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( 私) の 消去 の 後 に 3

一 性起と して の 世界と人間 -

村 上 直 樹

要旨 脳科学 は
､ 脳 で ( 臥) を 代替す る｡ (私) が 果た して い る と され る機能を 脳 に 担わ せ る形

で
､

脳 科学は
､ 人間 の 知覚､ 認識､ 思考､ 行為 を説明す る 理 論 を展開 し て い る｡ しか し､ 脳科学

の 理 論 に は
､ 看過 で き な い 問題点 が あ る

｡ 前号 で は
､ 知 覚､ 認識､ 思考 に 関す る 脳科学の 理論 の

問題点 を 指摘 し た
｡ 引 き続 き本稿の 2 の 4) で は

､ 行為 に関す る脳 科学の 理 論 に対 して 現在強い

疑義 が つ き つ け ら れ て い る こ と を 指摘す る｡ ま た
､ 2 の 5) で は ､ ( 礼) を 再導入 し て 知覚世 界

の 成立 を説明 しよ う と す る 茂木健
一

郎 の 近年の 理 論も受 け入 れ が た い もの で あ る こ とを 示す｡

( 私) を立 て ず に 人間の 知覚､ 認 識､ 思考､ 行為を説 明す る とい う 点 に お い て ､ 脳科学と我 々

は同 じ立 場 に立 っ て い る
｡

しか し
､ 我 々 は ､ ( 礼) を何 か に よ っ て 代替 し､ (臥) が 果た して い

る と され る機能を そ れ に 担わ せ る形で
､ 人間の 知覚､ 認識､ 思考､ 行為 を説明す る こ と ば しな い ｡

我 々 は
､ (私) を 何か に よ っ て 代替す る とい う や り方と は ま っ た く異な る や り方 で

､
(私) を 立

て ず に人間及 び 人間の 経験 を説明す る理 論を 構築す る｡ そ して ､ そ う し た理 論 を構 築 して い く に

あ た っ て 我 々 が土 台 とす るの が ､ 大森荘蔵の 立 ち現 われ
一

元 論 で あ る
｡

我 々 は
､

大森 の 立 ち現 わ

れ
一

元論 をオ ー

トポ イ エ ー シ ス 論の 枠内で 再構成 し､ ま た ､ そ の 射程を拡大す る形 で 理 論 を構築

す る
｡ 本稿の 3 で は

､ まず ､
こ の 大森の 立 ち現わ れ

一 元論 の 中核 を な す 知覚的立 ち現 わ れ論 の 要

点を 整理 す る｡ 次 に
､ 大森の 知覚的立 ち現わ れ論 を オ

ー

トポ イ エ
ー

シ ス 論 の 枠 内で 再構 成す る に

あ た っ て
､ 我 々 が ど の よう な補足 と再解釈を 行う の かを 示す

｡

2 . 脳科学批判

4) 行為の あり方 は脳 に よ っ て決定されて い るか
一

脳科学の 問題 点③

脳科学 は､ 行為 の 発現を次 の よう に 説明 して い る｡ ま ず ､ 前頭前野 に お い て ､ あ る特定 の 行

為 が企画 さ れ る｡ 次 に ､ そ の 行為の 企画が運動連合野 に 送 られ ､ 筋肉群 を動 か す手順 が組 み 立

て られ る
､

す な わ ち運動 の プ ロ グ ラ ミ ン グが な され る ｡
つ い で ､ そ の 結果 が 一

次運動野 に 送 ら

れ ､ 最終的な運動指令 が 形成さ れ る ｡ そ して
､

そ の 運動指令が 脊髄 の 運動神経細胞 に 送 ら れ､

それ に 従 っ た 命令を 脊髄の 運動神経細胞が筋肉に 出す こ と に よ っ て 行為が 発現す る｡ 脳科学 は､

こ の よ う に ､ 行為 を生起 さ せ て い る の も､ 行為 の あり方を 決定 し て い る の も脳 で あ る と み な し

て い る｡

で は､
こ う し た見解 は

､ 妥当性を 持 っ て い る だ ろう か ｡ 脊髄の 運動神経細胞 が､

一

次運動野

か ら送 られ た運動指令 に 応 え て ､ 筋肉に 収縮 の 命令を出 して い る こ と ば間違 い な い だ ろ う｡ 脳

が 行為を 生起 させ て い る と い う こ と に は､ 疑問の 余地 が な い ｡ しか し､ 脳 が行為 の あり方 を 決

定 して い る と い う見方 に 対 して は､ 現在､ 疑義が つ き つ け られ て い る｡ 人間 の 行為 の あり方 が

運動の 中枢 とさ れ る大脳皮質 の 運動野 に よ っ て 決定さ れ て い る と い う 考え 方 は
､ 行為を対象 と

す る い く つ か の 研究領域 に お い て 批判 され る よう に な っ て き て い る の で あ る｡ そ し て
､

そ う し

た研究領域の 代表が ､ ア フ ォ
ー ダ ン ス 理 論 を展開 して い る生 態心 理 学 で あ る｡ ジ ェ

ー ム ス ･ ギ
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ブ ソ ン を創始者 とす る生 態心 理 学は
､

運動を制御 し て い る もの は行為者 の 内部 に で はな く､ 行

為者 を と り まく環境 の 中に あ る と主張 して い る｡ 生 態心 理 学 は､ 脳 を身体 に と っ て の 司令塔 と

み なす 見方 を否定 して い る｡ 以下､
生 態心 理 学の 議論 を手短 に 要約 しよ う｡

脳科学 ( あ る い は 1 9 世紀型 の 運動制御理 論) は
､

大脳皮質 の 運動野が 外界 に 関す る 情報 を

もと に 運動 の プ ロ グ ラ ム を 作成 し
､

それ に 従 っ た運動指令 を脊髄 の 運動神経細胞 に 送る こ と に

よ っ て 行為を 生起さ せ
､

そ の あり方を決定 して い る と考え る｡ 具体例を挙 げ て 言 え ば､ 例え ば ､

飛 ん で く る ボ ー

ル を手 で 受 け取る場合､ 大脳皮質の 運動野 が ボ ー ル の 位置や 速度や 大 き さ に 関

す る情報 を もと に どの よ う に 両手､ 両腕 そ して 全身 の 筋肉群 を 動か すの か を プ ロ グ ラ ミ ン グ し
､

そ れ に 従 っ た運動指令を脊髄の 運動神経細胞 に 送る こ と に よ っ て ボ ー

ル を 手 で 受 け取 る と い う

行為 を生 起 さ せ
､

そ の あ り方を 決定し て い る と考え る｡ 脳科学 に よれ ば
､ 行為 の あり方 を決定

して い る の は､ 大脳皮質 の 運動野が形成す る 運動の プ ロ グ ラ ム 並 び に 運動指令 で あ る｡ こ れ に

対 して
､ 生 態心 理 学は ､ 人間を と り まく環境の 中 に あ る情報 あ る い は ｢意味｣ が

､ 人間の 行為

を制御 して い る と考 え る ｡ 生 態心 理学 に よれ ば､ 飛ん で くる ボ ー

ル を受 け取 る行為 を制御 し て

い る の は､ ボ
ー

ル が 飛ん で く る光景の 中に ある 情報 ある い は ｢ 意味｣ で あ る｡ で は
､

こ の 情報

あ る い は ｢意味｣ と は､ どの よう な もの で あ ろう か ｡

環境 の 中に 存在 し､ 人間の 行為を 制御 し て い る 情報 は､ 未来の 行為 の 結果 に つ い て の 予見的

(p r e d i c ti v e) 情報 で あ る (佐 々 木 199 4 : 9 9) ｡ 未来 に 起 こ る こ とを 特定す る 予見的情報 が
､ 人

間の 行為 を導 い て い る の で あ る｡ そ して ､ 生 態心 理 学 は､
こ の 予見的情報を ｢ ア フ ォ

ー

ダ ン ス

a ffTo r d a n c e ｣ と 呼ん で い る ｡ ( ｢ ア フ ォ
ー ダ ン ス｣ と い う 言葉 は

､
ギ ブ ソ ン の 造語 で あ る

( G i b s o n 1 9 7 9 - 1 9 8 5 : 1 3 7) 0) ア フ ォ
ー ダ ン ス と は

､
｢ 行為者 に 対 し て 環境が 提供 す る 行為 の 可

能性 に つ い て の ｢( 予見的) 情報｣ で ある｣ ( 佐 々 木 ･ 三 嶋1 9 9 4 : 2 8) ｡ 脳科学 は､ 人間の 行為

を導く よう な 予見的情報 エ ア フ ォ
ー ダ ン ス が環境 の 中 に ある と は考 え な い ｡ 脳科学は

､
そ れ 自

体に は ｢意味｣ が 含ま れ て い な い 世界か ら の 刺激 を中枢が 処理 し て ｢意味｣ を構成す る と考 え

る｡ 脳科学は
､ 知覚さ れ た もの が脳で 処理 さ れ て 行為 を制御す る と い う説明図式を呈示 して い

る わ け で あ る｡ 生態心 理学 は､
こ の よ う な説明図式を 否定す る｡ 生 態心 理学 に よ れ ば

､
｢ 世界

に は その ま ま意味に な る こ と が あ る｡ 知覚 と は そ れ を探 す 活動 な の で あ る｣ ( 佐 々 木 1 99 6 b :

6 8) ｡ 世 界 に はす で に ｢ 意味｣ エ

ア フ ォ
ー ダ ン ス が あり､ そ れ が 知覚 さ れ て 人間の 行為 を 制御

して い る｡ 人間の 行為の 制御 に 関 して ､ 生 態心 理学 は､
こ の よ う な説明図式を 呈示 して い る ｡

さ て
､

生態心 理 学 は
､ 環境 の 中 に あ る ア フ ォ

ー ダ ン ス が人間の 行為 を 制御 して い る とみ な し

て い る わ けで あ る が
､

次 に そう した 主張の 論拠 を示 し た い ｡ も し､ 大脳皮質の 運動野が 外界 に

関す る情報をも と に 運動 の プ ロ グ ラ ム を 作成 し
､

そ れ に 従 っ た運動指令を 脊髄の 運動神経細胞

に送 る こ と に よ っ て 行為を制御 して い る と す る な ら ば
､ 大脳皮質 の 運動野は 実際 に どれ く ら い

の 数 の 運動指令を 送 っ て い る こ と に な る の だ ろ う か｡ 例 え ば
､ 魔 の 動きの 制御 だ け で 言え ば

､

そ の 数 は 26 0 0 で あ る｡ 腕の 動 きを制御す る に は､ 肩関節 に 1 0 個 ､ 肘 に 6 個､ 尺骨 に 4 個､ 手

首 に 6 個存在す る筋の 動 き を特定 しな けれ ば な ら な い ｡ さ ら に
､ 各筋 ご と に 運動神経細胞 と そ

れ が 支配 す る筋線維 (群) か ら構成さ れ る運動 ユ ニ
ッ トが ひ か え め に 見積も っ て も1 00 個存在

す る｡ よ っ て ､ 腕の 動 き を 制御す る だ けで も､ 全体 で 2 60 0 存在す る運動 ユ ニ ッ ト ー 26 の 筋

に そ れ ぞ れ 1 00 ず つ 存在す る 運動 ユ ニ ッ ト 一 に 運動指令 を 送 ら な け れ ば な ら な い の で あ る

(佐 々 木 ･ 三 嶋 1 99 4 : 4- 5) ｡ 全身の 動き の 制御と い う こ と に な れ ば , 大脳皮質の 運動野が 形成

し､ 送 らな けれ ば な ら な い 運動指令 の 数 はそ れ こ そ 天文学的な もの に な る だ ろ う｡ し か も､ 人
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間 は､ 時速 1 50 キ ロ メ
ー トル で 飛 ん で くる ボ ー ル を打 ち返す と い っ た よう な き わ め て 急速な 行

為も遂行 して い る｡ 大脳皮質 の 運動野 が運動指令を形成 し
､

そ れ を 脊髄 の 運動神経細胞 に 送 る

こ と に よ っ て 行為 を制御 して い る とす る な らば
､ 脳 は､ ス

ー パ ー
･ コ ン ピ ュ

ー

タ を も っ て して

も太刀打 ち で き な い 計算 を 行 っ て い る こ と に な る ｡ 生態心 理 学 は
､ ｢ そ ん な こ と を脳 が して い

る と 考 え る こ と自体 き わ め て 不自然 な こ と｣ で あ る と考え る (佐 々 木 19 9 6 a : 6 3 - 6 4) ｡ ( ちな

