この色 は鮮 や か で 美 しい」

「そ の形 は鮮 や かで 美 しい」 とい うよ う な具 合 に な さ れ るわ けで は な い。 もっ と端 的 に 「美!」

と して認 識 す るの で あ る。 そ の よ うに端 的 に 「美!」 あ る い は 「美 そ の もの」 と して経 験 し た

もの が人 間 で あ った 、 あ るい は馬 で あ った な ど とわか るの は、 そ う した原 初 的 な認 識 の場 面 を
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い ったん離 れ て何 か 反 省 を加 え た結 果 で あ る。

そ うだ とす れば、 そ う した経 験 が な ぜ起 こ るの か、 あ る い は そ う した 経 験 の原 因 とな る もの

は何 か、 とい うこ とを 問 わ な けれ ば な らな い局 面 に至 っ た と き に は 〈美 〉 そ の もの、 す な わ ち

イ デ アが存 在 す る とい う こ とを ま ず前 提 す るの が 「最 も堅 固 」 で あ る。 そ の 上 で この世 界 に お

け る美 は、 その く美 〉 その もの と 「分 有 」 で あれ 「共 有」 で あれ 「臨 在 」 で あ れ、 何 らか の仕

方 で 関与 す る こと に よ って成 立 して い る と考 えれ ば よ い。 イ デ アが 存 在 す る と い う前 提 を 立 て

る際 に は この よ うな 推理 が働 い て い る。

で は、 イ デ アの 「そ れ 自体 と して独 立 」 と い う規定 と、 イ デ アが 「分 有 」 「共 有 」 さ れ る、

あ る い は この世 界 に 「臨在 」 す る とい う事 態 と は、 また 「そ の もの」 とい う イデ アの も う一 っ

の規 定 とは どの よ うに 関係 して い るの か。

前 章 で、 生 成 消滅 の原 理 と して の イ デ ア に与 え られ て い る 「そ れ 自体 と して独 立 」 と い う規

定 は、 アナ クサ ゴ ラス に お い て この 世 界 の動 ・変 化 を引 き起 こす 「知 性 」 が そ れ 自体 と して独

立 で あ る とい う事 態 を受 け た もの と述 べ た が、 他 方 原 因 論 は そ れ と同 時 に、 美 に端 的 に出 会 う

とい うよ うなわ れ わ れ の経験 の説 明 も行 わ れ な け れ ば な らな い。 この点 で 大 切 な の は、 イ デ ア

が存在 す る とい う原 因 論 を基 礎 づ けて い る前 提 を述 べ る際 に は プ ラ トン は 「そ れ 自体 と して 独

立 」 とい う言 い方 を して い るが、 他 方 「分 有 」 「共 有 」 「臨 在」 な どが 語 られ る と きに は 「そ の

もの」 とい う言 い方 が され て い る とい う ことで あ る。 す な わ ちそ れ に よ って 、 こ の世 界 の事 象

の生滅 を 「それ 自体 と して独 立 」 の イ デ ア に よ って説 明 し、 併 せ て 、 た と え ば 「美 そ の も の」

を経験 ・認 識 す る と い う こ とを イ デ ア との 関 係 に よ って説 明 す る こ とが 可 能 にな っ て い る。

実 際 は、 こ う した経 験 を説 明す る こと と この世 界 にお け る事 象 の 生 滅 を 説 明 す る こ と と は、

同一 の ことの二 っ の 側面 で あ ろ う。 美、 大 、 火 な どに つ い て の経 験 が 成 立 して い る と い う こ と

は、言 い換 え れ ば、 この世 界 に それ らの事 象 が生 成 して い る こ とに ほか な らな い。 この 同一 の

事 態 の二 つ に側 面 に それ ぞ れ 「… その もの」 と 「そ れ 自体 と して独 立 」 と い う二 っ の 言 い方 が

対 応 して い る。 この よ うに して 、 イデ ア に 「そ れ 自体 と して 独 立 」 とい う規 定 を与 え る こ と と、

その イ デ アが 「分 有 」 「共有 」 さ れ る、 も し くは この世 界 に 「臨在 」 す る と い う事 態 と は 互 い

に相 容 れ な い、 と い う予 想 され る問題 提 起 に対 して プ ラ トンな りに対 処 して い る の が わ か る。

と ころで、 仮設 法B-aの 「前 提 か ら始 ま られ た諸 々 の こ とが相 互 に調 和 す るか 調 和 しな い

