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イ マ ー ジ ュ,知 覚 の ラ デ ィ カ ル な 外 在 主 義1

平 井 靖 史

ベ ル クソ ンが その 主著 の ひ とつ 『物 質 と記憶 』 にお い て,イ マ ー ジュ と

い う 一風 変 わ っ た概 念 を提 起 した こ とは有 名で あ る.伝 統 的 な認 識論 にお

け る,「 表 象 」 と 「事物 」 の 二 元 論 的 な乖 離 の 構 図 を解 体 す べ く,認 識 論

の新 た な 出発 点 と して 導 入 され たの が,イ マ ー ジュで あ る.わ れ わ れの 見 ・

聞 き ・触 れ る対 象の うち に,い った ん こ う した乖 離 が 想定 され る と,… 方

で われ わ れ の知 覚 は,主 観 的 領域 の うちに 囲 い込 まれ,他 方 で物 質 世 界 は。

認識 の到達 し得 ない 彼岸 に まで締 め 出 され て しま う.こ の よ うな領 域 的 な

囲 い 込 み ・締 め 出 しに よ って,さ ま ざ まな哲 学 的 な弊 害 が生 じる こ とは,

しば しば指 摘 され る と ころで あ る.

われ わ れが まな板 の上 の …丁 の豆 腐 を眼前 に 見 る と き,見 られ て い る豆

腐 は 「心 の うち に しか な い」 の で は な く,ま さに そ の まな板 の上 に あ る.

す なわ ち,豆 腐 は心 の状 態 で は ない.し か し他 方,心 が ど うあ が い て もそ

の 「写 し」 しか 手 にで きな い よ うな,不 可 知 の 事 物 で もな い.す な わ ち,

豆 腐 は心 の彼 岸 にあ るの で もな い.そ の よ うに 考え られ た豆 腐 こそ が,イ

マー ジュ であ る.そ れ は,「 観 念 論者 が 表 象 と呼 ぶ もの 以上 の もの であ り,

実 在論 者 が 事物 と呼 ぶ もの 以一hの もの で あ る」(MMD.そ して これ は,ま っ

た く 「常 識 の 考 え方 」(MM2)で あ る とベ ル クソ ンは述 べ る,

】 「「物 質 と記 憶 』 か ら の 引 川 は.Quadrigc版 に 基 づ く.MMの 略 記 に 続 い て,該 当 頁 数 を 添 え た.

翻 訳 は,E=.Lこ 岡 部 聰 夫 訳 『物 質 と 記 憶 」(駿 河 台 出 版 社,1905)を 参 照 し た が,引 用 に 際 し て

は 原 則 と して 自 ら の 訳 を 使 用 した,な お,タ イ トル に つ い て は 注7を 参 照.
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『物 質 と記 憶 』 の 第 一章 は,イ マ ー ジュ の導 入 か ら始 ま って,純 粋 知覚

論 を提 示 す る こ と を主題 と してい る.そ こに は,上 述 の乖 離 を退 け るべ く,

さ まざ まな論 点が 提 示 され て い る.し か しそれ ら論 点 相 互 の構 造 的 な連 関

は,叙 述 の一 見上 の 平 明 さに 反 して,意 想 外 に不透 明で あ る.そ こで 本稿

で は,上 述 の 認識 論 上 の乖 離 をい か に退 け るか とい う視 点 か らテ キ ス トの

論 述 を裁 断 しな お し,問 題 そ の もの の 内在 的秩 序 に従 って再 構 成 す る こ と

で,イ マ ー ジ ュ論 か ら純 粋 知 覚 論 にい た る ひ とつ の展 望 を切 り開 くこ とを

目的 と したい.

1.三 重 の 乖 離

乖離 へ とわ れ われ を仕 向 け る誘 因 に は,認 識 の相 対 性 や,錯 覚 な ど,い

くつ もあ る.し か し本稿 で は,誘 因 の種 類 よ りも,む しろ,乖 離 そ の もの

の構 造 に着 目 して これ を分節 化 して み た い.

