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い。 と こ ろ が ア ノ ニ ム の 中 に も す で に み た様 に 重 々 同 じ と と が述べ られて

い る 。 女 に フ ァ ン タ ズ マ に 関 し て も 同 じ こ と が云 え る 。 De anima intellectiva 

の こ の個所では phantasma と 身韓 な し に は認識 し な い ， 理性は認識 に 於

て身轄 と phantasma に依存 し て い る ， それは， そ の う ち に て 認 識 が あ

る 所の 主韓 と し て で は な く て 客種 と し て であ る 。 又， 人聞は， 可認識的

phantasma が我々 に結合 さ れ て い る か ら認識す る の で は な い と 述 て い る 。

そ こ か ら考 え る と phantasmata が身瞳の う ち に あ る と い う 意味 は 認J設が

phantasma の う ち にあ る ， 然 る に phantasma は 身瞳 に 於て あ る 故 に 認識

は主韓 と し て の身瞳従 っ て phantasma に貰質的 に 存在 に 於 て 依存 し て い

る と の意味に解すべ き だ ろ う 。 従 っ て こ れ も ト マ ス 設 に針す る も の で ア ヴ

エ ロ エ ス設を指す の で は な し 、。 こ の場合 も 前 と 同様「身樫 に於て」 と い う の

が重要であ っ て 車 に phantasma を 必要 と す る と い う 意 味 で は な い。 車 に

そ の意味であ る な ら De anima inteJlectiva に も ア / ニ ム に も 又 ト マ ス に

も 屡 々 み られ る の で あ っ て そ の 聞 に何等相違 は な し 、。 ア ヴ ェ ロ エ ス に於 て

phantasma に よ る 結合 と は species intelligibiles が二の 主瞳即ち フ ァ ン タ

ズマ と 可能理性 と を も ち， そ こ で可能理性が フ ァ ン タ ズマ の媒介 で そ の 形

相 に よ り 我 々 と 結合 す る と い う に あ る 。 故 に さ き の in corpore は 主腫 と し

て の賓瞳的結合 を さ す言葉 と 解樟すべ き であ ろ う 。

(3)， 次 に人聞は固有の意味では認識 し な い と の ア ノ ニ ム の設 は ト マ ス の

De unitate 65-6 に針す反駁 と し て 考え られた も の であ る こ と は す で に み

だが， ア ノ ニ ム は 1 ， 6 (p. 852) に も 同 じ事を述べて い る ， @O ち 客轄 と し て

の結合の仕方 に反針する 人達が， こ の仰j の 主瞳 と し て は我 々 は認識 し な い

と 云 う の は良 し い ， 素材に於て存在す る 形相 の 様 に は認識は我々 に結ばれ
(40) Thomas， De unitate， 40. に は 次 の よ う に あ る 。 quia intelligere dicitur 

esse actus coniuncti non per se， sed per accidens， in quantum scil .  
cius obiectum， quod est phantasma， est in organo corporali， non quod 
iste actus per organum corporale exerceatur. 

(41) F .  BruckmüJler， Untersuchungen über Sigers (von Brabant) Anima 
inteJlectiva. 乱!Jünchen， 1908. p . 1 1 1  ff. 

(42) De unitate inteJlectus. 63 . 
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ない， こ の 意 味合か ら 我 々 は認識 し な い と い う の であ る。 こ の 7 ノ ニ ム の