か を考 慮 す る」 は ど うい うこ とを意 味 して い るの か。 この 「考 察 す る」 と い う言 葉 が 、 「ロ ゴ

スのな か で存 在 す る ものの 真理 を考 察 す る」(99e5『6)と い う こ とを 踏 ま え て い る こ と に 注 意、、

す れば、 そ こで は、 「真 理 」 す なわ ち イデ ア の認 識 に到 達 す る に は、 人 間 が 美 し い こ と と馬 が

美 しい こ と とは同 じ(「 調 和 す る」)な の か 、 そ れ ど もそ うで は な い の か、 あ る い は馬 と衣 服 の

場 合 は ど う'であ るの か、 これ らの こ とを 「考 察」 しな けれ ば な らな い、 と い う こ とが 示 唆 さ れ
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ている と考 え られ る。

以上が仮設法AとB-aの 原因論 との連関 を考慮 した解 釈で あり、 同時 に、 イデ アの存在 が

なぜ前提 され るか につ いて、 また前章 か ら持 ち越 した問題 につ いて論 じた。 残 るB-bを ど う

読み解 くか につ いて は、次章で原因論 と目的論 との結 びっ きを示 した上で述 べ る。

第五章 原因論の目的論的解釈

原 因論 は、 この世 界を成立 させ る原 因 とな るものは善 との連関で捉え られな ければな らな い

という論点 が含 まれ たナナクサ ゴラス批判 の直後 に提示 され るに も拘 わ らず、 そ こには善 が こ

の世 界の成 立 に関与 して いるとい う考 えが明示 的に は展 開 されていない。 そ こか ら、原因論 に

おいて は目的論 は提 示 されて いない とい う解釈 が しば しば行 われて きた。 これ に対 して、原因

論 において も目的論 への志 向 は継承 されている と見 なす研究者 も存在 す るが、 テキ ス トに密着

した形 での 目的論 的な解 釈 は、 これまで ほとん どなされて いない。筆者 は、原 因論 において 目

的論 は提示 されてい るとい う見方 を とる もので あるが、本章 で はその解釈 を示 した うえで、 仮

設法B-bを 述べ たプ ラ トンの意図 に言及 す る。

まず、原 因論 はいわゆ る 「第二 の航海」 として語 られ るものであ るが、 テキス トか らそれ は

目的論的原因へ 向けての再 出発で あったと読み とることも可能 である。 そ こで注意 す べ きは、

すで に見て きたよ うに原因論 は、 この世界の事象 の生成消滅 を引 き起 こす原因 を述べて いる と

い うことで あ る。 もしその理解が正 しい とすれば、原 因論 はある種 の目的論 と して解釈可能 で

ある。 とい うのは、 た とえば後期 の著作 『テ ィマ イオス』(27dsqq.)で は、最善 な る原 因 で あ

る世 界制作者(デ ミウルゴス=神)が 永遠不変 であ るイデアをモデル(模 型)と して生 成消滅

す る この世界 を作 り出 した、 とい う目的論が展 開 されているが、 イデアが この世界の消滅 に関

与 して いるとい う意味で は、『パイ ドン』 の原因論 は この 『ティマ イオ ス』 の説 と無 関係 で は

ない。 そ して 『パ イ ドン』前半で語 られて いる、 イデア とこの世界 の事象 とを区別 しもっぱ ら

前者 に価値 を認 める考 え方 を参照すれ ば、原因論 はイデア とい う価値 を含意 した存在 に訴 えて

この世界 の成立 を説明す る ものと言 うことがで き、 その意味で も原因論 はあ る意味で 目的論 だ

とい うことになる。

しか し以上 の点 に加 えて着 目 したいの は、原因論 の議論B、Cで あ る。 そ こで導入 されて い

る内在形相 は、 この世界 の うちにあ ってあ る種 の同一性 を示す ものであ る。 とい うの は、 た と

えば内在形相 〈大〉 は対立項 く小〉 の接近 の際、 自身 の同一 性を保 とうとす るがゆえにその受

け入れを拒否 して、場所 を譲 って逃 げ出すか滅 びるので あ るが(102e2-3)、 しか し他方 〈小

〉が接近 して こなけれ ば 〈大〉 は く大〉 と して同一性 を保 ちなが ら、 その場所 にとどま り続 け
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る と解 さ れ る か らで あ る。 この意 味 で 内在 形 相 は、 常 に不 変 で 同一 性 を保 っ と され る イデ ア に