「表 象 」 と 「事 物 」 を別 個 の もの とみ なす この 乖 離 は,構 造 的 に 見 て,

少 な くと も三重 に な され うる.簡 単 に列 挙 す るな ら,(1)原 因 と結 果 とは

別 な もの であ る,(2)認 識 は認 識対 象 とは別 な もの で あ る,(3)本 質 を異

にす る もの は別 の もの で あ る,と い っ た三 種 の乖 離 で あ る.こ れ らを便 宜

の ため に,川頁に 因果 的乖 離 認 識 論 的乖 離 本 質 的乖 離 と呼 ぶ こ とに しよ う,

た とえ ば,〈 同 じ豆 腐 を食べ て も,人 に よって 味 の 印象 が 異 なる〉 とい っ

た事 態 に われ わ れ は頻繁 に遭 遇 す る.同 一 の対 象 に対 して,認 識 が 多種 多

様 で あ る こ とか ら,わ れ わ れ は,こ れ らの認 識 が 各個 人の心 理 的 な領域 に

属 す る もの で あ る,と 考 える よ うに誘 われ る.こ う して まず,表 象 と事 物

は,認 識 と認 識対 象 とい う資格 にお い て乖 離 され る だ ろ う.

この認 識 論 的乖 離 に は,さ らに 同時 に,ほ かの 二 つ の乖 離 が 随 伴 し うる.

す な わ ち,ひ とた び心 の 領域 に持 ち込 まれ た 豆 腐 は,物 体 の 本 質 で あ る

延 長 を放 棄 し,さ ま ざ まな精 神 的特 質 を獲得 す る こ とで,「 豆 腐 それ 自体」

か ら本 質 的 に も乖 離 され る.あ る種 の 空 間 的乖 離 もまた,こ の 本 質 的乖 離

に含 まれ る と言 え よ う.事 物 の表 象 は,事 物 か ら空 間 的 に引 き剥が され る

に と どま らず,非 延 長 の 心理 的存 在 と して,空 間そ の ものか ら締 め 出 され

るか らで あ る.
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最 後 に,素 朴 な 因果 的 直観 か ら,こ の心 的状 態 が 「豆 腐 そ れ 自体 」 に よっ

て,あ るい は この 「豆腐 そ れ 自体」 を起 点 とす る認 識論 的因 果経 路 の終 着

点 とみ な され た脳(こ れ も また事 物 で あ る)に よっ て 産 出 され た もの だ,

とい う考 え に至 る な らば,今 度 は 因果 的 に も乖 離 され る こ とに なる.生 み

出す もの と生 み 出 され た もの は,通 常 同 じもので はあ りえ ない とみ な され

るか らで あ る.

念 の た め述 べ てお け ば,こ れ ら三 種 の乖 離 は互 い に独 立 な もの とみ な し

うる.認 識 と認 識対 象が 別 な もので あ る とい うこ とは,必 ず しも.… 方 が

他 方 を産 出す る こ とを含 意 しな い し(た とえ ばあ る種 の平 行 論),両 者 の

本 質 が異 な る こ と も含 意 しな い(た とえ ば反 省 的認 識).上 に見 た よ うな,

これ らが 互 い に増 強 しあ って三 重 に乖 離 が 施 され る ケー スは,最 も極端 な

例 で あ る と言 え る だ ろ う.

さて,こ の よ うに して,い った ん乖 離 が 果 た され,「 豆 腐 の 認 識 」 な る

もの を人数 分 複製 して,そ れぞ れ を各個 人の 私秘 的 な領域 に配 給 して し ま

う と,も う 「豆腐 そ れ 自体 」 の 側 に は,ほ とん ど抽 象 的 な 同一 性 を担 保す

る役 回 りしか残 され ない こ とに なる.〈 同 じ豆 腐 〉が 人 に よって 美 味 しか っ

た り不 味 か っ た りす る とい う事 態 の うち に,同 一性 と差 異 性 が あ る仕 方 で

共存 して いる こ とは確 か であ る.そ こか ら,同 一 性 を担 う基 体 と,差 異性

を担 う基 体 を数 的 に 区 別す る とい う誘 惑 が 生 じるの も また確 か か も しれ な

い.し か し,ベ ル ク ソ ンに従 う な ら,こ の誘 惑 は,原 理 的 に回 避不 能 な類

の もの で は な い.