設 は エ ギデ ィ ウ ス の要約 と セ ン テ ン ツ 注揮 と に も み られ る の であ る が， シ

ゲ ル ス の De anima intellectiva ではそれ と 異っ て い る よ う であ る 。 即 ち

そ れ に よ る と ， ト マ ス が婦 し た様 な原因か ら は人 間 自 身は認識 し な い， 何

と なれ ば も し そ う だ っ た ら， 人 間 自 身が認識す る の では な く て こ の合成韓

の 素材的部分が認識す る こ と に な る か ら であ る と 。 210悶t は こ れを 解 し

て シ ゲ ル ス は前の立場 を す て 人 聞 は認識す る と い う 立場 に建った の で， 従

っ て エ ギデ ィ ウ ス の あ げて い る 第二 の ア ヴ ェ ロ イ ス ト が シ ゲル ス だ と 主張

す る 。 然 し De anima intellectiva で も 根本的に は結合の仕方に針す考が養

っ て い な い の は前述の通であ る か ら， と れは 草 に論述の仕方の獲化 に す ぎ

な い だ ろ う 。 印 ち 相手の立場か ら し て ， 自 己 の立場では人聞 は認識 し な い

と す る よ り は， 自 己 の立場か ら相手方 を， 人 聞 は認識 し な い と L づ 結論 に

お いや る 方が利 口 な や り 方であ る か ら であ る 。

判， シ ゲ ル ス は理性 と 身瞳 と の結合は働 operatio に よ る と 屡 々 述べて

い る 。 それが最 も 明瞭な 形 で De anima intellectiva に て 弐 の よ う に述べ

られて い る 「人聞が認識す る な ら ばそれは理性であ る そ の部分に聞 し て 買

であ る 。 故に認識 に於て理性はそ の 本性 に 従 っ て 身韓 に 封 し て 内的に働 く

も の operans intrins巴cus であ る 内的に働 く も の の働は或は運動であれ或

は運動な し の働であれ， 内 的 に働 く も の と ， それに酎 し て か様 に 内的に働

く も の と の 合成轄に鯖せ ら れ る 。 ア リ ス ト テ レ ス に よ る と 内的 に 動す も

の， 又は何か に 内的 に働 く も の は， それの形相 ・ 完成 と よ ばれ る J (p. 155) 

と の 内 的 に 働 く も の の設は Ioannes de Janduno や Taddeo da Parma に よ

っ て シ ゲ ル ス の代表的設 と さ れて い る の であ って， それは Quaestiones in 

(43) M. Chossat， Saint Thomas d'Aquin et Siger de Brabant . 
(44) Ioannis de Ianduno， Super libros Aristotelis De Anima， 111， Q. 5 .  
(45) Taddeo de Parma， Quaestiones super tres Iibros AristoteIis D e  Anima 

III， p .  4 .  
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III. D巴 anima に も 屡 々 み い だ さ れ る 。 ア ノ ニ ム の う ち に も そ れ 二 ふ れ た