準 ず る身 分 に あ る。 そ して内 在形 相 が以 上 の よ うに この世 界 の うち に あ って 同一 性 を保 っ とす

れ ば、 そ れ は他 方 、 この 世 界 に関 して の確 定 的 な認 識 を保証 す る もの で あ る こ と にな ろ う。 対

象 の 側 に同 一 性 を保 つ ものが あ る とい う こ とは、 認 識 す る側 か ら言 え ば、 この世 界 の認 識 に関

して た とえ ば 〈大 〉 を く大 〉 と して 同定 す る こ との可 能 性 が 確保 され て い る こ とを意 味 して い

るか らで あ る。

と こ ろで 原 因 論 は く美 〉 〈善 〉 〈大 〉 や そ の ほ かす べ て の イデ アが存 在 す る と い う こ とを前

提 に した 上 で 述 べ られ て い る(100b5-7)の で、 この こ と は、 原則 と して この世 界 に お け る す

べ て の事 象 にっ いて 妥 当 す る はず で あ る。

そ うで あ るな らば 、 原 因論 は この世 界 に あ る種 の秩 序 を もた ら して い る とい う ことに もな るガ

この世 界 に お け る一 つ一 つ の事 象 が そ れ と して 同 定 可能 だ とい う こ と は、 換 言 す れ ば、 この世

界 に分 節 化 が生 じて い る こ とを意 味 し、 そ れ は ま た、 この世 界 にあ る意 味 で 秩 序 が生 じて い る

こ とに ほか な らな い。

ま とめ る と、 『パ イ ドン』 の 原 因 論 は、 一 方 で そ れ 自体 価 値 的 な もの で あ る イ デ ァ、 も し く

は内在 形 相 に よ って この世 界 の生 成 消 滅 を説 明 しな が ら、 他 方 この世 界 にお け る様 々 な事 象 の

同定 を保 証 す る こ とで この世 界 の秩 序 性 を説 明 して い る とい う、 この二 っ の 意 味 に お い て 、 目

的論 を、 少 な くと もそ の萌 芽 とな る もの を提示 して い る、 とい う こ と にな る。「『パ イ ドン』 以

後 に書 か れ た とさ れ る、 『国 家』 に お け る く善 〉 の イ デ アを 頂 点 とす る 目 的 論(508e-509b,cf.

517b-c)、 あ るい はす で に触 れ た 『テ ィマ イ オ ス』 にお け る 目的 論 な ど は い ず れ も、 『パ イ ド

ン』 の原 因 論 の発 展 形 態 で あ る。

さて 原 因 論 が以 上 の よ うな ものだ とす る と、 そ の な かで 、 仮 設 法B-bが 述 べ られ た 意 図 を

理 解 す る上 で 大 切 な の は、 原 因 論 で は プ ラ トンの 目が主 に こ の世 界 の事 象 、 そ の ひ とつ一 つ を

意 味 あ る もの と して 基 礎 づ け る に は ど うす れ ば い い か とい う点 に 向 け られ て い る とい う こ とで

あ る。 こ れ に対 してB-bで 示 唆 さ れ て い る の は、 原 因論 を基 礎 づ けて い る イ デ ア が 存 在 す る

とい う前 提 を さ らに根 拠 づ け る に は ど うす れ ば よ いか と い う問 題 で あ る。 結 局 の と こ ろB-b

を原 因 論 と直 接 結 びつ けて 解 釈 す るの は難 しい の で あ るが 、 そ れ は、 両 者 に お け る プ ラ トンの

視 点 が 若 干 異 な って い る と い う'点か ら止 む を得 な い ことで も あ る。

とこ ろで 、.原 因 論 、 と りわ け内 在形 相 が導 入 さ れ る議 論 に お い て顕 著 な の は、 イ デ ア と この

世 界 との 結 びつ きで あ る。 そ れ は一 方 で は、 この世 界 の事 象 を価 値 とい う側 面 か ら捉 え な す 議

論 と して、 他 方 、 この世 界 の事 象 を認 識 す る知 覚 と、 イデ ア を認 識 す る知(知 性)と の関 係 を
旨

見直す議論 と して読 む ことがで きる。本論文で は最後 に、 この二点 が 『国家』 で どのよ うに展

開 され ることにな ったのかを簡単 に見届 ける。
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終章 前途瞥見