2.イ マ ー ジ ュ と乖 離

とこ ろ で,イ マ ー ジ ュの 導 入 は,「 表 象」 と 「事 物 」 の乖 離 を退 け る こ

とを眼 目 と して い るか ら,当 然,結 果 的 に,上 記 の 三種 の乖 離 を こ とご と

く退 け る こ とにな る.第 一 に,事 物 の表 象 は,表 象 され て い る事 物 に同一

で あ る.イ マ ー ジュが 指示 す るの は 他 な らぬ この 同一 者 と しての 表 象=事

物,言 い換 えれば 「観念論 と実在論 とが,物 質をその存在 と現象へ と分

離 した,そ の 分離 以前 の物 質」(MM2)で あ る か ら,イ マ ー ジュ を仮 定 す

る こ とは,た だ ち に,認 識 論 的乖 離 を退 け る こ とであ る.

N工 工一Electron■cL■braryServ■ce



TheSocietyofPhilosophyofTokyoMetropolitanUniversity

42 哲学誌47号

第 二 に,事 物 と して の脳 が,表 象 を産 出す るの で は ない.イ マ ー ジュ を

仮 定 す る な ら,こ れ もた だ,空 間的 な包 括 関係 に よって 明 らか な こ とで あ

る.部 屋 の うち に置 か れ て い る脳 が この部 屋 を産 出す る こ とは で きない の

は 自明 で あ る.「 知 覚 が,脳 か ら出 て くるすべ はな い.と い うの も,脳 は,

他 の イマ ー ジュ 同様一 つ の イマ ー ジュで あ り,他 の イマ ー ジ ュ群 に包 み 囲

まれ てい るの で あ るか ら.含 む ものが 含 まれ る もの か ら出 て くる とい うの

は不条 理 に他 な る まい 」(MM39)2.イ マ ー ジ ュ は因果 的乖 離 を退 け る・

第 三 に,表 象 と事 物 が 本性 を異 にす る と考 え る必 要 もない.イ マ ー ジュ

は二 次 性 質 を担 い,か つ,延 長 物 と して 空 間内 に実 在 す る.「 対 象 は そ れ

自体 にお い て存 在 し,ま た,他 方 で,対 象 はそ れ 自体 にお い て わ れ われ が

知覚 す る とお り生彩 に富 ん でpittoresqueい る.こ れ は イマ ー ジュで あ るが,

そ れ 自体 に おい て 存在 す る イマ ー ジュ なの で あ る」(MM2).

た だ し,こ こで勘 違 い して は な らない の は,上 に挙 げ た 三 つ の 論 点 は,

イマ ー ジ ュの導 入の 結 果 成立 す る描 像 を記 述 す る もので あ って,決 して乖

離 の 不 在 を正 当化 す る根拠 と して 持 ち出 され て い る もの で はな い,と い う

こ とで あ る.と りわ け,第 二 の論 点,す な わ ち脳 が表 象 を産 出 し得 ない こ

とを,含 む ・含 まれ る連 関 の不 条 理 に よ って指 摘 す る論 点1よ テ キ ス トに

頻 繁 に登 場 す るが ゆ え に,十 分 な注 意 が必 要 で あ る.こ の記 述 に よっ て,

ベ ル ク ソ ンが,帰 謬 法 に よ る イ マ ー ジ ュ の正 当 化 を 行 っ て い る と読 む こ

とはで きない.そ して 実 際 に は,次 節 で 見 る よ うに,ベ ル ク ソ ンは脳 が表

象 を産 出す る とい う考 えが不 適 切 で あ る こ とを,こ れ とは独 立 の正 当化 に

よっ て論 じて い る3.

あ るい は イマー ジュ論 は,前 哲 学 的 な地平 に 出発 点 を置 くもの で あ る以

上,そ もそ も正 当化 は必 要 ない,と 考 え られ るか も しれ ない、 だが,事 態

はそ れ ほ ど単 純 で も ない.実 際 に は,「 物 質 と記 憶 』 第 一 章 は,仮 定 と し

2「 物質的世 界の一一部をな してい るのが脳 なのであって,物 質的世界が脳の一 部をな して いる

のではない」(MMI3).

3た だ し,後 に検討す るこの正 当化 は,『 物 質 と記憶』 第一・章 の終 わ りで,依 然 と して.「 直

接的検証 」ではない とされてい る(MM78).
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ての イマ ー ジ ュか ら出発 して,純 粋 知覚 論 とい う理 論 的 な主張 を展 開す る

議 論構 成 に な って い るか らで あ る.