個所 も み られ る けれ ど も そ こ で はむ し ろ motor 読が そ の 代 り に と かれ て

い る の はす で に の ベ た 通 り であ る 。 エ ギデ ィ ウ ス の 要約 も 同 じ で あ る ， 即 ち

天暢は認設す る ， こ の 認 識 は 天轄 を動かす賞瞳 自 身 に 固有な の であ る 。 ア ヴ

ェ ロ エ ス 己 主 る と 理性的魂 と 私 々 の 身轄 と よ り は， 天悼 と 天轄を 動かす も

の と 上 り 工 り 以上 の 結合は生 じ な い。 故に 天轄 を動す貫惜 に 認識が属す 主

う に 認識 は(分離〉理性 自 轄 に 同有であ る と 。 エ ギデ ィ ウ 只 は セ ン テ ン ツ j主

揮 に も 同様 の こ と を述べ て い る 。 と の ア ノ ニ ム の設 の 関聯 L て い る ト マ ス

の De unitat巴 の 個所 (69) は 尖 の 通 り であ る 。 ソ グ ラ テ ス は ア ヴ エ ロ エ ス

ト に 従 え v宝、拘かす も の と 動か さ れ る も の と の 合成 :こ な o ー習 で ふ ろ が， ;'J 、

か る 合成;土存在t<í. で は な く ， 種 に も 類 に も 入 ら な い。 又f{V]作 は存在者 に の み

開高す る か ら こ の 場 合何の仰J作を も も た な い こ と に な ろ ， 1?iIJば船頭の 認識

は船 と 船頭 王 の 合成時 :こ蹄す る の では な く て 船 頭の み の でホ る 。 同様

に認C'ぶ土 ソ ク ラ テ ス の働作 で は な く て ソ ク ラ テ ス の 身1t望 を 使用す る 理性の

み の でタ〉 る だ ろ う 。 こ れ に封 し て ア ノ ニ ム の 反駁は， 例 が 合 っ て い な し

結 と 佑Ð!1 と の 結 合は 偶然的であ る が人 間 と 理性 と の は本性 : て fjt つ て の であ

り 木目的 で ち る ， と い う :二 あ お 。 そ こ ; 二 は未だ動かす こ と と ;芯 古す る こ と

と の 同日IJが だ て ら れ て な い， (p . 852) 。

こ れ に封 し て シ ゲ、ノしの De anima int巴11巴ctiva は意見 を 少 し 鎚 た 伎 で あ

る 。 即 ち (155) に て 尺糟 は そ の他の部分が 内 的 に 動す も の に 工 っ て 動か さ

れ る 故 : 二 自 ら 動 く と 云われ る ， 1然 し 理性が人間の motor であ る か ら人 間

ゥ す る と は解 し て な ら な い ， 何 と なれ ば、 人 間 で は認識は運動 を本性的

(46) 111 III . D巴 Anim辻， fol . 359 vb， operal1S in  corpore ; f .  361 vb， solum 
secul1dum operatiomem . f .  363 rb， quantum ad operationem corporalis 
est et coniul1ctuS . etc . 

(47) fol . 108 vb ， quamquam anima intellectiva sit separata sive separatum 
esse habel1s a corpor巴 sicut determinabitur inferius expresse via physica 
dico et quantum ad hoc de al1ima 110n sit non sciel1tia natllralis tamen 
operationes qllas habet nOI1 est separata sed corpori communicat quan 
tum ad suas operationes quas habet non nisi mediante corpore . 
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に先行す る か ら。 人 聞が認識す る の は フ ァ ン タ ズマが我 々 に結合 さ れ る か

ら で は な く て ， 理性は認識 に於て働 く も の であ る か ら， 運動 な し に働 に於て

働 き ， そ の本性に 従 っ て 身轄 に合一的に 閥係す る か ら であ る 」。 つ ま り 人間

に 於 て は 天轄 と ち が っ て motor と し て の 結合の仕方 よ り 先に 内的に働 く

と い った仕方が な ければ な ら な い。 す で に 初 め か ら あ った oparatio に よ

る 結合が， 問題の究明 と 共に 強調 さ れだ し たの であ る 。 こ の傾向は又 シ ゲ

ル ス の In III De anima に も 見 られ る ， 即 ち ， r理性は我々 に結ぼれ る

の は， 天瞳の 動 者 よ り も よ り 以上であ る J (f. 359vb) ， ま た理性は身韓に あ

る が， そ れは 理性が理性であ る 限 り 身瞳 の う ち に operans と し て あ る の

で， と れは二通 り に あ る 即 ち 認識 と 動かす こ と に於 て で あ る (f 350vb) 。 こ の

考は D巴 anima intellectiva と 共通 であ る。 こ れ ら の こ と が ら は motor 設

が次第に 改良 さ れて 内的 operans の 考 に 移った と 解揮すべ き だ ろ う 。

以上の よ う に ， 極 く 部分的な比較では あ る がそ れに よ っ て ， ア ノ ニ ム の

デ ・ ア ニ マ 注揮が シ ゲ ル ス の も の であ る と むぜ し め る に 足 る 外的又内的な

理 由 あ る こ と が明 であ る。

そ こ か ら失 の 結論 を 引 き 出す こ と が で き る だ ろ う 。

(1)  グ ラ ー フ。マ ン 護見の München の De anima ì-主樟は シ ゲル ス の も

の で は あ り え な い。

(2) ト マ ス の De unitate に 封 し て シ ゲル ス が反 駁 し た の は Merton Col-

lege ms. 275 に あ る ア ノ ニ ム の De anima 1 et II に針す注樟であ る 。

(3) エ ギデ ィ ウ ス が言及 し て い る の は こ の シ ゲ、ル ス の木の こ と であ る 。

(4) シ ゲ ル ス の De Anima intellectiva 及び Merton College ms . 292 に

あ る ヂ ・ ア ニ マ第三巻注樟は ア ノ ニ ム 注樺書以後に 即 ち 1272 年以後

の{乍であ る 。

本 論 文の基・礎 に な ってい る 寓 本 及 び 古 刊 本はすべて昭和 30年 度 文 部 省 機関研

究により入 手 し た マ イ ク ロ フ ィ ル ムに よ る も のである 。

潟 本 解 讃 力 未熟のた め 譲 み 方の媛昧 な 個所 も 少 く な い。 言者 賢の御lIf;正 を 乞 う 。