『国家』 の 「太 陽の比喩」 では、 〈善〉 のイデアが最 も高 い位置を 占め、その下 にそれ以外

の諸 々 イデ アがあ り、 さ らにこの世界 の事象 はその諸 々の イデアを分 有す ることによ って成 立

してい る、 という三 元論 が指示 されてい る。 そ こで示唆 されているの は、 〈善〉 のイデ ァが そ

れ以 外の諸 々の イデ ァの存在 と認識 の 「原 因」 であるという見方である。 この世界の事象が諸 々

のイデ アの分有 によって成立 してい るものであ る以上、 この世界 の事 象 の最終 的な原因 は く善

〉 のイデ ァとい うことにな る。 ただ し前章 で も指摘 したとお り、 この 目的論 は 『パ イン ド』の

原 因論 の発展形態 であ る。

次 に、知覚 と知 の関係 にっ いて は、三本 の指 の比較 の議論 か ら示唆を得 ることがで きる。 そ

こで示 されて いるの は、知性 が知覚 の認識 の不確実 な ところを補助す るとい うことで ある。 こ

こで は、知覚 を この世 界の事象 の認識 に、他方知 をイデアの認識 に厳密 に二 分 して割 り当て る

とい うよ うな仕方 で は理解 されいない。 そ して この知性 による補助 とい うことは、 『パ イ ドン』

の原 因論 にお ける、対立項 を受 け入 れない とい う意味で同一性 を保 って いる内在形 相を この世

界 に内属 させ ることによ り事象 の同定 の説 明す るとい う議論 を経て可 能 にな ったので はな いか

と思 われ る。 ただ し 『国家』 の 「太 陽の比喩」「三 本の指」 は、 いず れ も最 終的 には 『国家』

の主題 で ある正義論 との連 関を考慮 して読 み解 かなければ な らな いもので ある。 それ はこれか

らの課趨 と したい。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本 論文 は、 プ ラ トンの中期対 話篇 『パ イ ドン』 に含 まれ る、 イデアとの関わ りで この世 界 の

事象の成立 を説明す る 「原因論」 を、先行 す る諸研究 を批判 的に吟味 しっっ、様 々な角度か ら

検討 し、新 しい解釈 を提示す る作業 を通 して、 イデア論が プ ラ トンの思索のなかで どのよ うに

して成立 し得 たのか とい う問題 に対 して一っの見通 しを立 てよ うとす るものであ る。

序章で は、『パ イ ドン』 の概観 を し、原因論が魂の不死 と不滅 の最終 証 明 の文脈 で登 場 す る

ことを示 した上 で、原 因論 をめ ぐる諸問踵を提示 す る。

第一章 で は、原 因論 の基本 的テキス トか らA(=何 かは美 しい)、B(=何 か は 〈美=内 在

形相〉 を もっ)、C(=何 か は 〈美=イ デア〉 を分有す る)、 を抽 出 し、 その間 に成 り立つ関係

につ いて論 じる。す なわち、先行す る諸研究者がAとBと を明確 に区別せず に、両者 を保証す

るのがCで あ ると理解 す るのに対 し、 プ ラ トンは確かにCをAの 原因 と看倣 して いるが、Cは
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Bを も保証 して いるとは言 ってお らず、 む しろBも またAの 原因であ ると考 えてい ると読解 す