み に ､ 脳 は､
コ ン ピ ュ

ー タ に 比 べ れ ば はる か に 遅 い ス ピ ー ド (
-

秒 間に せ い ぜ い 数百回) で し

か 活動 で き な い ニ ュ
ー ロ ン か ら 構成さ れ て い る ( 茂木 20 0 4 a : 1 8 9) ｡ ) 大脳皮質 の 運動野 が 天

文学的な数 の 運動指令 を刻 々 と (場合 に よ っ て は 瞬時 に) 形成す る こ と ば現実的 に 不可能で あ

る こ と､ こ れ が ､ 生 態心 理 学 が環境の 中 に あ る ア フ ォ
ー ダ ン ス が人間の 行為 を 制御 して い る と

み なす 主 要 な論拠 で あ る｡ 環境 の 中 に す で に 行為 を導く予見的情報 エ ア フ ォ
ー

ダ ン ス が あ る か

ら こ そ
､ 複雑 で 微妙な そ して 時 に 急速な人間の 行為が 可能 に な っ て い る の で あ る ｡ 例え ば ､ 時

速 3 0 - 4 0 キ ロ メ ー トル で 飛 ん で く る ボ ー

ル を手で 受け取 る場合 ､ 手 は ば ぽ 3 2 - 5 0 ミ リ秒前 に

大変微妙 な動 き を開始す る が ､ こ う した動き は ボ ー

ル の 面 に 直接情報 を得 て い る か ら こ そ 可能

に な っ て い る の で あ る (佐 々 木 19 9 6 b : 1 1 3- 1 1 4) ｡

以上 の よ う に ､ 生態心 理 学 は､ 脳が行為 の あり方を 決定 して い る と い う見方 に 対 して 異議を

唱え て い る ｡ そ して
､

こ う した見方 に 対し て 異議を唱えて い るの は､ 生 態心 理 学だ けで は な い ｡

脊髄 と末梢神経 の 研究者 で あ る 橘滋国も､ 生態心 理 学と は 異な る観点 か ら脳 を身体に と っ て の

司令塔 と み なす 見方 に 対 して 異議を唱え て い る｡ こ こ で ､ 橘の 議論も手短 に 要約 す る こ と に し

た い ｡ 橘 は
､

大脳 の 指令 が直接的に 身体 の 各部位 に 伝わ っ て い るわ け で は な い と主張す る｡ 筋

肉 へ の 直接的 な命令を出 して い る の は､ 大脳 で はな く脊髄 で あ る ｡ 我 々 は､ 先 に ｢ 脊髄 の 運動

神経細胞が
､

一

次運動野 か ら送 ら れ た運動指令 に 応え て ､ 筋肉 に 収縮 の 命令 を 出 して い る こ と

は間違い な い だ ろ う｣ と書 い た が
､ 橘 に よ る と

, 脊髄 は
一

次運動野か ら送 ら れ た 指令 を そ の ま

ま 筋肉に 伝え て い る の で は な い ｡ 脊髄 は
, 確か に

一

次運動野 か ら送 られ た 指令 に 応 え て
､

筋肉

に 収縮の 命令を 出 し て い る と言 え る か もしれ な い が､ そ の 過程は ､ 脊髄が
一

次運動野 か ら送 ら

れ た 指令を 筋肉 に 伝 え る過程 で は なく､

一

次運動野か ら の 働き か け に よ っ て 行為 の た め の 脊髄

の 回路が 呼 び出 され そ の 回路に よ っ て 脊髄が筋肉 へ の 命令 を 出す 過程 で あ る (橘 19 9 6 : 2 8 -2 9) ｡

｢ 医学部 で は学生 に
､ 脊髄 は 大脳の 命令 を手足 に 伝 える 電線の よ う な もの で あ る と教え て い る｣

が ､ 橘 に よ る と ｢ そ れ は と ん で もな い こ とを 教え て い る｣ と い う こ と に な る ｡ 脊髄 は
､
｢ 大脳

に お伺 い を た て て 動 い て い る と い う より は､ 独自に 動 い て い る こ と が 多 い｣ ｡ 橘 は
､
｢ 脊髄 と い

う の は､ 大脳 の 命令を 手足 に 伝 え る電線 とい う よ りは､ 大脳 と 同 じ よう に 働く コ ン ピ ュ
ー タ な

ん だ と 考 え た 方 が納得が い く｣ と言 う (橘 1 99 6 : 2 4 - 2 5) ｡

一

次運動野か ら 脊髄 の 運動神経細

胞 に 指令 が送 ら れ て い る こ と ば確か で あ る が ､ そ の 指令 は行為 の た め の 脊髄の 回路を呼 び 出す

た め の も の で あ り､ 脊髄 はそ の 回路 に よ っ て 筋肉 へ の 直接的 な命令を出 して い る の で あ る｡ 歩

行 の 例 で 言 え ば
､

一

次運動野 は歩行 に 際 して ､ 足の 親指 の 曲 げ込 み 指令を 出 し て い るが
､

こ の

曲 げ込み 指令 に よ っ て 歩行の た め の 脊髄の 回路 が 呼び出 され
､ 脊髄 は そ の 回路 に よ っ て 歩く た

め に 使 う 筋肉 へ の 直接的な 命令を出 し て い る の で ある (橘 19 9 6 : 2 8 - 2 9) ｡ こ の よう に
､ 人間

の 行為 は､ 大脳皮質 の 運動野の 指令に 従 っ て い る わ け で はな い ｡ 大脳 は
､ 身体の 司令塔 で は な

い の で あ る ｡

な お､ 行為 の 発現 に お い て ､ 大脳は 行為 の た めの 脊髄 の 回路 を呼 び 出し て い る だ け で はな い ｡

橘 に よ る と
､ 大脳 は不必要 な 反射を抑制 す る こ と に よ っ て

､
正 常 な行為 の 発現を 可能 に し て い
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る ｡ 大脳 が ｢ 反射の 回路 を下 に 置 け｣ と い う指令 を出す こ と に よ っ て ､
正 常 な行為 の 遂行 が可

能 に な っ て い る の で あ る ( 橘 19 9 6 : 2 9 - 3 0) ｡ 具体例を 挙 げ れ ば ､ 何 か を踏 む 度 に ｢ 今､ 踏 ん

だ の は画鋲の よう な 危険 な も の で はな い か ら反射 の 回路を 下 に 置 け｣ と い う 指令 を大脳 が 出 し

て い る か ら正 常な 歩行が 可能 に な っ て い る の で あ る｡ 脊髄 の 障害 に よ っ て 大脳 か ら の 指令 が脊

髄に 伝 わ らな い よう に な る と､ 例え ば､ 入浴 の 際に 体が ば た ば た動 い て しま う と い っ た こ と が

起き る が
､

こ の よう な こ と は ､ ｢ 浴槽 の 中に 入 っ て い る の は熱湯 で は な い か ら､ お湯 に 触 れ て

も反射の 回路を下 に 置 け｣ と い う大脳か らの 指令 が伝 わ ら なく な っ た か ら 起き る の で ある (橘

1 99 6 : 2 9) ｡ 大脳 に よ る 反射 の 抑制指令 が な け れ ば､ 人間の 行為 は不自然 で 無駄 の 多い も の に

な っ て し ま う の で あ る｡

行為の た め の 脊髄 の 回路を呼び 出す こ と と不必要な反射 を抑制す る こ と｡ こ の 二 つ が行為の

発現 に お い て 大脳 が果 た して い る役割 で ある と橘 は主張す る｡ そ して
､

こ の 二 つ は と もに 重要

な 役割 で あ る｡ た だ し
､ 橘の 理 解に 従 え ば､ 大脳が 身体 の 各部位 に 直接的 な命令 を 出す こ と は

な い ｡ 大脳 は､ 刻 々 と 脊髄の 運動神経細胞 に 指令を 送り続 けて い る が
､

そ の 指令 は行為 の た め

の 脊髄 の 回路 を 呼び 出 した り､ 不必要 な反射 を抑制す る た め の もの で あ っ て
､ 身体 の 各部位 の

動 き を直接的に 制御 す る た めの もの で は な い ｡ 筋肉 へ の 直接的 な命令 を 出 して い る の は脊髄 で

あ っ て
､ 大脳 で は な い ｡ 脊髄の 役割に 着目し た橘 の 行為論も､ 生態心 理 学 と は異 な る 観点か ら

脳が 行為 の あ り方 を 決定 して い る とい う見方 に 対 して 異議 を唱 え て い る の で あ る｡

脳科学 は
､ 脳を行為の 主 体 で ある と み な して い る｡ しか し､ 以上 に 見 て き た よう に ､ 脳が 行

為 の あり方を決定 して い る と い う 見方に 対 して は
､

現在､
疑義 が つ き つ け られ て い る ｡ 脳を 行

為 の 主 体 で あ る とみ な す 脳科学 の 見解もそ の ま ま受 け入 れ る こ と が で き な い もの で あ る ｡

5) ( 私) の 再導入 とそ の 問題 点

非物質的存在 と し て の ( 私) と い っ た もの は脳 に 宿 っ て い な い ｡ こ れ が ､ 脳科学の 大前提で

あり
､ 脳科学 は

､ ( 私) と い う主 体を立 て ず に ､ 人間の 知覚､ 認識､ 思考､ 行為を､ 脳 に お け

る物質的過程 に よ っ て 説明 して きた｡ しか し､ 2) ､ 3) ､ 4) で 示 し た よう に
､ 人間の 知覚､ 認

識､ 思考 ､ 行為 に 関す る脳科学 の 説明 は
､

そ の ま ま受 け 入れ る こ とが で き な い もの で あ る｡ 脳

科学 の 理 論 に は､ 看過 で き な い 問題点が あ る と言わ ざる を得な い ｡

と こ ろ で ､ 近年､ 茂木健
一

郎は
､ 脳科学 に 再 び ( 私) を 導入 す る こ と を主 張 し､ ( 私) を立

て る 新 し い 理 論 - ｢ メ タ 認知的 ホム ン ク ル ス｣ の 理 論 - を呈 示 し て い る ｡ ( 私) は存在 し

な い と い う 脳科学 の 大前提を 否定 して 構成 され た茂木の 理 論 は
､

脳科学 に お い て はきわ め て 挑

戦的な も の で あ ろ う｡ しか し､ こ の 茂木 の 理 論 に も大 きな 問題点 が あ る｡ 我 々 は､ ( 私) を立

て な い こ れ ま で の 脳科学の 理 論が受 け入 れ が た い もの で あ る こ と を示 して き た が ､ 本節で は､

さ ら に ( 私) を再導入 した 茂木の 新 しい 理論も受 け入れ が た い もの で あ る こ とを示 した い
｡ 以

下､ 茂木 の 理 論 の 要点を手短 に 整理 し､ 次 に ､ そ の 間題点を指摘 した い ｡

茂木 に よ る と
､ ( 私) は

､
脳 の 前頭葉を中心 とす る ニ

ュ

ー

ロ ン の 間の 関係性 に よ っ て 生み 出

さ れ る (茂木 2 00 4 b : 2 5 8) ｡

一 個 一 個を とれ ば何 の 変哲もな い ニ
ュ

ー

ロ ン の 活動 の 間の 関係

性 が､ ( 私) とい う 主観性 の 枠組み を生み 出す の で あ る｡ そ して ､ こ の ( 私) は､ 脳 の 中の 感

覚野 で 活動 して い る ニ ュ
ー ロ ン の 間の 関係性を見渡 し て い る ( 茂木 20 0 4 b : 2 5 6 - 2 5 9) ｡ 脳 の 前

頭葉を中心 とす る ニ ュ
ー

ロ ン の 間の 関係性 に よ っ て 生 み 出さ れ た (私) が
､ 日 々 の 多彩 な風景

や音 や匂 い や 感触 を表現 して い る ニ ュ
ー ロ ンの 間の 関係性を見渡 し て い る の で あ る｡ しか も

､
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( 私) は､ 単 に 見渡 して い る だ け で は な い
｡ ( 礼) は､ 見渡 して い る ニ ュ

ー ロ ンの 間の 関係性

を ク オ リ ア と し て 知覚す る ､ あ る い は認識す る ｡ 例え ば ､ ( 私) は ､ ｢ つ や つ や と した 赤 い り

ん ご｣ を表現 して い る ニ ュ
ー ロ ン の 間の 関係性を 見渡 し

､
そ の 見渡 して い る ニ ュ

ー ロ ンの 間 の

関係性を ｢赤｣ や ｢ つ や つ や｣ や ｢ り ん ご の 形｣ と い っ た ク オ リ ア と して 知覚す る､ あ る い は

認識す る の で あ る｡ 目の 前 に つ や つ や と し た赤い りん ご が立 ち現 わ れ て い る 場合､ その つ や つ

や と し た赤 い り ん ごの 表象は ､ ( 礼) が ｢ 神経細胞の 活動を､ 感覚的ク オ リ ア と して 感 じ た結

果､ 生 じた もの な の で あ る｣ ( 茂木 2 00 4 a : 1 9 2) ｡ ｢ ( 私) が意識 の 中で 様 々 な ク オ リ ア を感 じ

る と い う こ と は､ す な わ ち
､ 自分の 脳内の 神経活動を (私) が 見渡 し

､ 観察 して い る と い う こ

と に 他 な ら な い ｡ ｣ ( 茂木 20 0 4 a : 4 4) な お､ 茂木が考 え る (私) は ､ 神経活動 を見渡す だ け の

存在 で は な い ｡ ( 私) は
､ 脳の 各領域 の 神経活動を コ ン ト ロ ー ル し

､
ひ い て は外界 に 積極的に

働 きか ける 存在で もあ る (茂木 2 00 4 a : 1 1 1) ｡ ( 私) は､ 行為 の 主体 と して も設定 され て い る｡

た だ
､ ( 私) を再導入 した 茂木の 理 論 は､ とりわ け知覚世界の 成立 を説明す る た め の もの で あ

る｡ そ して ､ こ の 理 論に よれ ば ､ 脳の 前頭葉 を中心 とす る ニ ュ
ー

ロ ン の 間の 関係性 に よ っ て 生

み 出さ れ た (私) が
､ 脳内の 無限と も言 え る数の ニ ュ

ー

ロ ン の 活動を 一

挙 に 見渡 し､ そ の こ と

に よ っ て 知覚世界 が ｢ ( 礼) が そ れ を知覚す る｣ と い う形 で 成立 す るの で あ る｡

さ て
､ 以上 の よ う に ､ 茂木 は､ 脳科学 が その 存在を否定 して き た (私) を立 て て ､ 知覚世界

の 成立 を説明 して い る わ けで あ る が
､ 茂木 は､ な ぜ ( 礼) を 復活さ せ た の だ ろ う か｡ 茂木 に よ

る と､ ｢ ク オ リ ア は､
そ れ を感 じる (私) と い う視点に 相対的 に しか 成立 しな い｣ ( 茂木 20 0 4 a :

1 8 7 -1 8 8) ｡ ク オ リ ア は単独 で は生成せ ず､
ク オ リ ア が 生成 し て い る 時に は ､ 必ず ｢ ( 私) が そ

の ク オ リ ア を感 じて い る｣ と い う 構造 が存在す る (茂木 20 0 4 a : 1 9 4) ｡
つ や つ や した赤 い り ん

ご が知覚的に 現前 す る に は､ ( 私) が ｢ 赤｣ や ｢ つ や つ や｣ や ｢ りん ご の 形｣ と い っ た ク オ リ

ア を知覚す る こ と が 不可欠で あ る ｡ つ や つ や し た赤い り ん ごが あ る と い う こ と ば
､ ( 私) が そ

の つ や つ や した赤 い りん ごを知覚 して い る と い う こ と で あ る ｡ 知覚的 に 現前 し て い る事象 は､

必 ず ｢ ( 私) が そ れ を 知覚 し て い る｣ と い う形 で 現前 して い る ( 茂木 20 0 4 a : 2 8) ｡ ( 私) な

く し て 知覚世界 の 成立 は あ り得な い ｡ よ っ て ､ 茂木は､ 知覚世界の 成立 を説明す る に あ た っ て

( 私) を再導入 した の で あ る｡ ま た ､ こ れ ま で の 脳科学は ､ 感覚野 で 活動 し て い る ニ ュ
ー

ロ ン

の 間 の 関係性 が 日 々 の 多彩な 風景や 音や 匂い や感触を 表現 し､
そ う し た表現 が集 ま っ て 知覚世

界 が 構成 さ れ る と説明 し て き た が (茂木 200 4 b : 2 4 2) ､
ニ

ュ

ー

ロ ン の 間の 関係性 が た と え つ

や つ や と し た赤 い り ん ごを 表現 した と して も､
そ れ だ けで は､ つ や つ や と した赤 い りん ごが 視

覚的に 現前 す る こ と に は な らな い ｡
ニ

ュ
ー ロ ン の 間の 関係性が つ や つ や と した赤 い りん ご を表

現す る と い う こ と は ､
つ や つ や と した赤 い り ん ご に 相当す る ニ

ュ

ー

ロ ン の 活動 が 脳内 に あ る と

い う だ けの こ と で あ っ て ､ 人間 の 認識 そ の もの と は違 う (茂木 ･ 瀬名 20 0 4 : 1 6 2) ｡ で は
､

ど

の よ う に して 世界 の 様 々 な 事象を 表現 して い る ニ
ュ

ー

ロ ン の 間 の 関係性 か ら世界の 様 々 な事象

が知覚的に 現前 して くる の で あ ろう か｡ 茂木 に よると､ 世界の 様 々 な事象を表現 して い る ニ ュ
ー

ロ ンの 間の 関係性 か ら世界の 様 々 な事象を知覚的 に現前 させ る ｢ も っ と も自然 で 簡単な や り方｣

は､ ｢ 誰 か が そ れを観察 し て ､ あ る も の と し て 認識す る｣ こ と で
.
あ る ( 茂木 20 0 4 b : 2 4 9) 0