純 粋 知 覚 論 の 主 旨 は,イ マ ー ジ ュ の う ち に 「没 人 格 的 な 基 底fond

impersonnelが あ り,そ こ で 知 覚 と知 覚 され た 対 象 は … 致 して い る とい う

こ と,そ して この基 底 は外 在 性 そ の もの であ る こ と」(MM69)を 示 し,「人

格 的偶 有性 は,こ の没 人格 的 な知覚 に接 木 され て い る とい うこ と,こ の 没

人格 的 な知 覚 が 事 物 につ いて の わ れ わ れ の 認 識 の基 礎baseそ の もの にあ

る こ と」(MM30)を 確 立 す る こ とにあ る.

純 粋 知 覚 論が(記 憶 を捨 象 した)知 覚 と対 象 との一致 を示 す こ とを 目指

す 以上,乖 離 か らの 脱却 は,単 に仮 定 され るの で は な く,理 論 的 に正 当化

され な けれ ば な らない.こ の 議論 は 同時 に,知 覚 とは 本性 を異 にす る もの

と しての記 憶 を認 め る主 張 を準備 し,純 粋 記憶 論 へ と接 続 して い くとい う

意 味 で,『 物 質 と記憶 』 とい う書物 の 全 体 に と って も本 質 的 な契 機 をな し

て い る4.

『物 質 と記憶 』 第 一章 の独 特 の 難 解 さ は,こ う した大 きな議 論枠 組 み の

中 に 位 置 づ け られ るべ き個 別 の論 点 が,必 ず し も しか るべ き論理 的 な秩

序 に従 って 配列 され て い ない よ うに見 え る点 か ら来 る.詳 細 な テ キ ス ト注

釈 に よっ て,こ の無 秩 序 が 見 か け上 の もの で あ る こ とは示 され うるだ ろ う

が,さ しあ た り本稿 に とって の課 題 は,テ キ ス トの順 序 に とらわれず,問

題 の 要求 す る構 造 的秩 序 に沿 っ て,論 述 を再構 成 す る こ とで あ る.わ れ わ

れの 分節 化 が正 しけれ ば ベ ル クソ ンが イマー ジ ュ仮 説 か ら出発 す る こ と

に よっ て 意図 して いた こ とは,正 確 に は,乖 離 を前 提 と しな い地 点 に 身 を

置 くこ とで あ り,乖 離 を論 駁 す る地点 に身 を置 くこ とで は な い.だ か らこ

そ イマ ー ジ ュ を前提 に した うえで,な お,諸 々の乖 離 につ い て実 質的 な批

判が 可 能 で あ り,必 要 で あ り,そ して現 に な され て い るの であ る.こ れ ら

4な お,本 稿 では記憶 論には 疏ち人る余裕が ない ため.簡 単に触れ てお くこと しかで きないが,

乖離 か らの脱却 とい うこのモチ ーフは.知 覚 のみにかかわ るわけでは ない,イ マ ー ジュは,知

覚 と記憶 の混 合物であ る.]E確 に言えば.イ マ ー ジュの うち に,知 覚の取 り分 と記憶の取 り分

を見定めて,そ のhで.イ マー ジュが.知 覚の取 り分においては.物 質 と合致 し(純 粋 知覚論),

記憶の取 り分においては,過 去 と合致す る(純 粋記憶論)こ とを示す.過 去それ 自体 と記憶 と

の乖離 を退け ることは.記 憶 論に,き わめ て興味深い問題系 を切 り開 くもので ある.
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の論点の検討が 次節以降の課題 となる5.

3.因 果的乖離 と本質的乖離の否定

まず は,因 果的 乖離 の否 定 か ら見 てお く.脳 に よる表 象 の 産 出 を否 定す

る議 論 は,生 理 ・生物 学 的考 察 に基づ くもの で あ り,明 快 で あ る.