べ きであ ると論 じる。 さらにここか ら、魂 の不死 にっなが る議論 の検討 を通 じて、Aの 原 因 と

してBが 導 入 された ことの理 由 として、魂が内在形相 に対応 す るもの と して扱 われてい る点 を

指摘す る。

第二章 で は、 『パ イ ドン』当該 箇所の 〈aitia>を 「理 由」 もしくは 「説 明」 と解 す る ヴ ラス

トスの解釈 を批判 的に検討 しなが ら、 〈ai七ia>を 「原因」 と して理解す べ きことを論 じる。 す

なわち、 イデ アの 「臨在」「共有」 が この世界 の美 を 「引 き起 こす(poiei)」 と言 われ て い る

点 に依拠 して、 イデァは何 かを引 き起 こす もの と して作用 因であ ると解釈 す る。 また 「個物 が

熱 いのは、 その個物 が火 のイデアを分有 し、火の イデ アが熱 の イデアをentailす るか らである」

とす るヴ ラス トスの解釈 に も難点が あると して、 ここで主語(個 物)が 無規定 な もの として表

記 されてい ることに注 目 し、原因論 はイデ アの分有 によ る生成消滅 を記述す る もので ある、 と

い う解釈 を提示す る。

第三章 では、『パ イ ドン』 の文脈 において 「原因論」 直前 に位置す る 「アナ クサ ゴラス批判」

に注 目 し、 それ と原因論 との思索の連続性 を強調 す る解釈 を提示す る。 まず アナクサ ゴラスの

残 存断片 に依拠 して、 ヌースが 「それ 自体 として独立」 と規定 され、世 界 の動 き ・変化 の原因

と して物質 とは別 に立 て られ るとはいえ、 その 「万物 の うちで最 も薄 く、最 も純 粋」 とい う性

格付 けは、 ヌースがな お物体性 に帯 びた もので ある ことを示 して いると指摘 す る。 これ に対 し

原因論 で は、 イデアが 「それ 自体 として独立」 とされ、 これ に生成 消滅 を引 き起 こす役割 が帰

せ られて いる点で、 ヌースの性格付 けを継承 して いるが、 前者 は全 く非 物体 的であ るという点

で後者 とは基本的 に異な るとす る。 ここか ら 「アナクサ ゴラス批判」 の論点 の一 っであ る、物

体 的な もの は原因の資格を もたない とい う主張 との思索のっなが りを指摘 す る。

第 四章 で は、 それ 自体 と して独立 なイデアが いか に して生成消滅 の原 因 とな り得 るか とい う

問題 を念 頭 にお きっっ、 当該文脈 における仮設法の提示 が原 因論 の展開 とどう結 びつ いてい る

かを検討 す る。 すなわ ち、前提 を立 て、 そこか らの諸帰結 を吟味す る仕方 である仮設法 が提示

される箇所 にっいての ロビンソンおよびギ ャロップの解釈 を批判 的に検討 した上 で、 「前提 一

諸帰結」 は 「イデアが存在す る」 と 「イデアが分有等 の様 々な仕方で この世界 と関係す る」 と

の関係 と して解すべ き ことを主張す る。 ここか らさらに、 イデアの存在 を前提す ること、お よ

びイデアの 「それ 自体 として独立」 とい う規定 とイデアが 「分有」 され るという事 態 との整合

性を論 じる。

第五章で は、世 界 の原因 は善 との連 関で捕 らえなければな らな いとす る、 「アナ クサ ゴ ラス

批判」 の もう一っの論点 と原因論 とのっ なが りを検討す る。 すなわち、 「原 因論」 にお いて は

善 が この世 界の成 立 に関与 してい るとい う考 えが明示的 には展 開 されていないため、諸研究者
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はここに 目的論 的要素 を認 めず、 また、 それ を見出す と して も適切 なテキス ト解釈 としては提

示 していない と した上 で、原因論 に目的論の要素 を認 め る解釈 を提示す る。す なわち、原因論

は、後期 の対話 篇 『テ ィマ イオス』 にお ける、最善 な る原 因であ る世界制作者 がイデアを模型

と して生成 消滅 す るこの世 界を作 り出 したという目的論 的説 明へ の途上 にある思索 である と位

置づ ける。 さらに、 原因論 はそれ 自体 価値的な ものであ るイデア もしくは内在形相 によ って こ

の世界 の生成 消滅 を説 明 し、 かっ、諸事 象の同定 を保証 す ることで世界 の秩序性 を説 明 してい

る点 で、少 な くとも目的論の萌芽を含 んで いると結論 す る。

終章 では、 イデア とこの世 界 との結 びっ きの問題 が中期対話篇 『国家』 でよ り発展 した仕方

で提示 されてい ることを指摘 して、原 因論 の プラ トンの思索 におけ る位置づ けについての見通

しを立 て る。

以上、本論文 は、『パ イ ドン』中の 「原因論」 に焦点を絞 って、そ の精 確 な読解 とプ ラ トン

哲学 における位置 づけを 目指 して、先行諸研究 の成果 を批判 的に検討 し、 それ に対峠 しつっ独

自の見解 を提示 した ものであ る。 ことに当該研究分野 の現時点 における課 題 を明確 に した点、

および原因論 におけ る内在形相 の位置 づ け、 アナクサ ゴラス批判 と思索上 の関連、後 の対話篇

における思索 の展開 との関係等 につ いて、独 自の解釈 の試 みを提示 した点 にお いて、本論文 は

斯学 の発展 に寄与 す るものであ る。 また、論文提 出者 が ここに提示 した独 自の解釈 をよ り根拠

付 け られ た もの として展 開す ることが期待 できる。

以上 によ り、本論文 の提 出者 は、博士(文 学)の 学位 を授与 されるに十分な資格 を有す る も

の と認 め られ る。
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