｢ 誰か｣ が､
つ や つ や と した 赤 い り ん ごを表現 し て い る ニ ュ

ー ロ ン の 間の 関係性 を観察 し て ､

それ をつ や つ や と した 赤 い りん ご と して 認識す れ ば
､

つ や つ や と した赤 い り ん ごが 視覚的に 現

前 し て く る こ と に な る ｡ そ して ､ そ う した現象 は実際 に 起 き て おり､ ま た ､
ニ

ュ
ー ロ ン の 間の

関係性 を観察 して い る ｢誰か｣ と は結局 (私) の こ と で あ る｡ 茂木 は
､

( 私) が ニ ュ
ー ロ ン の
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間の 関係性 を観察 し
､

そ れ を 世界の 様 々 な事象と して 認識 して い る が 故 に ､ 知覚世界が 現前 し

て い る と考 え て い る｡ ( 私) は､ 茂木が どの よ う に して ニ ュ
ー ロ ン の 間の 関係性 か ら世界の 様 々

な事象 が知覚的に 現前 して く るの か を説明す る 上 で 不可欠の 存在で あ る ｡ 知覚的 に 現前 して い

る事象 は必 ず ｢ ( 私) が そ れ を知覚 して い る｣ とい う形 で 現前 して い る と い う こ と と と もに ､

( 私) が ニ ュ
ー ロ ン の 間の 関係性を 観察 し

､
それ を 世界の 様々 な 事象 と して 認識 して い るが 故

に
､

知覚世界 が現前 して い る と考え ら れ る こ とも
､ 茂木が 知覚世界の 成立 を説明す る に あ た っ

て ( 礼) を再導入 した 理 由 で ある ｡

で は
､ 次 に

､ 茂木の 理 論の 問題点を 指摘 し よう ｡ 茂木の 理 論に よ る と
､ ( 礼) が 世界 の 様 々

な事象 を表現 して い る ニ ュ
ー

ロ ンの 間の 関係性を 観察 し
､

あ る い は見渡 し
､

それ を世界 の 様 々

な事象 と して 認識 して い るが 故 に
､ 知覚世界が 現前す る｡ 感覚野で 活動 して い る ニ ュ

ー

ロ ン の

間の 関係性が
､

日 々 の 多彩な 風景や 音や匂 い や 感触 を表現す る だ けで は知覚世界 は現前 しな い ｡

( 礼) が ニ ュ
ー

ロ ン の 間の 関係性を眺め
､

そ れ を世界の 様 々 な 事象 と して 知覚す る こ と に よ っ

て ､ 知覚世界が現前す るの で ある ｡ しか し
､ 茂木の 理 論で は

､ ( 私) が ニ ュ
ー

ロ ン の 間の 関係

性 を観察 し
､

あ る い は 見渡 し､ そ れ を世界 の 様 々 な 事象と して 認識す る と い う こ と が
､

どの よ

う な こ とで あ る の か が 説明さ れ て い な い ｡ ｢ ( 礼) が 意識 の 中で 様 々 なク オ リ ア を感 じ る と い

う こ と は､ す な わ ち､ 自分 の 脳内の 神経活動 を (私) が 見渡 し､ 観察 し て い る と い う こ と に 他

な ら な い｣ (茂木 2 00 4 a : 4 4) と茂木 は言う ｡ しか し､ ( 私) が 脳内の 神経活動を 見渡す と い

う こ と が
､ なぜ

､ 様 々 な ク オ リ ア を感 じる と い う こ と に なる の か が 説明さ れ て い な い の で あ る｡

( 礼) が ニ
ュ

ー ロ ン の 間の 関係性を 観察す る､ 見渡す とい う こ と は､ ( 私) が ニ
ュ

ー ロ ン の 間

の 関係性 を通常の 意味 で ｢見 る｣ と い う こ と で はな い だ ろう ｡ ( 私) が ニ ュ
ー ロ ン の 間の 関係

性 を観察 す る
､

見渡す と い う こ と ば､ ( 礼) が テ
ー ブル の 上 の コ ッ プ を見 る よ う に ニ ュ

ー ロ ン

の 間の 関係性 を 見る と い う こ と で はな く
､

ニ ュ
ー ロ ン の 活動の 状態 を情報 と して 察知 す る と い

う こ と だ ろ う｡ そ して ､ ( 私) が ニ ュ
ー

ロ ン の 間の 関係性を 観察す る こ と に よ っ て 知覚世界 が

現前す る と い う こ とを 主 張す る に は､ ( 私) が ニ ュ
ー ロ ン の 活動 の 状態を情報 と して 察知 す る

と､ な ぜ
､ 世界の 様 々 な 事象 を知覚す る こ と に な るの か を 説明す べ き で あ る の に

､ 茂木 は そ の

作業を行 っ て い な い の で あ る｡ 知覚世界の 成立 に 関す る 茂木の 理 論 に は
､ 大 き な欠落 が あ る と

言 わ ざ る を得 な い だ ろう ｡ ま た
､ 仮に

､ ( 私) が ニ
ュ

ー

ロ ンの 活動 の 状態 を情報 と して 察知 す

る と
､

な ぜ
､ 世界の 様 々 な 事象を知覚す る こ と に な るの か が 説明 さ れ た と して も､ 茂木の 理論

は受 け 入れ られ な い だ ろ う｡ な ぜ な ら ､ 次 に 示す よ う に ､ ｢ 知覚主体 と して の ( 私) が世界の

様 々 な事象を知覚す る｣ と い う構図そ の もの が正 しくな い か ら で あ る｡ 知覚世界の 成立 を説明

す る理論 に (私) を再導入す る こ とが ､ そ もそ も間違 い な の で あ る｡

茂木 が､ 知覚世界の 成立 を説明す る 自身の 理 論 に (私) を再導入 した の は ､ 第
一

に
､

知覚的

に 現前す る事象は そ れ を知覚す る (臥) に 相対す る形 で しか 現前 しな い と 茂木が 考え た か らで

あ る｡ しか し､ こ の よう な理 解 は間違 っ て い る｡ 知覚的 に 現前す る事象は ､ た だ そ れ だ け で は

現前 し な い ｡
つ や つ や と し た赤 い りん ごは

､
た だ それ だ け で 現前す る の で はな く､ 例え ば

､ 家

の 居間の テ
ー ブ ル の 上 に 現前す る｡

つ ま り､ 知覚的 に 現前す る事象 は
､ 必ず 知覚世界全体の 中

に 現前 す る｡ そ して
､ 日常的 な事象が 次 々 と現前 し て く る知覚世界 の 中心 に は必ず ｢自分の 身

体｣ ( 我 々 の 用語法 で は (自一身体) ) が存在 し て い る｡ 知覚的 に 現前す る事象 は ｢ 自分の 身

体｣ に 相対す る 形で しか 現前 し な い ｡ 何か が現前 し て い る時､
そ れ は必ず ｢ 自分 の 身体｣ に 相

対す る形 で 現前 して い る｡ こ れ は､ 確か な こ と で あ る｡ た だ
､ 知覚的 に 現前す る 事象 は ｢自分
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の 身体｣ に 相対す る 形で しか 現前 しな い と い う こ とは
､

知覚的 に 現前す る事象 は そ れ を知覚す

る (私) に 相対す る 形で しか 現前 しな い と い う こ とで はな い ｡ 何 らか の 事象 が ｢自分 の 身体｣

に 相対 す る 形 で 現前 して い る と して も､
1 の 1) で 指摘 し た よ う に

､
そ こ に 知覚主体 と し て の

( 礼) も ｢ 見る｣ とか ｢ 聞く｣ と い っ た知覚作用も存在 し な い ｡ 何 らか の 事象が ｢ 自分の 身体｣

に 相対す る形 で 現前 して い る と して も､ そ こ に ( 私) が そ れ を知覚す る と い う構造 は存在 し な

い の で あ る｡ 茂木は
､

知覚的 に 現前す る事象 は ｢自分の 身体｣ に 相対す る形 で し か現前 し な い

と い う事態 を
､

知覚的 に 現前す る 事象は そ れ を知覚す る (私) に 相対す る形 で し か現前 し な い

と い う事態 と して 受 け止め た の で は な い だ ろ う か｡ しか し
､

そ れ は錯認 で あ る｡ 茂木 は
､ 知覚

的 に 現前す る 事象 はそ れ を知覚す る (私) に 相対す る形 で しか 現前 しな い と い う理 解 の もと に
､

自 らの 理 論 に ( 私) を 再導入 した ｡ しか し､ そ の 理 解は 間違 っ て い る の で あ る｡

脳科学 は
､

脳で (私) を代替 す る｡ ( 私) が 果た して い る とさ れ る 機能 を脳 に 担 わせ る形 で
､

脳科学 は
､

人間の 知覚､
認識､

思考､ 行為 を説明す る 理 論 を展開 して い る｡ し か し
､ 本章 で 示

し た よう に
､

そ の 理論 に は 看過で き な い 問題点が ある｡ ま た
､ ( 私) を再導入 し て 知覚世界 の

成立 を 説明す る 茂木 の 理論も受 け入 れ が た い もの で あ る｡ ( 私) を 立 て ず に人間の 知覚､ 認識､

思考､ 行為を説明す る と い う点 に お い て
､ 脳科学 と我 々 は 同じ立 場 に 立 っ て い る ｡ し か し

､ 我 々

は
､ ( 礼) を何 か に よ っ て 代替 し

､ ( 私) が 果た して い る とさ れ る 機能を そ れ に 担 わせ る形 で
､

人間の 知覚､ 認識､ 思考 ､ 行為を説明す る こ と ば しな い ｡ 次章以降 に お い て
､ 我 々 は､ ( 私)

を 何か に よ っ て 代替 す る とい う や り方 と は ま っ たく異 な る や り方 で ､ ( 私) を立 て ず に 人間及

び人間の 経験 を説明す る 理 論を 構築 して い く｡ なお､ 知覚､ 認識､ 思考､ 行為 と脳 の 関係 に つ

い て の 我 々 の 見解 は
､

15 で 呈 示す る｡

3 . 大森荘蔵の知覚的立ち現 われ論

(私) を 立 て ず に 人間及 び 人間の 経験 を体系的 に説明す る 理 論 ( の 試作品) を作り上 げる こ

と｡ こ れ が ､ 本稿 に お ける 我 々 の 目的で あ る｡ そ して
､

そ う した理 論を作り上 げ て い く に あ た っ

て
､ 我 々 が土 台 とす る の が

､ 大森荘蔵の 立 ち現わ れ
一

元論 で ある ｡ 大森 の 立 ち現 わ れ
一

元論 は､

現在 の と こ ろ (私) を立 て ず に 人間の 知覚 と認識 と思考を 説明す る も っ と も強力 な理 論 で あ る｡

我 々 は
､ 大森の 立 ち現 わ れ

一

元論 を オ ー

ト ポイ エ ー

シ ス 論 の 枠内 で 再構成 し､ ま た､ そ の 射程

を拡大 す る 形 で (私) を立 て ず に 人間及 び人間の 経験 を体系的 に 説明す る理 論 を作 り上 げ て い

き た い ｡ ( 立 ち現 わ れ
一

元論 をオ ー トポ イ エ ー

シ ス 論の 枠内で 再構成 す る 理 由は 後 に 述 べ る｡)

そ して
､

そ の 作業 は､
つ ま る と こ ろ立 ち現わ れ を構成素 とす る 性起 と い う オ ー トポ イ エ ー シ ス ･

シ ス テ ム に 関す る理論を作り上 げて い く作業で あ る｡ 我 々 が ､ 本稿で 作り上 げ よ う とす る の は､

性起 に 関す る 理 論 で あ る｡

と こ ろで ､ ( 礼) 抜き で 人間の 知覚や認識を説明す る とい う こ とば､ ( 私) に知覚さ れ る こ と

もなく認識 される こ ともなく意味を季 んで 知覚的に 現前 し続け る世界の 存立 様態を説明す るとい う

こ とで ある｡ なぜ な ら､ ( 私) の 存在を否定す る立 場か らす ると､

一

般 的に 人間の 知覚や 認識 と

み なされ て い る現象 は､ 世界が (私) に 知覚され る こと もなく認識 され る こ ともなく意味を 学ん で

知覚的 に現前 し続 ける現象の こ とで あるか らだ｡ ( 私) の 存在を否定す る とい う こ とば
､ 言 うま で

もなく世界を知覚 し､ 認識す る主 体 の 存在を否定す る とい う こ とで ある｡ ( 私) の 存在を 否定す
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る立 場か らす ると､ 世界 は知覚される こ ともなく
､

認 識され る こ ともな い ｡ しか し
､ ( 私) の 存在

を否定 して も､ 世界が 意味を学ん で知覚的に現前 し続 けて い る こ と ば否定す る こ とがで きな い｡ 世

界は
､ ( 私) に 知覚され る こ ともなく認識され るこ ともなく意味を季ん で 知覚的に現前 し続けて い

るの で あ る｡ そ して ､

一

般的 に は､ この よう な現象､ す なわ ち世界が (私) に 知覚 される こ ともな

く認識される こ ともなく意味を季んで知覚的に現前 し続けて い ると いう現象が､ 世界が (私) に よ っ

て 知覚 され認識 される こと に よ っ て意味を学んで 現前 し続 けて い る現象 で ある と錯認され て い る｡

また
､ 世界が (私) に よ っ て 知覚さ れ認識される こ とに よ っ て 意味を学ん で 現前す る こ とが､ 人間

の 知覚や 認識と い う経験で ある とみなされて い る｡
つ まり､ ( 臥) の 存在 を否定する 立 場か らす る

と､ 人間の 知覚や認識 と い う経験 で ある とみなさ れて い る現象 は､ 実 は
､ 世界が (私) に 知覚さ

れる こ ともなく認識され る こ ともなく意味を学んで 知覚的に 現前 し続けて い る現象なの で ある｡ よ っ

て ､ ( 私) の 存在 を否定す る立 場 から人間の 知覚や認識 を説明す る とい う こ とは
､ 世界が (私)