「脳 の構 造 と脊 髄 の構 造 を比 較 してみ る だ け で,脳 の機 能 と脊 髄 神 経 系

の 反射 活動 との 間 には複 雑 さの差 異 が あ るの み で,本 性 上 の 差異 は な い

こ とを納 得 す るの に十分 だ ろ う,実 際 反射 活 動 にお い て は,何 が生 じ

るか?刺 激 に よっ て伝 達 され る求 心 運 動 は,脊 髄 の神 経 細 胞 を介 して,

即 座 に筋 肉収 縮 を引 き起 こす遠 心 運 動 へ と反射 され る.他 方,脳 神 経 系

の機 能 は ど うか?末 梢 か らの刺 激 は,脊 髄 の運 動 細 胞 に直 接伝 播 され て

筋 肉 に必 然 的 な収縮 を強 い る代 わ りに,ま ず 脳 へ と上 昇 し,つ い で,反

射 運 動 の際 に 介 入 した の と同 じ脊 髄 の運 動 細 胞 に降 りて くる,… … 刺

激 が,こ の過 程 か ら,事 物 の表 象 に転 化す る神 秘 的 な 力 を汲 み取 る な ど

とい う こ とは}私 に は理 解 不 能 で あ る し,今 後 も理 解 で きそ うに な い」

(MM25).「 脳 は,そ れ が受 け取 る もの に,何 も付 け加 え ない」(MM26).

「要 す る に,神 経 系 に は,表 象 を製 作 す るの に,あ るい は準備 す るの に

さえ,役 立 つ よ うな いか な る装置 もない」(MM27).

興 味深 い の は,認 識 経 路 の生 理 的 因果 的説 明 をす るに際 して,ベ ル クソ

ンが 初 め か ら,入 力 系統(求 心 ・感 覚 神経 系)に あ わせ て,出 力系 統(遠 心 ・

運 動 神経 系)ま で含 め て考 察 して い る点 で あ る.一 般 に,伝 統 的認 識 論 に

5と ころで,認 識論的乖離 を退け,ひ とまず一 元論的な地な ら しをする道具立て としてみれ ば

イマー ジュは,大 森荘蔵が 「立ち現れ」と呼ぶ ものにい くらか 似ている(「心 身問題,そ の一答案⊥

『流れ とよどみ 哲学断章 』 所収,産 業図書,198D.し か し,イ マー ジュの導入 は.ベ

ル クソンに とって出発点であって,到 達点ではない.ベ ルクソンは イマ ージュの導入 によって ,

いったん伝統 的な二元論的乖離の構 図をご破算 に した うえで,新 た な二 元論 の線 引 きを企画 し

ているのである.知 覚 と記憶の 二元論で ある.こ の点について は本稿 の範 囲を超 え るが,し か

し本稿の扱 う範囲で も.両 者 の相違 は見逃す こ とがで きない ものであ る.
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お い て は,脳 が 因果 経路 の末 尾 に位 置す る と想 定 され る場 合が 多い.し か

し,ベ ル ク ソ ンの 見地 か らす れ ば,こ れ は,さ ま ざ まな予 断 に基 づ く,目

的 論 的 な視 野狭 窄 の 典 型 で あ る.

実際 に は,下 等 生 物 か ら,人 間 にい た る まで,特 定 の 刺 激 入力 と,特 定

の 身体 運動 の 出力 との 間 に は,自 動 的必 然 的 な連 結 が 見 られ る.ベ ル クソ

ンの 言 う 「感 覚 一運 動 機 構imecanrsmesensori-moteur」 とは.習 慣 に よ っ

て形 成 され た,感 覚 性 入力 と運 動性 出 力 との 自動 的連 合 回路 の こ とで あ る.

注 目 して お きたい の は,こ の 感覚 一運 動 機構 に よって,外 界か ら得 られ た

刺 激 が,中 枢 を経 由 して,運 動 へ と伝 え られ る際 に,こ の伝 達 を表 現 す る

語 と して,ベ ル ク ソ ンは 「引 き継 ぎ ・引 き伸 ば しprolonger/continuer」 と

い う語 彙 を頻 繁 に用 い る点 で あ る.こ れ は,神 経 中枢(脳 や 脊髄)を,(通

常 そ う考 え られ る よ うに)… 種 の 「折 り返 し点 」 と して で は な く,む し

ろそ こ を順 当 な作 用伝 播 が滞 りな く通 過 して い く,単 な る 「通 路Shemin」

(MM33),「 伝 導 体conducteur」(MM82).「 通 過 地 点 」(MM77,]69)と し

て 考 え る可 能性 を示 唆 して い る.こ れ が 実 はベ ル ク ソ ンに よる知覚 発 生

の説 明 に大 き く寄 与 して い るの だ が,こ の点 につ い て は,以 下 第5節 で 〈反

射 〉 と して の知 覚 を検 討 す る際 に再 び採 り上 げ る こ とに した い.こ こで確

認す べ きこ とは,脳 に他 の 物 質 に は な い特 異 性 が 備 わ る と して も,そ れ は

作 用 連鎖 の 「末 端」 や 「折 り返 し点 」 に位置 す る とい うこ とで は ない,と

い う点 で あ る.