に知覚 される こ と もなく認識 される こ ともなく意味を学ん で 知覚的 に現前 し続 けて い る現象を説明

す ると い う こ と､ 言 い かえ る と (私) に 知覚され る こと もなく認識され る こ と もなく意味を卒 んで

知覚的 に現前 し続ける世界の 存立 様態を説明す るとい う こ とな の で あ る｡ 本稿が構築 しよう とす る

の は､ ( 礼) 抜 きで 人間及 び人間の 経験 を説明す る理 論の 試作品で あるが ､ そ れは
､ 世界 の 存立

様態を説明す る理 論の 試作品で もある｡

さ て
､ 本稿 が構築 しよ う と す る の は､ ( 私) 抜き で 人間及 び 人間の 経験 を説明し､ ま た

､ 世

界 の 存立 様態を説明す る理 論 で あ る が
､

そ の 理 論は ､ 性起 に 関す る 理 論 と い う形 で 構築 さ れ る

こ と に な る｡ 性起 と は
､

大森 が 言う立 ち現 われ を構成素 と す る オ ー ト ポイ エ ー シ ス ･ シ ス テ ム

で あり､

一

般 に 人間の 知覚､
認識､ 思考､ 行為 とさ れ る もの は

､
こ の 性起 の 産出作動 に よ っ て

可能 に な っ て い る｡ 性起 が､ そ の 構成素 を産出 し続 ける こ と に よ っ て 人間の 知覚
､

認識､ 思考､

行為 が実現 し て い る の で あ る｡ ま た
､ 性起 の 産出作動に よ っ て 人間の 知覚､ 認識､ 思考､ 行為

が実現 して い る現場 に
､ ( 私) と い っ た もの は存在し な い ｡ 人間の 知覚､ 認識､

思考､ 行為 は､

( 私) 抜 き で
､ 性起 の 産出作動 に よ っ て 実現 して い る の で あ る｡ そ し て

､
こ う した性起 に 関す

る理 論 は､ ( 私) 抜 き で 人間及 び人間の 経験 を説明 し､ ま た 世界の 存立 様態 を説明す る理論 と

い う こ と に な る｡

な お､ 大森 の 言 う立 ち現 わ れ は､ 知覚的立 ち現わ れ と思 い 的立 ち現 わ れ の 二 つ か ら な り､ 性

起 は こ の 双方 を そ の 構成素 と して い る が､ 本稿 で は､ ま ず 性起 に よ る知覚的立 ち現わ れ の 産出

に 関す る理 論を展開 し､ 思い 的立 ち現 わ れ の 産出 に つ い て は最後 に 論及 す る ｡ そ こ で ､ 思 い 的

立 ち現 わ れ に 関す る大森の 理 論 に 関 して は後 に 整理 す る こ と に し て ､ 本章 で は､ 知覚的立 ち現

われ に 関す る理論 の 要点を 整理 した い ｡ ま た
､ 我 々 が ､ 大森 の 知覚的立 ち現わ れ 論をオ - トポ

イ エ ー

シ ス 論 の 枠内で 再構成す る に あ た っ て は､ 少 なか ら ぬ 補足 と再解釈を行う ｡ 本章 で は､

そ の 補足 と再解釈 が どの よう な もの で あ る の か も示 して お き た い ｡

1) 知覚的立 ち現われ論 の 要点

大森荘蔵 は､
1 9 5 8 年 の 論文 ｢知覚 の 作用 と 内容｣ で す で に ｢ 見 る｣ と か ｢ 聞く｣ と い っ た

知覚作用 が 存在 しな い こ とを指摘 して い る｡ 大森 に よ る と､ あ る 対象 に 顔を向け る と い う意味

で の ｢ 見 る｣ と い う 動作､ あ る音源 に 耳を 向 ける と い う意味 で の ｢ 聞く｣ と い う動作 は存在 す

る が､ 対象を ｢ 見る｣ と い う 知覚作用､ 音を ｢ 聞く｣ と い う知覚作用 は存在 しな い ｡ 具体例 で

言 う と､ 鈴 の 音が 聞 こ え て い る 時､
こ の 音知覚と は別 に ､ そ の 昔を ｢聞 い て い る こ と｣ な る も
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村上 直樹 ( 臥) の 消去 の 後に 3 一 性起 と して の 世界 と人間 -

の は な い ｡ 聞 こ え て い な い 鈴 の 音 は存在 し な い ｡ 鈴の 音 が あ る 時､ 鈴の 音 はす で に 聞 こ え て し

ま っ て い る｡ そ して ､ す で に 聞 こ え て し ま っ て い る鈴 の 音 を あ らた め て ｢ 聞く｣ 作用な ど は存

在す る はず が な い ｡ 鈴の 音が ある 時､ 鈴 の 音 はす で に 聞 こ え て しま っ て お り
､

そ こ に 鈴の 音 を

｢ 聞く｣ とい う 知覚作用 な る もの は な い の で あ る (大森 1 99 8 c : 2 6 9 - 2 7 0) ｡

｢ 知覚 の 作用 と 内容｣ は 大森の 初期 の 論文で あ る が､ そ の 後も ｢知覚｣ は大森の 最重要 の 課

題 で あり続 け た｡ そ して ､
1 9 7 3 年 の ｢ こ と だ ま論｣ 以降､ 大森 は､ ｢ 立 ち現 わ れ｣ と い う 言葉

を使 っ て ､ 何か が ｢見 え て い る｣ ､ ｢ 聞こ えて い る｣ と い っ た事態を論 じる よう に な っ て い く｡

い わ ゆ る ｢ 立 ち現 わ れ
一

元論｣ の 展開で ある ｡

｢ 立 ち現 われ｣ は､ 伝統的な哲学用語で は､ ｢ 存在者｣ ､
あ る い は フ ッ サ ー

ル の 言う ｢ 現象｣

に ほ ぼ 相当す る言葉 で あ る が (野家 19 8 9 : 1 6 7) ､ 大森自身 は ｢ 立 ち 現わ れ｣ を次 の よ う に 規

定 して い る ｡

幻 で あ れ 現実 で あれ ､ は た ま た想像や 空想で あれ ､ と に かく事実私 に 見 え 聞え
､ あ る い は

想像 さ れ ､ 思わ れ 考え ら れ たす べ て の もの を 一

視同仁 に ｢ 立 ち現 わ れ｣ と 呼ぶ こ と に す る ｡

つ ま り､ 知覚的 に で あれ ､ 想起的 に で あ れ､ 空想的 に で あれ ､ 思考的に で あ れ､ と に か く事

実私 に 立 ち現わ れ る もの の 一

切で あ る｡ 山川 草木か ら
､ 幻 の 都､ 詐欺師 の 語 る架空 の 株券､

お伽話 の 城 や 濠
､ 昨日 の パ ー

テ ィ
､ 明日 の 予定､

ア ラ ビ ア の 歴史､ リ
ー

マ ン幾何学､
フ ェ ル

マ
ー

の 定理 ､
D N A や R N A

､
こ れ ら 一

切 の もの が事実立 ち現 わ れ た の な ら ば そ れ ら は す べ

て ｢ 立 ち現 わ れ｣ な の で あ る (大森 19 9 9 d : 1 5 8 -1 5 9) ｡

一

読す れ ば わ か る よ う に ､ ｢ 立 ち現わ れ｣ と い う用語 は知覚 に 関わ る だ け で は な い｡ 立 ち 現

わ れ は 大 きく知覚的立 ち現 わ れ と 思 い 的立 ち現 わ れ に 区分 さ れ る ( 大森 1 99 9 b : 1 3 1) ｡ 引用

文中の ｢幻 の 都｣ ､
｢ 架空 の 株券｣ ､

｢ 昨日 の パ ー

テ ィ｣ ､ ｢ 明日 の 予定｣ な ど は思 い 的立 ち現 わ れ

の 事例 で あ る が ､ こ う した 思 い 的立 ち現 わ れ に つ い て は 1 7 で 詳述 す る ｡ 上 記 の よ う に ､ 本章

で 問題 に す る の は も っ ば ら 知覚的立 ち現 われ で ある｡ 以下､ 大森の 知覚的立 ち現 わ れ論 の 要点

を 順次説明 し て い き た い ｡

(1) 知覚的立 ち現 わ れ が 立 ち現わ れ て い る と い う 事態 に お い て は､ ｢ 見 る もの 一見 ら れ る も

の｣ ､ ｢ 聞くも の 一聞か れ る も の｣ と い っ た認識論的な主客構造 は 存在 しな い ｡ そ こ に ｢ 見 る｣ ､

｢ 聞く｣ と い っ た 認識論的な 作用体験 は存在 しな い ( 大森 19 9 9 f : 5 0 - 5 1 ; 大森 19 9 9 g : 7 1) ｡

ま た
､ ｢ 見 る｣ ､ ｢ 聞く｣ と い っ た作用体験 が存在 し な い わ け で あ る か ら ､ ｢ 見る｣ ( 私) ､ ｢ 聞

く｣ ( 私) も存在 し な い ( 大森 199 9 r : 5 1) ｡ 上 記 の 引用 文 で は､ 便宜上 ｢ 私 に 見 え 聞え｣ と

書 い て い る が､ 大森 は
､

知覚主体 と して の ( 私) の 存在を認 め て い な い ｡ ( 知覚作用､ 並 び に

知覚 主 体 と して の ( 臥) の 存在を否定 す る 大森の 議論 は､ す で に 1 の 1) で 紹介 した ｡) 何 か

が知覚的 に 立 ち現 わ れ て い る の は､ 知覚主体と して の ( 私) が そ の 何 か を見た り聞 い た り した

か ら で はな い
｡ 目の 前に 賀茂川が立 ち現わ れ て い るの は､ ( 礼) が賀茂川 を見 たか らで は な い ｡

賀茂川 はた だ 見え て い る だ けな の で あ る｡ 空間風景は た だ見 え て い る だ け な の で あ る｡ そ して ､

｢ 空間風景 が た だ 見 え て い る こ と の 中 に は何 の 主客構造もな い｣ ( 大森 1 99 9 g : 7 4) ｡ 知 覚的立

ち現わ れ は､ 知覚 さ れ る こ と なくた だ 立 ち現 わ れる の で あ る｡

(2) 知覚的立 ち現 わ れ に は 背後が な く､ 立 ち現わ れ る の は ｢実物｣ で あ る ｡ 知覚的立 ち現

わ れ の 背後に ､ 現象 し､ 現出 し､ 射映す る よ う な何か､ 例 え ば
､

カ ン トの 言 う よう な ｢ 物自体｣
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は存在 しな い ｡ 何 か の 表象 と して 知覚的立 ち現わ れ が 生 起す る の で は な い ( 大森 19 9 9 f : 4 6) ｡

立 ち現わ れ る の は､ 世界 の ｢ 像｣ で は な い ｡ 世界 が ｢ 単 に そ こ に じ か に 立 ち現 わ れ る｣ ( 大森

199 9 a : 3) の で あ る｡ ｢ 立 ち現わ れ る の は
､ 掛 け値な しの ｢ 実物｣ で あ る｡ ｣ ( 野家 1 98 9 : 1 6 7)

見え て い る 賀茂川 は表象 と して の 賀茂川 で は なく ､ 本物の 賀茂川 で あ る｡ 本物 の 賀茂川 が じか

に 立 ち現わ れ るの で あ る (大森 1 99 9 b : 1 3 0 - 1 3 3) ｡

( 3) 知覚的立 ち現 わ れ に は真偽が な い ｡ 例え ば
､ 夕闇 の 山道 を 歩 い て い て ､ 朽 ち縄を蛇 と

見聞違え て は っ と足が す く ん だ と い う 場合､ 最初 の 蛇の ｢ 見 え｣ は偽 の 立 ち現 わ れ で
､

後の 朽

ち縄の ｢見え｣ は真 の 立 ち現 わ れ で ある と 言う こ と は で き な い ｡ 最初 の 蛇 の ｢ 見え｣ は 非現実

で はな い ｡ 蛇 は暫時 の 間､ 真実目の 前 に 立 ち現 わ れ､
つ い で 朽 ち縄 の 立 ち 現わ れ に 反転 した の

で あ る (大森 19 9 9 i : 2 3 5) ｡ 立 ち現わ れ
一

元論以前 の 論文 ｢感覚 と 存在｣ (19 5 6 年) に お い て

も大森 は次 の よう に 述 べ て い る｡ ｢ 我 々 は経験 の 中で 疑 う こ と は で き る｡ 然 し経験 を 疑う こ と

は意味が な い ｡ ｣ ( 大森 1 9 9 8 a : 1 6 9) つ まり､ ｢ 蛇が見 え る､ で も蛇 は 見え て い な い の か もしれ

な い｣ と 疑う こ と に は意味が な い の で ある ｡ ｢ 我々 は或経験を 生 き て お り､
そ の どの 部分も確

実不可疑 で あ る｡ ｣ ( 大森 1 99 8 a : 1 7 4) 後に 見間違 い と さ れ る よ う な ｢ 見 え｣ も ｢ そ の 場 そ の

場 で 確実不可疑｣ ( 大森 1 99 8 a : 1 6 6) な の で ある ｡

(4) 立 ち現 わ れ る の は 四次元全宇宙で あ る｡ 知覚的立 ち現 わ れ の 例 と し て ､
こ こ ま で 蛇 や

朽 ち縄 や賀茂川 と い っ た ( 大森自身も使用 した) 例を 持ち 出 した が ､ 実際 の 知覚的立 ち現 わ れ

に お い て は､
そ の よ う な 事物だ けが単独 で 立 ち現わ れ る と い う こ と は な い

｡ 例 え ば､ 今読者 の

目の 前 に は本稿 が 立 ち現 わ れ て い る が
､ 本稿 だ けが 立 ち現わ れ て い る わ け で は な い ｡ 現実 に 立

ち現 わ れ て い る の は ､ 机の 上 に 置か れ照明器具 に 照 らさ れ て い る本稿 で あり
､

さ ら に 言 え ば ､

書斎 の 壁際の 机 の 上 に 置か れ た本稿で あ る｡
つ ま り､

立 ち現わ れ て い る の は 一 つ の 知覚風景 で

あり
､

そ の 風景 の 中で 本稿が い わば ス ポ ッ トラ イ トを あ びて 立 ち現 わ れ て い る の で あ る｡
こ の

よ う に 事物 は 風景の 中の 事物 と して しか立 ち現 われ な い ( 大森 1 99 9 c : 2 0 5) ｡

そ して
､

そ の 風景 は､ 例え ば ､ 本稿を 取り巻く書斎の 風景 は､
い つ と は な い 過去か ら今ま で

､

ま た い つ と は な い 未来 に ま で あ り続 ける 風景 で あ る｡ 書斎 の 風景 は 映画 の
- コ マ の よう に 時 の

前後か ら 切り離さ れ て 立 ち現 わ れる の で はな い
｡ 立 ち現わ れ て い る書斎の 風景 は い つ と は な い

過去 か ら い つ と はな い 未来 ま で あり続 ける 時空 四次元 の 風景 な の で あ る ｡

こ の ｢ 四次元風景 に は く っ きり した 空間的境界も時間的境界も な い｣ ( 大森 19 9 9 c : 2 0 5) ｡

本稿 を 取り巻く書斎 の 風景 は､ 空間的 に 何の 境界線もなく､ 例 え ば
､

経堂 の 町 へ
､ 世 田谷区全

体 へ
､ 東京湾 へ

､ 太平洋 へ
､ さ ら に 全宇宙 へ と続 い て 果 て が な い ｡ ま た

､ 時間的に は､ 果 て し

な い 過去 と未来 へ と続 い て い る ｡ こ の 広大な 四次元風景 が書斎 さ ら に は机 の 上 の 本稿 に ス ポ ッ

トラ イ トを あて た形 で 立 ち現 わ れ て い る の で ある｡

も ちろ ん
､
経堂 の 町や東京湾､ ある い は過去や未来の 書斎の 風景は 直接に は 立 ち現 わ れ な い ｡

しか し
､

そ れ ら は直接的な知覚的立 ち現 われ の 中 に思 い こ め られ て い る の で あ る｡ 目の 前 の 書

斎の 風景 は､ 全宇宙 の 中の 一 つ の 風景 と し て
､

そ して ､ 過去 に も存在 し未来 に も存在 し続 ける

もの と して 立 ち現 わ れ て い る の で あ る｡ 以下 は大森自身の 言 で あ る｡

た しか に 全宇宙 は 四 六 時中私に 立 ち現 わ れ て い る ｡ しか し､
そ の 立 ち 現わ れ る 姿 は

一

刻 と

して 同 じ姿 で は な い ｡ 私が 街 を歩く と き､
そ の 現在只今 の 街 の 部分が 知覚的 に 照明を 与 え ら

れ ､
そ れ以外 の 宇宙は い わ ば そ の 背後に 思 い こ め られ た姿､ そ の 姿で 宇宙が 立 ち現わ れ て い
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村上 直樹 ( 礼) の 消去 の 後に 3 - 性起 と して の 世界 と人間 -