次 に,本 質的乖 離 を否 定す る議 論 に 移 る.表 象 を心 理 的,し たが って非

外 延 的 な もの とみ なす場 合 に は,不 可避 的 に空 間 的乖 離 を伴 うか ら,逆 に

本 質 的乖 離 を認 め る この 立場 か ら知覚 を説 明 す る ため に1よ この 非外 延 的

な表 象 を,空 間座 標 上 の 本来 の場 所 に 局所 化 し直 さな けれ ば な らな い.こ

れ は 「投 射」 の理 論 と呼 ばれ て い る.ベ ル ク ソ ンは,投 射 に よる局所 化 の

不 可 能 性 を指 摘 す る こ とに よって,本 質 的乖 離 を退 け て い る.

「非外 延 的 な感 覚 が,い か に して延 長 した面 を形 成 し,つ い で いか に し

て 身 体 の外 部 へ と投 射 され る とい うの か 」(MM46).「 単 純 で,非 外 延

的 な 内 的諸状 態 の うち には,空 間 内 で特 定 の秩 序 を,他 の秩 序 に もま し
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て選 び取 る理 由 が決 して 見 出 され ない だ ろ う」(MM62).「 これ らの 〔非

外 延 的 な〕 感覚 が,い か に して外 延 を獲 得 す るの か.ま た と りわ け,ひ

とた び権 利上 外 延 が 獲 得 され た と して も,い か に して これ らの 感覚 うち

の特 定 の もの が,空 間 内 の特 定 の 点 を選 ぶ の か 」(MM49)6

こ う して,ベ ルク ソ ンは,感 覚 を純 粋 に非 外 延 的 な もの ・主観 的 な もの

と考 え る発 想 を退 け る7.だ が,す ぐに分 か る よ うに,こ の 議 論 は,依 然

と して消 極 的 な正 当化 に とど まる.感 覚 は質 的 な もの で あ るが,空 間の側

に存 在す る,と い うこ とを積 極 的 なか た ち で主 張 す るに は,他 方 で,科 学

が 記述 す る ような,「 振 動vibration,ebranlement」 「作 用action」 と しての等

質的物 質 と,知 覚 が 示 す よ うな質 的相 貌が,い か に して折 り合 い をつ け ら

れ る のか を解 明 しな けれ ば な らな い,そ の答 え の主 要 な部 分 は,〈 記 憶 力

に よる収 縮 〉 とい う論 点 に基 づ くもの で あ る ため,本 稿 の 守備範 囲 を超 え

るが,知 覚 論 の 内実 を明 らか にす る こ とで,知 覚 論 の範 囲 内 で この 問 題 に

見通 しを与 え る こ とはで きる.本 稿 で は これ を第6節 で扱 う こ とに した.

さ しあ た り,こ こ まで の検 討 を通 じて示 され た こ とは,以 下 の事 柄 で あ

る.表 象 が 事物 に よ って 産 出 され る こ と(因 果 的乖 離)を 否 定 し,ま た,

何 に よっ てで あ れ心 の うち に発 生 す る こ と(本 質 的乖 離)を 否定 す る こ と

で,ど ち らにせ よ表 象 を,事 物 とは数 的 に異 な る,別 個 の もの と して 考 え

6同 じ難 点 は,共 通 感 覚 の 発 生 に ま で 及 ぶ.「 こ の 〔非 外 延 的 と い わ れ る 〕 感 覚 が,い か に し

て 外 延 を 受 け 入 れ る の か.… … こ の 難 点 を 通 過 し て,仮 に 視 覚 的 延 長 が 構 成 さ れ た と し よ う.

今 度 は,こ の 視 覚 的 延 長 が,い か に し て 触 覚 的 延 長 と 合 流 す る の か 」(MM63.64).な お,ベ ル

ク ソ ン は,非 延 長 と 延 長 と の 問 に 「一 連 の 中 間 状 態 」(MM53)を 認 め て お り,そ の 例 と し て 「感

情 的 状 態6tataffectif」(MM53)を 挙 げ て い る.