る ( 大森 1 99 9 c : 2 0 6) ｡

直接的 に 立 ち現 わ れ る事象 は 限られ て い る ｡ しか し
､

そ れ は全宇宙か ら切り取 られ 隔絶 した

もの で は な い ｡ 知覚的立 ち現 わ れ に は ｢小間切れ｣ は なく
､

四六 時中､ 四 次元全宇宙が 立 ち現

わ れ て い るの で あ る (大森 1 99 9 c : 2 0 6) ｡

( 5) 知覚的立 ち現 わ れ は幾何学的 ･ 運動学的性質 だ け で は な く感覚的性質及 び ｢風情 ( ふ

う じ ょ う)｣ を そ れ 自身 に お い て 持 っ て い る｡ 知覚的立 ち現 わ れ は､ 大きさ や 形 と い っ た 幾何

学的性質 だ け で は なく
､

色や 匂い や温 度 とい っ た感覚的性質をも備 え て 立 ち現 われ る｡ そ して
､

ガ リ レ イ ､
デ カ ル ト以来 の 近代科学的世界観に よ る と､ こ の 感覚的性質 は 人間の 主観的印象 に

属 して い る｡ 近代科学的世界観は
､
｢ 日常 わ れ わ れが 見 た り 聞い た り して い る

､ 色 あ り匂 い あ

る 風景風物 は各人 そ れ ぞれ の ｢ 心 の 中｣ ( 意識 の 中) の 印象 に 過 ぎず ､
そ れ ら は客観的事物か

ら感覚器官を通 し て 脳 に と どく作用 に よ っ て 生 じ た も の だ｣ ( 大森 19 9 8 d : 1 2) と み なす ｡ 感

覚的性質を 知覚的立 ち現 わ れ そ れ自身 の 性質 と は認 め な い わ け で あ る｡ しか し､ 大森は
､ ｢ た

だ幾何学的形状 と運動だ け の 客観世界､
そ して そ れ に 対 して 色 や音 に 溢れ た主 観的な世界 ｢像｣ ､

と い う 二 本 立 て の 構図｣ ( 大森 19 9 8 d : 1 1 3 - 1 1 4) を否定す る｡
バ ー ク リ ィ も指摘 した よ う に

､

｢ 色の な い 形､ そ の よ う な もの は お よ そ あり え な い｣ ( 大森 19 9 8 d : 1 1 5) ｡ 知覚的立 ち現 わ れ

は､ 色や 匂 い や温度 と い っ た 感覚的性質 を そ れ自身に お い て 持 っ て い る の で あ る｡

ま た
､ 知覚的立 ち現 わ れ は ､ 大き さ や形 や色 や匂い を持 つ だ け で は なく､ 美的､ 感情的､ 情

念的 な相貌をも持 っ て い る ( 大森 1 99 9 j : 2 6 0) ｡ こ の 相貌 を大森は ｢風情｣ と呼 ぶ(1)
｡ さ わ や

か な青空 ､ 初 々 しい 新入社員達､ う ま そ う な ス テ
ー キ

､
吐 きた くな る よう な 汚物､ 淫 ら な映像､

思わ ず 頬ず り し たく な る よ う な ふ ん わ り し た セ
ー タ ー

､ 不快 な騒音等 々
､ 知覚的立 ち現 わ れ は

基本的 に あ る ｢風情｣ を持 っ て 立 ち現 われ る
(2 )

｡

認識論的な 主客構造 を前提 と す る常識的 な見解で は､
こ う した ｢風情｣ を, 知覚主 体 の 主観

的な判断 ･ 反応が 事物 や事象 に 投影 さ れ た もの で あ る と考 え る｡ す な わ ち､ 最初 に ｢ 風情｣ ぬ

き の 客観的な事物 や事象 の 知覚が あ り､ 次 に そ れ に 対 して 認識主体 と して の ｢ 私｣ に よ る美的､

感情的､ 情念的な 反応 ( き れ い
､ 気持 ち悪 い

､
さ わり た い 等 々) が 起 こ り､

つ い で そ れ が ｢裸

の｣ 事物 や事象 に 投射 さ れ て あ た か も事物や事象の 性状 で あ る か の よう な錯覚 が生 じ る と い う

の で あ る｡

これ に 対 して
､ 大森 は

､
そ も そ も感情的､ 美的､ 情念的 に 反応 す る 認識主 体 の 存在を認 め て

い な い し
､

知覚的立 ち現 わ れ か ら ｢ 風情｣ は切り離せ な い と考 え る ｡ ｢ 月夜 の 雪山の 崇高 な風

情 は､ そ の 山の 形や 雪 の 自と 分離不可能な形 で 知覚 され る｡ ｣ ( 大森 1 99 9 1 : 1 7 5) ｢ 陰う つ な空

とか ､ 陽気 な庭 と か と い う と き
､ 陰う つ や 陽気 は私の ｢ 心 の 状態｣ で はな く

､
空自身 の

､
庭自

身 の 性質 な の で あ る｡ ｣ ( 大森 19 9 8 d : 1 7 5) ｢ 風情｣ も ｢ 心 の 中｣ に 生 ま れ る の で は なく
､

も

と もと知覚的 に 立 ち現 わ れ る 世界の 側 に あ る の で ある ｡

(6) 知覚的 に 立 ち現 わ れ る事物は 物理的存在で もあ る｡ 知覚的 に 立 ち現 わ れ る 事物は
､ 大

きさ や 形 と い っ た幾何学的性質だ けで は なく､ 色や 匂い や 温度 と い っ た 感覚的性質をも持 ち
､

さ ら に 上記 の ｢風情｣ をそ れ自身 に お い て 持 っ て い る｡ よ っ て ､ 知覚的 に 立 ち現わ れ る 事物 は
､

物理 的存在 と呼 ばれ る もの と 完全 に 合致す る わ けで は な い
｡ な ぜ な ら物理的存在 は幾何学的 ･

運動学的性質 しか 持 っ て い な い と み な さ れて い る か ら で あ る ｡ 知覚的に 立 ち 現わ れ る事物 は
､

物理 的存在以上 の もの
､ 物理 的存在 よりも豊か な実質 を 持 っ た もの で あ る｡

しか し､ そ れ は ､ 物理 的存在 と し て の 性質を備え て お り
､ 物理 的存在 と して 扱う こ との で き
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る もの で あ る｡ 知覚的に 立 ち現 わ れる 事物は､ 決 し て 脳生 理 学的過程 に よ っ て 産み 出さ れ る観

念や 表象で は な い ｡ 実際､ 自然科学者た ちも知覚的に 立 ち現 わ れ る事物 を そ の ま ま物理 的存在

と み な し て い る ｡ 自然科学者 た ち は､ ｢ ｢ 物｣ と して の 鉄片か ら の 反射光が 彼 の 脳細胞 を興奮

さ せ ､ 今彼の 手 に 持 つ 黒色 の 鉄片の 視覚像を 生ぜ しめ て い る
､

な どと は実際に は思 っ て い は し

な い の で あ る｣ ( 大森 1 99 8 d : 1 5 7) ｡ 彼 ら は ､
｢ そ こ に 黒光り の す る鉄片が 見 え

､
触れ て い る

そ の こ とが ､ 鉄原子集団と い う ｢物｣ が そ こ に そ の 輪郭 で ｢存在す る｣ こ とだ
､

と して い る の

で あ る｣ ( 大森 19 9 8 d : 1 5 8) ｡

知覚的 に 立 ち現 わ れ る事物は
､

色や匂 い や 温度と い っ た感覚的性質も ｢風情｣ も持た な い 物

理 的存在 と完全 に 合致 す る わ けで は な い が
､ 物理 的存在で もあ る の で あ る｡

(7) 知覚的 に 立 ち現 わ れ る 世界は意志的に 立 ち現 わ れ る 行動的世界で あ る｡ (4) で も記 し

た よう に
､ 知覚風景 は い つ と はな い 過去 か ら い つ とは な い 未来ま で あり続 け る時空 四次元の 風

景 と し て 立 ち現 わ れ る｡
つ ま り､

｢ 知覚風景 は常 に ｢途上 の｣ 風景 な の で あ る｣ ( 大森 19 9 9 k :

2 9 1) ｡ そ し て ､ こ の ｢ 途上 の｣ の 知覚風景 ( の 一

部) と して 立 ち現わ れ る の は､
これ か ら もそ

の 中で 仕事 を続 け る つ もりの 書斎で あ り
､

そ れ に 到達す る つ もりの 建物 の 姿 で あ り､
こ れか ら

食 べ る つ もり の パ ン で あ り､ 見 る予定の ビ デ オ ソ フ トで あ る ｡
こ の よ う な様態 で の 立 ち現 わ れ

を大森 は意志的立 ち現わ れ と呼ぶ ｡ 常に ｢ 途上｣ の 立 ち現わ れ で あ る知覚的立 ち現 わ れ は､ 意

志的 に 立 ち現 わ れ て お り､ そ の 中で 様々 な行動 が遂行さ れ て い く｡ す な わ ち､ 知覚的に 立 ち現

わ れ て い る 四次元世界 は意志的 に 立 ち現 わ れ た行動的世界 な の で あ る (大森 19 9 9 e : 7) ｡

さて ､ 以 上 に説明 して きた知覚的立 ち現われ が生き て い る人間の 経験 の 大半 を なすわ け だが､

それ で は､ なぜ ( ある い は どの よう な機制 に よ っ て) こ の 知覚的立 ち現 われ は生起 して い る の だ

ろう か｡ 大森 は こ の 問い に 答え て い ない し､ おそ らく誰も こ の 間い に 答え る こ と はで きな い だ ろ

う｡ そ れ は
､

- イ デ ガ - の 言う性起d a s E r ei g n i s (4 の 8) で 詳述す る) と い う 働き がなぜ あ るの

か と い う 問い に 答 え ら れ な い の と 同 じで あ る｡ ｢ 性起 は 性起す る ｡ D a s E r ei g n i s e r ei g n e t
. ｣

( H ei d e g g e r 1 9 6 9 : 2 4 - 1 9 7 3 : 4 7) 同様 に
､
知覚的立 ち現われ は た だ立 ち現 われ る だ けで ある｡

ま た
､ 大森の 議論 は､ しば しば ｢独我論的｣ と評 さ れ て き た が ､ 大森の 議論 は､ 独我論 と は

一

線を画 して い る ｡ 独我論 は ､ 通常 ｢｢ 私 の 意識 の み が実在 し､ 外界 も他者も私の 意識の 内容

に す ぎ な い｣ と す る よ う な 認識論的立 場｣ ( 『コ ン サイ ス 20 世紀思想事典』 三 省堂) ､ ｢ ｢ 我

( お よ び､ そ の 意識内容) の み が 実在 し､ 他 の もの はす べ て ( 外界も他者も) 仮象 に す ぎな い｣

と す る 主張｣ ( 『現象学事典』 弘文堂) で あ る と され て い る｡ た だ
､

上記 の 文中の ｢私｣ ､ ｢ 我｣

の 解釈の 仕方 で ､ 独我論 は､
二 つ の タイ プ に 区分さ れ る｡

一 つ は真正 の 独我論 で あり､ もう
一

つ は
一

般的 な独我論 で あ る ｡ 真正 の 独我論 は､ ｢ 私｣ を
一 つ しか 認め な い ｡ こ の ｢ 私｣ だ け が

実在 す る と い う の が､ 真 正 の 独我論 で あ る｡ 真正 の 独我論者 は､ 自分以外 の ｢私｣ の 存在を認

め な い
｡ 真正 の 独我論者 は ､ 自分が い なく なれ ば､ す べ て が なく な る と考 え る ｡ そ して ､ こ の

よ う な 真正 の 独我論 が ｢ 独我論｣ の 名 に ふ さ わ し い 本来の 独我論 で あ る｡ しか し､

一

般的に 独

我論 と考 え ら れ て い る もの は､ こ の 真正 の 独我論 で は な い ｡

一

般 的な 独我論 は､ ｢ 私｣ を
一 つ

と は 考 え な い ｡ ｢ 私｣ は
､ 無数 に ある ｡ そ し て

､
そ れ ら に 対 して 現 わ れ て い る外界 や 他者 は ､

結局の と こ ろ､ そ れ ぞ れ の ｢ 私｣ の 意識内容 で あ る と主張す る の が ､

一

般的 な独我論 で あ る｡

さ て ､ 大森 が真 正 の 独我論者 で な い こ と ば 明ら か で あ る｡ 真 正 の 独我論者 は､ 自分 しか 存在

しな い と考 え て い る 者の こ と で ある ｡ そ の よ う な者 が､ 何 か を書い て 主張す る と い う こ と ば考

え られ な い ｡
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村上 直樹 (私) の 消去の 後 に 3 一 性起 と して の 世 界と人間 一

大森の 議論 と
一

般的な独我論 は､ 主 観一客観図式の 否定 と い う点 で は､ 共通 して い る｡ しか

し､

一

般 的な 独我論 は､ 主観一客観図式の 内､ 客観は抹消 し た が､ 主 観 は残 し て い る｡ ( と い

う こ と は､ 主観一客観図式を全面的 に 否定 した わ け で は な い と い う こ と で あ る｡)
一

般的 な独

我論 で は､ 外界や 他者 は､ ｢ 私｣ の 意識内容 で ある ｡
こ れ に 対 して

､
大森 は

､
主 観 の 対象 と し

て の 客観 の み な らず ､ 主観 を も抹消 して しま っ て い る｡ 大森 に と っ て
､ 外界 や他者 は､ ｢ 私｣

の 意識内容 で は なく､ 知覚的な立 ち現わ れ で あり､ こ の 知覚的立 ち現 わ れ は ｢私｣ に 対 して 立

ち現 わ れ る もの で は な い ｡

ま た ､ 真正 の 独我論も
一

般的な独我論も物理 的存在の 存在を認 め て い な い の に 対 して ､ 大森

の 議論 は 物理 的存在 の 存在 を認 め て い る｡ 独我論 に お い て は
､ 外界も他者も ｢私｣ の 意識内容

に す ぎ な い
｡ 独我論 は

､ 世界 が物理的存在か ら構成さ れ て い る と は考 え な い ｡ 独我論 は い わ ば

唯心論 の 立 場 に 立 っ て い る｡ こ れ に 対 して ､ 大森 は､ 知覚的 に 立 ち現 わ れ る事物 が物理 的存在

で も あ る こ と を認 め て い る｡ 外界 や他者を ｢私｣ の 意識内容 で あ る とす る よ う な議論 は､ 大森

の 立 ち現 わ れ 一 元論 と はま っ たく相容れ な い もの で あ る ｡

2) オ ー トポ イ エ ー

シ ス 論 の 枠内で再構成する にあた っ て の 補足 と再解釈

以上 に そ の 要点を説明 し た大森荘蔵の 知覚的立 ち現わ れ 論 は､ 我 々 の 理 論 の 土 台と な る もの

で あ る｡ た だ ､ 我 々 は､ 大森 の 知覚的立 ち現 わ れ論をそ の ま ま の 形 で 継承 す る の で はなく､
そ

れ をオ ー トポ イ エ ー

シ ス 論の 枠内で 再構成す る｡ 我々 が､ 知覚的立 ち現 わ れ論をオ ー トポイ エ ー

シ ス 論 の 枠内で 再構成す る 理由 は次の 通りで あ る｡ ま ず ､ 第
一

の 理 由は
､ 大森 の 言 う知覚的立

ち現 わ れ (及 び思 い 的立 ち現 われ) の 推移 が オ ー

トポ イ エ ー

シ ス ･ シ ス テ ム の 産出作動 そ の も

の に 該当す る と い う こ と で あ る｡ こ れ は､ 我 々 が
､ 知覚的立 ち現 わ れ の 推移 とオ ー トポ イ エ ー

シ ス ･ シ ス テ ム の 産出作動の 間 に 単な る ア ナ ロ ジ ー

を 見出 して い る と い う こ とで はな い ｡ 途絶

え る こ と の な い 知覚的立 ち現わ れ の 発現 は､ オ ー トポ イ エ
ー

シ ス ･ シ ス テ ム の 産出作動 そ の も

の で あ る｡ 第 二 の 理 由 は､ オ ー ト ポイ エ ー

シ ス 論 が
､ 大森の 知覚的立 ち現 わ れ 論を 補完 す る考

え 方や 概念装置 を 持 っ て い る と い う こ と で あ る｡ 具体的 に 言え ば､ 以下 に も示す よう に
､

オ ー

トポ イ エ ー

シ ス 論 の 自己 言及的作動 と い う考 え方 は､ ｢ 統覚我｣ と い っ た 概念を無理 に 使用す

る必要 を なく して くれ る し
､ ま た

､ 位相空間と い う概念 は
､ 知覚的立 ち現 わ れ は ど こ に 立 ち現

わ れ る の か と い う 問 い に 答え る こ とを可能に して くれ る｡ 知覚的立 ち現わ れ論 をオ ー トポ イ エ
ー

シ ス 論 の 枠内で 再構成す る と い う こ と ば､ 単 に 知覚的立 ち現 わ れ論 の 叙述 の 仕方を 変え る と い

う こ と で は な い ｡ 第三 の 理 由 は､ 行為諭を導入 し､ 知覚論､ 認識論､ 行為論 を 相互 に 関連 づ け

一 つ の ま と まり の あ る 理 論 と して 展開 して い く に あた っ て 必要 な考 え方 や概念装置を､ オ ー ト

ポイ エ
ー

シ ス 論 が持 っ て い る と い う こ と で あ る｡ 大森の 知覚的立 ち現 わ れ 諭 は､ 基本的 に 知覚

と認識 に 関す る理論 で あ る が ､ 我 々 は､ 行為 の 生起も視野 に 入 れ､ 知覚 と認識 と行為を 相互 に

関連 づ け な が ら体系的 に 説明す る 理 論の 構築を目的 と して い る｡ そ して
､

オ ー トポイ エ ー

シ ス

論 は そ う した 理論 の 構築を可能 に す る考 え方 や概念装置 一 例 え ば ､ カ ッ プ リ ン グ と い う 考 え

方や 身体 シ ス テ ム と い う 概念 - を持 っ て い る の で あ る｡

この ような理 由に よ っ て ､ 我 々 は､ 大森の 知覚的立 ち現 われ論をオ ー トポイ エ ー シス 論の 枠内で

再構成す る｡ 実質的に は､ 知覚的立 ち現われを構成素 とす る性起 とい うオ ー トポイ エ
ー シ ス ･ シ ス

テ ム を 措定 し､ その 性起 ( の 産出作動) に 関する理 論 を展開す る｡ そ して ､
こ の 再構成 は､ 知覚

的立 ち現 われ論の 叙述 の 仕方の 単 なる改変で はな い｡ 大森の 知覚的立 ち現われ論をオ ー トポイ エ
ー
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シス 論の 枠内で 再構成する に あた っ て
､ 我 々 は､ 少なか らぬ 補足と再解釈 を行う｡ その 補足と再解

釈は､ オ ー トポイ エ ー シ ス論 が持 っ て い る考え方や概念装置 に よる もの もあれ ば
､ 我 々 が他の 分野

か ら援用 した考え方や概念装置あるい は我 々 自身 の考え方 や概念装置 に よるもの もある｡ 以下 ､
そ

う した補足 と再解釈が どの よう なもので あるの か を示 して い きたい ｡

(1) 知覚的 に 立 ち 現わ れ る世界は､ 刻 々 と そ の 姿を変 え る ｡ 知覚世界が 立 ち現 わ れ る 姿 は

一

刻 と して 同じ姿 で は な い ( 大森1 99 9 c : 2 0 6) ｡ 次 々 と異 な る姿 の 知覚世界が 立 ち現わ れ て く

る の で あ る｡ そ し て ､ 本稿 に お い て ､
こ う した知覚世界 の 立 ち現 わ れ の 推移 は､ 新た な 知覚世

界が 次 々 と性起 と い う オ ー トポ イ エ ー シ ス ･ シ ス テ ム に よ っ て 産 み 出さ れ て い く過程 と して 把

握さ れ る こ と に な る｡ 知覚世界が 刻々 と姿を 変え て 立 ち現 わ れ続 け て い る と い う 事態が
､ 性起

に よ っ て 次 々 と新 た な姿 を 持 っ た知覚世界が 産み 出さ れ て い る と い う事態 と して 把握さ れ るわ

け で あ る｡ 途絶 え る こ と の な い 知覚世界 の 立 ち現 わ れ は
､ 性起 の 産出作動 その もの で あ る｡ ま

た
､
知覚世界 の 立 ち現 わ れ の 推移 をは っ き りと性起の 産出作動の 過程 と して 示す こ と に よ っ て

､

我 々 の 理 論 は
､

ニ
ー チ ェ や - イ デ ガ -

の 思想 に 見ら れ る よ う な生 成論的な 世界観を 全面的 に 主

張す る こ と に な る｡ 知覚世界 は
､
｢ 存在 し て い る｣ の で は な い ｡ 知覚世界 は

､ 次 々 と 消滅 し
､

( 性起 の 産出作動 に よ っ て) 次 々 と生成 して い る ( こ の 点 に 関す る詳細 な議論 は
､
4 の 5) で 展

開す る) ｡
ニ

ー チ ェ も言 う よう に
､
｢ ｢ 存在す る｣ 世界は 一 つ の 仮構 で あ る 一 或る 生成す る世

界 しか な い｣ ( N i e t z s c h e 1 9 5 6 - 1 9 9 4 : 1 3 2) の で あ る｡ ｢ す べ て の 在 る もの は そ の 現在の 内 へ と

立 ち現 わ れ､
そ して ま た そ の 不在の 内 へ と 帰り去 る｡ ｣ (H ei d e g g e r 1 9 5 7 - 1 9 6 0 : 4 9) ｢ 森羅万象

( 宇宙) は
､ 毎瞬 に 崩壊 し

､ 同時 に 毎瞬 に 創造さ れ て い く｡ ｣ ( 古東 20 0 2 : 1 7 9) こ れ が
､ 性起

に 関す る我 々 の 理論 が持 っ て い る 基本的な世界観で あ る｡ そ して ､
こ う し た生成論的な世界観

は
､

オ ー ト ポイ エ ー シ ス 論 と と もに 我 々 が持 ち込ん だ も の で あ る ｡

(2) 前節 で は論及 しな か っ た が､ 大森 は､ あ る と こ ろ で ｢ 時間的 に 前後す る 体験 を ( カ ン

ト的意味 で) 綜合 し結合｣ す る もの と して ､ ｢ 統覚我｣ と い う 概念を持 ち 出 し て い る (大森

19 8 4 : 2 0 7) ｡ 知覚的立 ち 現わ れ は
､ 時間的に 推移 して い くが ､ そ の 知覚的立 ち現 わ れ の 時間的

展開を 統
一

す る もの と して ､ カ ン トの 統覚 の よう な古典的な 概念 を持 ち 出し た わ け で あ る｡ そ

して
､

こ の こ と に 関 して ､ 野家啓
一 は､ ｢ 統覚我 と い う もの を下手 に 扱う と

､
｢ 立 ち現 わ れ 一 元

論｣ と し て の 大森哲学は 崩壊 し ち ゃ う ん じ ゃ な い か｣ と い う指摘を して い る (大森 ･ 野家 1 98 6

: 3 8) ｡ 大森も､ 統覚我 を持 ち 出した こ と は､ ｢ 苦 しま ぎれ｣ で あ る こ と を認 め て い る ( 大森 ･

野家 19 8 6 : 3 8) ｡ 統 覚我 と い う概念 は､ 大森の 知覚的立 ち現わ れ 論 と は相容れ な い ｡ 知覚的立

ち現わ れ の 時間的展開の 統
一

を 説明す る に あ た っ て は､ 統覚我 と い っ た概念を使用 しな い 方 が

望ま しい ｡ そ し て ､ 知覚的立 ち現わ れ論 をオ ー ト ポイ エ ー シ ス 論 の 枠内で 再構成する と
､ 統覚

我と い っ た 概念を無理 に 使用す る 必要 は なく なる ｡ な ぜ な ら､ オ ー トポ イ エ ー シ ス 論に は 自己

言及的作動 と い う考 え方 が あ り､ 知覚的立 ち現わ れ の 時間的展開 の 統
一

は こ の 自己言及的作動

と い う 考え 方 に よ っ て 説明さ れ る か ら で あ る｡ 我 々 は
､ 統覚我 と い う概念 は使用せ ず

､
オ ー ト

ポ イ エ ー

シ ス 論の 自己言及的作動と い う考 え方 に よ っ て 知覚的立 ち現 わ れ が 持 つ 時間的秩序､

時間的連続性を説明す る ｡ 知覚的立 ち現 われ は､ 統覚我 に よ っ て で は なく ､ 性起 とい う オ ー ト

ポ イ エ ー シ ス ･ シ ス テ ム の 自己言及的作動 に よ っ て
､ 時間的秩序､ 時間的連続性を持 っ て い る

の で あ る ( こ の 点 に 関す る 詳細な 議論 は
､

5 の 2) で 展開す る) ｡

な お
､ 自己 言及的作動 とい う 考え方 は

､ 知覚世界が ｢ 存在 し て い る｣ と い う 錯視が どの よう

に して 成立 して い る の か を 説明す る に あ た っ て も使用 さ れ る ｡ 知覚世界 は
､ ｢ 存在 して い る｣
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村上 直樹 ( 私) の 消去 の 後に 3 - 性起 と して の 世界 と人間 -

の で は なく､ 次 々 と性起 に よ っ て 産み 出さ れて い る､ す な わ ち次 々 と生 成 ( そ して 消滅) して

い る｡ し か し､ 知覚世界 に 内属す る立 場 か らす る と､ 知覚世界は ｢ 存在 して い る｣ よう に 錯認

さ れ る｡ そ れ は
､

次 々 と産 み 出さ れ て く る知覚世界の 間に
､ 時間的な 連続性 と と も に 意味的同

一

性が 成立 し て い る か ら で あ る｡ 知覚世界 の 間 に 成立 して い る 時間的な 連続性 と意味的同
一

性

に よ っ て
､

知覚世界 が ｢ 存在 して い る｣ と い う 錯視が生 み 出さ れ て い る の で ある ｡ そ して
､
知

覚世界 の 間 に お け る意味的同
一

性 の 成立 も性起の 自己言及的作動に よ っ て 説明さ れ る ｡ 自己言

及的作動 とい う 考え方 は
､ 知覚世界の 間に 時間的な連続性 と ともに 意味的同

一

性が もた ら さ れ
､

知覚世界が ｢存在 して い る｣ と い う錯視 が生み 出さ れ て い く機制を も説明す るの で あ る ( こ の

点 に 関す る詳細 な議論も
､

5 の 2) ､
3) で 展開す る) ｡

(3) 知覚的に 立 ち現 われ る事物は
､

三 次元の 物理 的空間 の 中 に 立 ち現わ れ る｡ 目の 前 の 机も

他人 もオ フ ィ ス も三次元の 物理 的空間の 中に 立 ち現われ る｡ し か し
､ 知覚的立 ち現わ れ は

､
三

次元 の 物理 的空間の 中に 立 ち 現わ れて い る わ けで はな い ｡ 三 次元の 物理的空間が まず あ り
､

そ

の 中に 知覚的立 ち現 われ が 立 ち現わ れて い る わ けで はな い ｡ 知覚的 に 立 ち現わ れ るの は
､

全宇宙

で あ る｡
こ の 全宇宙 は三 次元の 物理 的空間 の 中 に 立 ち現 わ れ て い るの で は な い ｡ 全宇宙が 立 ち

現わ れ る こ と に よ っ て
､

三 次元の 物理的空間が 成立す るの で ある｡ 知覚的立 ち現わ れ は
､

三 次

元の 物理 的空間の 中に 立 ち現わ れる の で はなく､ 知覚的立 ち現 われが 立 ち現 われ る こ と に よ っ て
､

三 次元 の 物理的空間 が成立 す る の で あ る｡ 目の 前の 机 や他人 や オ フ ィ ス は
､

三 次元の 物理的空

間の 中に 立 ち現わ れ る｡ こ れ は確 かな こ と で ある｡ しか し
､

正 確 に 言え ば
､ 目の 前の 机 や他人 や

オ フ ィ ス が三 次元 の 物 理 的空間の 中に 立 ち現 われ て くるの で は なく､
そ れ ら ( そ して す べ て の 事

物) を 内に 含 んだ 三 次元の 物理 的空間 ( す な わ ち全宇宙) が立 ち現わ れて くる の で あ る｡

さ て
､ 問題 は こ こ か ら で あ る｡ 知覚的立 ち現わ れ が三 次元 の 物理的空間の 中に 立 ち現わ れ る

の で は な い とす る と､ そ れ は ど こ に 立 ち現わ れ る の だ ろ う か｡ 全宇宙 は､ ど こ に 立 ち現わ れ る

の だ ろう か ｡ 大森 の 知覚的立 ち現 わ れ論 に は､ こ の 間い に 対す る 答 は見 あ た ら な い ｡ 知覚的立

ち現わ れ は ど こ に 立 ち現 わ れ る の か と い う問 い に 答え る こ と ば ､ き わ め て 困難 で あ る｡ た だ､

オ ー トポイ エ ー

シ ス 諭 に は位相空間と い う概念が あり､ こ の 位相空間 とい う概念 を使用す れ ば ､

こ の 間 い に 答 え る こ と が 可能 に な る ｡ ( ｢ - - に 立 ち現 わ れ る｣ と い う ス ト レ
ー

トな 答え 方 は

で き な い が ｡) 本稿 で 呈 示す る性起 に 関す る理 論 の 中で
､ 我 々 は､ 位相空間と い う 概念を 使用

して
､ 知覚的立 ち現 わ れ は ど こ に 立 ち現 われ の か と い う 問 い に 答 え る こ と に な る だ ろ う (4 の

4) 参照) ｡

(4) 知覚的 に 立 ち現わ れ る世界は
､ 現象学で 言 う生 活世界 L eb e n s w el t に 相当す る｡ そ して

､

｢ そ れ だ けが た だ 一 つ 現実的な 世界で あ り､ 現実 の 知覚 に よ っ て 与 え ら れ ､
そ の つ ど経験さ れ ､

ま た経験 さ れ う る 世界 で あ る と こ ろ の 生 活世界｣ ( H u s s e rl 1 9 5 4 - 1 9 9 5 : 8 9) は ､ 数多くの 論者

が 指摘 す る よ う に 意味世界 と して 構成さ れ て い る｡ 生活世界 と は､ ｢ 記号 と象徴の 世界｣ で あ

る (B e 【g e r & L u c k m a n n 1 9 6 6 - 1 9 7 7 : 7 0) ｡ 我 々 も知覚的 に 立 ち 現わ れ る 生活世界 は 意味を率 ん

だ ｢記号 と 象徴の 世界｣ で あ る と考 え る｡ 世界が ｢記号 と 象徴｣ で あ る と い う こ と は､ 世界 が

｢ あ る もの と して｣ ､
正 確 に は ｢ 様 々 な もの と して｣ 立 ち現 わ れ る と い う こ と で あ る｡ こ の ｢ と

し て｣ 構造 A I s - S t r u k t u r ( H ei d e g g e r 1 9 2 7 = 1 9 9 4 : 3 2 2) が ､ ｢ 記号 と 象徴の 世界｣ す な わ ち意味

世界 と して の 知覚世界の 基本的な存立 様態で あ る ｡ そ して ､ 知覚世界 を意味世界 と し て 成立 さ

せ て い る の が､ 言語で あ る｡

知覚世界 は､ 言語 と不可分 な様態 で 立 ち現わ れ る｡ こ の こ と に 関 して ､ 黒崎宏 は次 の よ う に
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述 べ て い る｡

世界 と は
､ 初 めか ら､ 言語 と織り合わ さ れ て そ こ に 在 る もの で あり

､ 言語 に 先立 つ 世界､

とい う もの は
､

一

切存在 し な い｡ 全て は言語 と共 に在 る
､

と い うわ け で あ る｡ そ して 我 々 は､

そ の 様な 世界か ら､ 寸重 た りと も離れ る こ と が 出来 な い の で あ る (黒崎 19 9 7 : 9 8) ｡

黒崎 は ｢裸｣ の 世界 が まず あり､
つ い で ､ そ れ が言語的 に 解釈 さ れ る と い う 図式を斥 ける ｡

世界 と言語 は不可分 で あ る｡ 我 々 もこ の 見解に 同意す る｡ そ して ､ 知覚的に 立 ち現わ れ る 世界

は､ 言語 と織り合 わ さ れ て い る こ と に よ っ て ､ ｢ と し て｣ 構造 を持 っ た意味世界 と し て 成立 し

て い るの で あ る｡ 本稿 で は､ 知覚世界 は明示的に 意味世界 と して 捉 え ら れ ､ 知覚世界が 言語 と

どの よう に 織り合 わ さ れ 意味世界 と して 成立 して い る の か が 論 じ られ る こ と に な る (6 参照) 0

(5) 大森 は知覚的 に 立 ち現 わ れる の は､ 空間的境界も時間的境界も持 た な い 四次元全宇宙

で あ る と して い る｡ 我 々 も基本的に は こ の 考え方 を承認す る が､ 本稿 で は ､ 我 々 の 観点か ら こ

の 考え 方の 再解釈 を行 い
､ 補足的議論を つ け加え る｡ そ の 概略は次 の 通りで あ る ｡

先 に 指摘 し た よ う に ､ 知覚的 に 立 ち現 わ れ る 世界は ､ ｢ そ れ だ け が た だ 一

つ 現実的な 世界 で

あ り､ 現実の 知覚 に よ っ て 与 え られ ､ そ の つ ど経験 さ れ､ ま た経験 さ れ う る 世界で あ る と こ ろ

の 生活世界｣ で あ る｡ た だ ､ 生活世界 と して の 知覚世界だ け が､ ｢ た だ 一 つ 現実的な世界｣ な

の で あ ろう か｡ た しか に 知覚世界は
､
｢ 現実 の 知覚 に よ っ て 与え ら れ

､
そ の つ ど経験 さ れ ､ ま

た 経験 さ れ う る世界｣ で あ る｡ しか し
､ 直接的に 立 ち現 わ れ る知覚世界だ けが ｢ た だ 一 つ の 現

実的な 世界｣ で あ る と言 い 切 っ て しま う こ と は で き な い ｡ 直接的に 立 ち現わ れ る知覚世界 の 外

部 (必 ず しも空間的 な意味 で は な い) に も現実的な様 々 な世界 が 存在す る と い う確信 は 一

般 に

広くゆ き 渡 っ て い る｡ そ し て
､

そ の よう な 世界が存在す る と い う 信漕を もた ら して い るの が ､

他者か ら言説の 形 で 伝え られ る 常識的知識で あ る｡ この 常識的知識が 知覚世界の 外 に 広が る様 々

な世界の 存在信懲をもた ら し て い る こ と に 関 して ､ ケネ ス ･ バ ー ク は 次の よ う に 書 い て い る｡

我 々 が ｢ 現実｣ と呼 ん で い る もの の 圧倒的大部分 は､ 他 な らぬ 我 々 の シ ン ボ ル 体系 に よ っ

て 構成さ れ た も の だ｡ 我 々 の 書物が な か っ た と す る な ら ば､ 我 々 は､ 歴史 や伝記､ あ る い は

海 と大陸 との 比率 と い っ た よ う な ｢現実的な｣ こ と に つ い て ､ ほ とん ど知 る こ と が な い だ ろ

う｡ 地図や雑誌や 新聞を通 して 知 られ る 現在と結 び つ い た 過去 に 関す る シ ン ボ ル 群を我 々 が

持 っ て い な い とす る な ら ば､ 我々 に と っ て の ｢ 現実｣ は 一

体 どう な っ て し まう だ ろ う｡

-

我 々

が直接的 に 経験す る現実 の か け らが い か に 重要で あ ろ う と も､ 我 々 の 現実 の 全体像 は あく ま

で 我 々 の シ ン ボ ル 体系 の 構築物 なの で あ る (B u r k e 1 9 6 6 : 5) ｡

本稿 で は
､ 言説 の 形 を取 る常識的知識 ( バ ー ク の 言 う シ ン ボ ル 体系) が そ の 存在信漕 を もた

ら す知覚世界の 外部 の 世界 を信濃世界 と呼ぶ ｡ こ の 信想世界 に は､ 天文学的世界､ 地理学的世

界､ 歴史的世界､ 未来世界､ 宗教的存在､ 深層心理 ､ 微視的存在､ 物理 理 論的存在 と い っ た も

の が含 ま れ る｡ こ れ ら信想世界 の メ ン バ - は
､

直接的に は 立 ち現わ れ な い
｡ 例 え ば､ 空 の 向 こ

う に 無限に 広 が っ て い る宇宙空間の 世界 - 天文学的世界は 直接的 に は立 ち現 わ れ な い ｡ た だ､

そ う した世界が 現実的 に 存在 す る と い う こ と は確信さ れ て い る｡ そ し て ､ こ の よ う な 天文学的

世界 が存在 す る と い う 確信 を もた ら して い る の が
､

常識的な 天文学 の 知識 す な わ ち (往 々 に し
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村上 直樹 ( 礼) の 消去 の 後に 3 - 性起 と して の 世界と 人間 -

て 素朴 な) 天文学的言説 で あ る｡

信潰世界は ､ そ れ が 存在す る と い う 信懲 だ けが 存在 す る 非現前の 信潰存在で あ る｡ 直接的 に

立 ち現 わ れ る 知覚世界 - 生活世界と 信潰世界 は異な る存 立様態を 持 っ て お り､ 両者 は異 な る 位

相 に あ る｡ しか し､ 両者 は ま っ た く無関係 で は な い｡ 大雑把 に言 え ば ､ 知覚世界の あ る部分 は

信漕世界 の 一 部分
､ 痕跡､ あ る い は顕現 と し て 立 ち現 わ れ る｡ 例 え ば ､ 夜空 に 輝く星 た ち は､

無限の 天文学的世界の 一

部分 と して 立 ち現 われ る し
､ 他者 の 間違 い 行動 は無意識 (深層 心理)

の 顕現 と し て 立 ち現 わ れ る ｡ 稲作を行 っ て い る 伝統社会 で は､ 稲 の 成長 は稲魂 (宗教的存在)

の 力の 顕現 と して 立 ち現 わ れ る だ ろ う｡ 信懲世界は知覚世界 の 中に 宿る の で あ る (くわ しく は

8 参照) ｡

大森 は､ 直接的に 立 ち現 わ れ な い 世界 は､ 知覚世界 の 背後 に 思 い こ め ら れ た姿 で 立 ち現 わ れ

る と言う｡
こ れ は

､ 我 々 の 観点か ら す れ ば
､ 信葱世界が知覚世界 の 中に 宿 る と い う こ と で あ る｡

た だ し､ 大森 が念頭 に お い て い る の は
､ 天文学的世界､ 地理 学的世界､ 歴史的世界､

そ して 未

来世界 で ある ｡ 頭上 の 青空 は
､ 無限の 宇宙空間の

一

部分 と し て 立 ち現 わ れ る し､ 今歩 い て い る

モ ン パ ル ナ ス の 街 は､
パ リ の

､
フ ラ ン ス の

､
そ して ユ

ー

ラ シ ア 大陸 の
一

部分 と して 立 ち現 わ れ

る｡ 目の 前の 樹齢 二 千年 の 大桶 の 木 は
､

い つ と は な い 過去か ら､ 歴史的知識 に よ っ て そ の 存在

が確信 さ れ て い る大正 時代､ 明治時代､ 近世､ 中世､ 古代 か ら そ こ に あ るもの と して ､
そ し て ､

多分遠 い 未来 に い た るま で そ こ に あ り続 ける もの と して 立 ち現 われ る｡ こ の よ う に 天文学的世

界
､
地 理 学的世界､

歴史的世界､
そ して 未来世界 は､ 知覚的 に 立 ち現 わ れ る生 活世界 の 中に 宿

る｡ こ う した事態を ､ 大森 は 四次元全宇宙が立 ち現わ れ る と言 っ た の で あ る｡

た だ
､ 繰り返 す ま で もなく､ 知覚世界の 中に 宿 るの は､ 空間的､ 時間的境界 の 外 に あ る と確

信 さ れ て い る世界だ け で は な い ｡ 我 々 は
､ 四次元 全宇宙が 立 ち現 われ る と い う大森 の 議論 を､

信想世界 は知覚世界の 中 に 宿 る と い う 我々 の 理 解の
一

環 と して 位置付 け る (8 参照) ｡

(6) 大森 に よ る と
､ 知覚的 に 立 ち現わ れ る 事物の 美的､ 感情的､ 情念的 な相貌 - ｢ 風情｣

は
､

知覚主体の 主観的な 判断 ･ 反応が ｢裸｣ の 事物に 投影 され たもの で はな い ｡ 事物 と ｢風情｣

は分離不可能 な形 で
､ 知覚的 に 立 ち現 わ れ る｡ ｢ 風情｣ は知覚主体 が 生 み 出す もの で は な く､

もとも と知覚世界 の 側 に あ る の で あ る｡ そ し て ､ こ う した 議論 は何も大森哲学 だ け に 見 ら れ る

もの で は な い ｡ 例 え ば
､ 大森 に 先立 っ て 主観一客観図式の 乗り越え を図 っ た西 田幾多郎も ｢ 主

客の 未だ 分か れ ざる独 立 自全の 真実在 は知情意 を
一

つ に した もの で あ る｣ と考 え､ 真実在 が､

｢ 情意 より成 り 立 っ た もの｣ で あ る こ と を 強調 し て い る ( 西 田 1 95 0 : 6 5) ｡ ま た､ 大森が 自分

の 同志 と位置付 け た 虞松渉
( 3)

も ｢ ｢ 純然 た る知覚現相｣ な ど と い う もの は 如実 に は 存在 せ ず
､

如実の 現相 は そ の 都度 す で に
` `

情意的 な契機 を卒ん で
"

おり､ 本源的に 表情的 で あ る｣ ( 鷹松

19 8 9 : 1 7) こ とを指摘 して い る｡

西 田や 鹿松 の 所説 に 関 して は､ 後 に ふ れ る が､
こ こ で 着目 して お き た い の は ､ 虞松 の 言 う

｢表情｣ 概念 で あ る｡ 虜松 の ｢ 表情｣ は大森の ｢ 風情｣ を 含 む が､ さ ら に そ れ 以上 の もの を含

ん で い る｡ 康松 は､ ｢ 表情｣ を感情興発価 ( き れ い ､ 気持 ち悪 い 等 々) と行動誘発価に 区分 す

る (康松 1 98 9 : 3 3) ｡ 前 者 は ､ ｢ 風情｣ に 相当す る が ､ 後者 は 大森 の 議論 に は な い ｡ 鷹松 の

｢ 表情｣ 論 は ､ 知覚世界の 事物 が もと もと美的､ 感情的､ 情念的相貌 を 帯 び て 立 ち現わ れ る こ

と を指摘 す る だ けで は なく､
そ れ が人の 行動 に 直接関わ る相貌を持 っ て 立 ち現わ れ る こ と も指

摘 し て い る の で あ る ｡

我 々 は､ 大森 の ｢ 風情｣ 論を継承す る ｡ た だ
､ 虞松 が指摘 す る よ う に ､ 知覚世界 は ｢風情｣
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と 分離不可能な 形 で 立 ち現 われ るだ けで なく
､

人の 行動 に 直接関わ る 相貌 を も持 っ て 立 ち現 わ

れ る ｡ そ し て
､ 我 々 は

､
こ の 行動 に 関わ る相貌 を 2 の 4) で も論及 し た ｢ ア フ ォ

ー ダ ン ス｣ と

い う 概念 で 把握す る (く わ しく は 7 参照) ｡

(7) 知覚世界 は
､ 意志的 に 立 ち現わ れ る 行動的世界で あ る と 大森 は指摘 す る｡ 知覚世界 の

こ の よう な側面 を我 々 は ｢場面｣ と い う言葉 で 表現 した い
｡ す で に 述 べ た よう に

､ 知覚世界 は
､

意味を畢ん だ ｢記号 と象徴の 世界｣ で あり
､ 信漕世界 を宿 し た世界 で あ り､ も ともと もと美的､

感情的､ 情念的相貌 を持 っ た世界 で もあ る が
､

さ ら に 知覚世界 の 全体 は様 々 な 行為 が そ の 中で

遂行 され る ｢場面｣ で もあ る｡ 知覚世界 に は無限の 分節肢が あ る が
､

知覚世界 の 全体 は そ の 分

節肢 の 総和 と して 立 ち現 わ れ る の で は な く､ ｢ 場面｣ と し て 立 ち現 わ れ る ｡ 知覚的立 ち現 わ れ

の 推移 と は､ 様 々 な ｢ 場面｣ の 推移 で ある ｡ 朝食を食 べ る ｢場面｣ ､ 家 を 出る ｢場面｣ ､
駅 に 向

か う ｢場面｣ ､ 電車を 待 つ ｢ 場面｣ ､ 友人 と談笑す る ｢ 場面｣ ､ 読書 をす る ｢場面｣
-

｡ 生 き て

い る限 り､ 無数 の 事物 が知覚的 に立 ち現わ れ る が
､

それ は
､ 必ず 何 ら か の ｢ 場面｣ の 中 に 立 ち

現 われ る の で あ る｡

大森 は､ 知覚世界 の 事物 は 意志的に 立 ち現わ れ る と言 う｡ 例 え ば
､ 書斎 は

､
こ れ か ら もそ の

中で 仕事 を続 け る つ もり の 書斎と して 意志的 に 立 ち現 わ れ る｡ 知覚世界 は
､ 未来の 意志的行為

を含 む が ゆ え に 意志的な 世界 で ある (大森 1 99 9 h : 2 0 2) ｡ 我 々 は知覚的立 ち 現わ れ の こ の よ

う な側面 を ｢場面｣ と い う 言葉で 把握す る｡ す な わ ち､ 書斎 が こ れ か ら もそ の 中で 仕事 を続 け

る つ もり の 書斎 と して 意志的 に 立 ち現 わ れ る と い う こ と は ､ 書斎の 知覚風景 が
､

し ば らく仕事

を続 け る ｢場面｣ と して 立 ち現わ れ る と い う こ とな の で あ る｡ 知覚世界 が意志的な行動的世界

と して 立 ち現 わ れ る とい う こ と ば､ そ れ が ｢ 場面｣ と して 立 ち現 われ る と い う こ と で あ る (く

わ しく は 6 の 4) 参照) ｡

な お
､ 社会学の シ ン ボリ ッ ク 相互 作用論 で は

､ 行為主体が ｢裸｣ の 客観的状況に 主観的な意

味を付与 す る こ と に よ っ て
､ 実践的な ｢場面｣ ( あ る い は ｢ 象徴的環境｣) が現出す る と考 え ら

れ て い る｡ 行為主体が ｢自然を象徴化す る こ と に よ っ て ､ 社会秩序 の ドラ マ を 上 演す る 場面や

舞台 に す る｣ ( D u n c a n 1 9 6 8 - 1 9 8 3 : 7 9) と言 う の で あ る｡ 我 々 は
､

こ の よう な考 え方 を と ら な

い ｡ 知覚世界 の 全体 は 当初か ら ｢場面｣ と して 立 ち現 わ れ る の で あ る (く わ しくは 6 の 4) 秦

照) ｡ ま た
､ 1 で 指摘 し た よ う に ､ 知覚世界 に 意味 を付与 す る よ う な 行為主体 と して の ( 私)

も存在 しな い ｡

(8) 知覚世界 の 中心 に は
一

般 に ｢ 私 の 身体｣ と 呼ば れ る もの が あ る｡ ( 私) の 存在を 認 め

な い 我 々 は
､

こ の 身体を (自一身体) と呼ぶ｡ 知覚世界 は､ 常 に こ の ( 自一身体) を 中心 と し

て 立 ち現わ れ る｡ そ し て ､ こ の 知覚世界の 中心 に あ る (自一身体) は ､ 非常 に 奇妙な もの で あ

る｡ ( 自一身体) は､ 知覚世界 の 中 に 立 ち現わ れ る他者 の 身体 と 同 じ よう に 物質 で あ る｡ 内臓

や 骨や 血管か ら成 る物質 で あ る｡ しか し
､ 単な る物質 で は な い ｡ 市川浩が 指摘 し た よ う に ､ (

自一身体) は ｢ わ れ わ れ が精神と い う こ と ば で 理 解 し て い る もの に 近 い｣ ( 市川 19 7 5 : 3) ち

の で あ る｡ 医師や 生理 学者 が ｢私 の 身体｣ を完全に 物質 と み な す こ と に 違和感 が あ る の は
､

そ

れ が 単な る物質 で は な い か ら で あ る｡ 大森 は､
こ の ( 自一身体) に 関 して ま っ たく言及 し て い

な い わ け で は な い が
( 4)

､ 主題的に は論 じて い な い ｡ 我々 は､
こ の ( 自一身体) に 関して 立 ち入 っ

た 考察 を 行う (9 参照) ｡ 知覚世界 の 存立 様態並 び に思考 を説明す る に あ た っ て
､ ( 自一身体

) の 素性 を明 ら か に して お く こ と は不可欠 だか らで あ る ｡ ま た
､ 行為も こ の ( 自一身体) の 振

る 舞 い と し て 論 じ る こ と に な る (10 参照) ｡
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(9) 大森 に よ る と
､

知覚的立 ち現 われ は何か の 表象 で は な い ｡ 知覚的立 ち現 わ れ の 背後に
､

現象 し
､ 現出 し､ 射映す る よう な何か が あり､ そ の 何か の 表象 と して 知覚的立 ち現 われ が 生起

す る の で はな い ｡ 知覚的立 ち現わ れ は
､ 実物 その もの で あり､

そ の 背後に は何もな い ｡ そ して ､

我 々 も大森同様､ 知覚的立 ち現わ れ が何 か の 表象で あ る と は考え な い ｡ 性起 は何か の 表象 と し

て 知覚的立 ち現 わ れ を産出す る の で は な い ｡ 存在 に 関す る - イ デ ガ - の 表現
`5)

を 借用すれ ば
､

知覚的立 ち現 わ れ ( あ る い は性起) が根拠 で あ り､ そ れ を根拠づ ける よう な さ ら な る別の 根拠

は存在 し な い ｡ 知覚的立 ち現わ れ ( あ る い は性起) に は 底が な い の で あ る ｡ た だ ､ 我 々 は
､

知

覚的立 ち現 わ れ の 位相学的外部 に も う
一

つ の 実在の 領域を 措定す る ｡ 我 々 は､ こ の もう 一 つ の

実在の 領域 を
､ ( 実在) と 表記す る｡ 我 々 が ､

こ の もう
一

つ の 実在の 領域 - ( 実在) を あえ て

措定す る の は
､

そ う した領域を措定 し な い と､ 知覚世界に お け る 他者の 振る 舞 い を うま く説明

で きな い か ら で あ る｡ 知覚世界に お け る他者の 振る 舞い を 説明す る た め に
､ 我 々 は大森が 決 し

て 認め な い で あ ろ う (実在) を措定す る (1 3 の 2) ､ 3) 参照) ｡

た だ し
､ 知覚的立 ち現 わ れ の 位相学的外部 に (実在) を措定 す る と い っ て も､ 知覚的立 ち現

わ れ を そ の ( 実在) の 表象 と み なす と い う こ とで は な い ｡ 知覚的立 ち 現わ れ の 背後 に は何もな

い ｡ ( 実在) は
､ 知覚的立 ち現 わ れ ( あ る い は 性起) の 根拠 で は な い ｡ 我 々 は ､ ( 実在) を ､

性起 と ( オ ー ト ポイ エ
ー

シ ス 論で 言 う と こ ろの) カ ッ プリ ン グ の 関係 に あ る もの と して 論 じる｡

性起は ､ 他の オ ー トポ イ エ ー シ ス ･ シ ス テ ム と 同 じよ う に 閉鎖系 で あ り
､ 外部か らの 入 力 は な

い ｡ ( 実在) か ら性起 に 何 か が入力 され る こ と は な い ｡ 性起 は
､ 自律的に 知覚的立 ち現わ れ を

産出 し続 ける ｡ た だ
､ 性起 と (実在) との 間に ま っ たく関係 が な い わ け で は な い ｡ 性起は

､ 呼

応 と い う 形で (実在) と カ ッ プ リ ン グを 遂げ て お り､ ( 実在) の 動的過程 に 呼応 しな が ら知覚

的立 ち現 わ れ を 産出 し続 け る の で あ る (くわ しくは 13 の 4) 参照) ｡

(1 0) 大森 が ､ 知覚的立 ち現 われ に 関す る議論 を展開す る 際､ 思索 の 対象と した の は 大森の

身体 を 中心 と す る 知覚世界､ 我 々 の 用語を 使え ば大森 の 身体 を ( 自一身体) と す る 知覚世界 で

あ る｡ そ し て
､

こ の 大森の 身体を (白一身体) と す る知覚世界 は､ 何 の 主 客構造もな くた だ 立

ち現 わ れ た もの で あ る ｡ 何の 主客構造もな く大森 の 身体を (自一身体) と して 立 ち現わ れ た 知

覚世界 を考 え ぬ く こ と に よ っ て ､ 大森は
､
知覚的立 ち現わ れ に 関す る議論 を展開 して い っ た の

で あ る｡ で は
､ 大森 は ､ 大森以外の 身体を (自一身体) とす る知覚世界 の 存在を認 め て い た で

あ ろう か ｡ 認 め て い た だ ろう ｡ も し､ 大森 が 自分 の 身体 を (自一身体) とす る知覚世界 しか 存

在せ ず ､ 他人 の 身体を (自一身体) と す る知覚世界 は存在 し な い と考 え て い た の な ら ば ､ 何か

を書 い て 主 張す る と い っ た こ とは しな い はず だ か らで あ る｡ 大森 は
､ 他者 の 身体 を ( 自一身体

) と す る 知覚世界 の 存在 を 認め て い た は ず で あ る｡ で は
､ 大森の 身体 を (自一身体) と す る 知

覚世界と 他者 の 身体 を ( 白一身体) と す る知覚世界 は同 じもの だ ろう か ｡ 同 じで あ る は ず が な

い ｡ 対象 と して の 世界 が あ り､ そ れ を (私) が 知覚す る こ と に よ っ て 世界が 知覚的に 立 ち現 わ

れ る の で あ れ ば
､ 大森 の 身体 を ( 自一身体) とす る知覚世界 と他者の 身体 を ( 自一身体) と す

る知覚世界 は 同じ もの で あ る｡ 同 じ 一 つ の 世界を 大森 と他者が 知覚 して い る の で あ る｡ しか し､

対象 と して の 世界が あり､ そ れ を ( 私) が 知覚す る と い う構図 は､ 大森 に よ っ て 廃棄 さ れ て し

ま っ て い る｡ 大森の 身体 を ( 自一身体) とす る 知覚世界も他者 の 身体を (自一身体) とす る知

覚世界もい ず れ も何の 主客構造もなく た だ立 ち現わ れ た も の で あ る｡ よ っ て ､
こ の 両者 は ま っ

たく の 別物 で あ る ｡
つ ま り､ 世界 は

､ 複数存在す る の で あ る｡ 大森 は ､ 世界が 複数存在す る と

考え て い た はず で あ る｡ しか し､ そ の こ とを 明言 して い な い ｡ こ れ に 対 し て ､ 我 々 の 性起論 は､
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世界が 複数存在す る こ と をは っ き り と主 張す る｡

一 つ しか な い 世界 を 複数 の 人間が 知覚 して い

る の で は な い ｡ 世界 は､ 複数存在 して い る の で あ る ｡ ( 正 確 に は
､ 世界 は ､ 複数生 成 して い る

の で あ る｡)

な お､ 世界が複数存在す る こ とを主張 して い る の は､ もち ろ ん我 々 だ け で は な い ｡
こ れ ま で ､

様 々 な立 場 か ら数 々 の 複数世界論 が展開さ れ て き て い る｡ 本稿 で は ､ 従来の 複数世界論を整理

し､ そ れ ら と対比 さ せ つ つ 我 々 自身 の 複数世界論 を呈示 して い く (1 4 参照) ｡

[ 註]

(1) 大森 は 自身 の 知覚 論 にお い て
､ 最初 か ら ｢風 情｣ とい う 言葉 を使 っ て い た わ け で は な い ｡ 大森が 初

め て ｢ 風情｣ と い う 言葉を 使用 した の は
､ 独自の 視点か ら絵画 の 美 に つ い て 語 っ た 鼎談 ｢ 美 と無 限｣

に お い て で あ る｡
こ の 鼎談i

~
こお い て

､ 大森 は､ ｢ 風情｣ を 次 の よ う に 説明 して い る
｡

｢ わ れ わ れ が 目 の

前 の
､ あ る風景 を見る ､ あ る人 体を見 る とき に ､ あ るな ん か 感動 を起 こ し ま す ね ｡ 美 し い だ と か

､ 醜

い だ と か ､ 素 晴ら しい だ とか ｡ そ う い っ た もの は ､
い ちお う 目 で 見た

､ 例 え ば ビ ー ル 瓶 の 姿 ､
あ そ こ

が 凹 ん で い る ､
こ こ が 膨 らん で い る と､

そ う い う ふ う な知 覚的な
､ 目 で 見 る知 覚的な 性質 と違 い ます ｡

-

す べ て の 事物 は､ そ れ を 見 た り 聞い た り した とき に
､ わ れ わ れ が 風情 を感 ず るわ け で す ｡ そ して こ

の 風情 は ､ 感 じを 受 け る よ りも､ む しろ 知覚の 一 種だ と私 は思 い ま す ｡
五 感の 外 に あ る風 情知覚 と で

も言 う べ きも の
｡ そ して ､ あ る 風景 や ､ あ る 人体が わ れ われ に与 え る感動 と言 わ れ て い る もの は

､
そ

の 五 感 以外の 風情 と い う 知覚 で は な い か と い う ふ う に ､
こ れ は乱暴 で す が ､ 申 し上 げ ます ｡｣ (大森 ･

坂部 ･ 野家 1 9 8 8 : 3 0 6) な お
､
次 節で指摘す る よう に ､ 大森の 言う ｢ 風情｣ は ､ 康松渉 の 言 う世界現相

の ｢表情性｣ に近 い もの で あ る
｡

(2) た だ
､

7 でも論及す るように
､

知覚的立 ち現 われ が ｢ 風情｣ を持 たない で ､ 言い か え ると ｢ 世界自体が感

情 的に中性 的なもの と して｣ ( M e rl e a u
- P o n tァ 1 9 4 5 : 1 83 - 1 96 7 : 2 6 0 - 2 6 1) 立 ち現われ るこ ともあ る｡

(3) 平 山朝治 の 回想に よ る と
､ 大森は

､
立 ち現わ れ

一 元論 と虞松 の 事的世 界観 は非常 に よ く似て い る の

で は な い か と い う平 山の 指摘に 同意 し
､ 虞松 を自分の 同志 と位置 づ けた と い う (平 山 1 9 9 4 : 90) ｡

(4) 例 え ば ､
1 9 6 4 年 の 論文 ｢ 物 と して の 人間 と心 と して の 人間｣ の 中で

､ 大森 は
､ 物質世界 と い う もの

が 実 は 知覚集合 で あ るの と 同様 に
､ 私の 身体も また

一

つ の 知 覚集合 に他 な ら な い と い う 指摘 を行 っ て

い る (大森 1 9 9 8 b : 11 0) ｡

(5) ハ イ デ ガ ー

は ､ 『根拠律』 の 中で 存在 に関 して
､ 次 の よ う に 書 い て い る

｡
｢ 存在 は そ の 本質 に お い て

根拠 で あ る｡
だ か ら存在 は､ そ れ を根拠 づ け る よう な さ ら な る 別の 根拠 をも つ こ と は あ りえ な い ｡ そ

の た め 存在か ら は 根拠が 脱 け去 っ て い る ｡ そ の よう に､ 存在 か ら根拠 が 脱 け て い る とい う 意味 で
､ 存

在 は無底 で あ る
｡
｣ (古 東 2 0 0 2 : 1 5 9 よ り再 引用)
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