7な お,感 覚 を 外 延 的 な も の と み な す 論 点 と 相 補 的 な 論 点 と し て,物 質 的 事 物 に 質 を 認 め

る 議 論 が あ る が,紙 幅 の 都 合 で,本 稿 で は こ れ に は 触 れ な い.と こ ろ でMullarkeyは,感 覚

に 延 長 を 認 め る こ う し た ベ ル ク ソ ン の 立 場 を,「 ラ デ ィ カ ル な 外 在 主義 」 と 呼 ん で い る(J.

Mullarkey,β`・ η禦θη召'～4勘 〃でλ鰐7卵,NotreDame,1999.p.33.).ま た,Lawlorは,イ マ ー ジ ュ を そ

の り の 特 徴 づ け に お い て 分 析 して い る が,そ の は じ め の 二つ,「 外 延 性 」 と 「現 前 性 」 に お い て,

そ れ ぞ れ 主 観 性 か ら の 差 異 化,客 観 性 か ら の 差 異 化 を 指 摘 す る か た ち で,こ の 論 点 に 触 れ つ

つ.「 イ マ ー ジ ュ 」 と い う 語 の 選 択 理 由 に つ い て,(彼 が イ マ ー ジ ュ の 第 三の 特 徴 づ け と み な す)

「芸 術 」 の 観 点 か ら,Filonenkoと は ま た 違 っ た 考 察 を 示 し て い る.(L,Lawlor,ThyC1'θ1'6'～g8`～ プ

翫'1僻 θ'～五槻,Continuum,2003,pp.Off.;A.Filonenka,BP'1年 写θ刀,LesEditionduCerf,1994,p.218.).
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る こ とが退 け られ る こ とに な る.こ の こ とに よって,事 物 か ら(増 加 の 途

で は な く)「 減 少 の 途 」 に よって 知 覚 を 見 出す とい うベ ル クソ ン的 知 覚 論

へ の道 筋 が準 備 され た こ とに なる.

「仮 に,知 覚 の う ち に,物 質 以 上 の ものが あ れ ば,… …物 質 か ら知 覚

へ の移 行 は,解 きが た い神秘 に包 まれ た ま まに な るだ ろ う.し か し,物

質か ら知 覚へ,減 少 の途 に よ って移 行 す る こ とが で きる の あれ ば,…...

事 態 は 同様 で は ない 」(傍 点引 用 者,MM32)

4.作 用 の 〈縮 減 〉 知覚の質料的条件

で は,い よい よベ ル ク ソ ン知 覚 論 の本 題 に入 る こ とに しよ う.ベ ル ク ソ

ン 自身 は,知 覚 の 成立 につ い て,ど の よ うな積 極 的 な説 明 を与 え てい るの

か.最 初 の問 題 は,知 覚 の 質料 的 な条件 とは何 か,で あ る.こ こで は まず

先 に,テ キ ス トを引 い てお きた い.

「純 粋 知 覚 と 物 質 の 関 係 は,部 分 と 全 体 の 関 係 に 他 な ら な い 」

(MM74-75).

「私 の知 覚 は,諸 イマー ジ ュの総 体 の うち に,影 な り反射 な りの か た ち で。

私 の身 体 の潜 在 的 ない し可 能 的 な行 動 〔作 用 〕 を描 出 して い る」(MMI6>、

こ こで は問題 を二 つ に絞 りた い.ま ず,知 覚 が物 質 の 「部分 」 で あ る と

は,こ れ が単 な る比喩 で ない とす れ ば,正 確 に は,ど の よ うに解 す れ ば よ

い のか.次 に,物 質 レベ ルの 作 用 一反作 用 と,認 知 レベ ルで の刺 激 一反 応

との結 びつ きを,ど の よ うに理 解す べ きなの か,

これ らの点 を解 明 す るに は,具 体 的 な モ デ ルの検 討 に よっ て,純 粋 知 覚

論 を肉付 け して い く作業 が不 可 欠 で あ る.そ こで,こ こで は,ま ず,知 覚

発 生過 程 に関 す る,ひ とつの 一般 的(と 思 われ る)説 明 モ デ ル を採 り上 げ

た い.

(モデル)対 象が視覚 的に知覚 されるとき,光 源か ら発す る光が対象に反
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射 して,わ れ われの眼 に至 り,そ の視覚刺 激 は視 神経 を通 じて脳 にい たる.

次 に,こ のモデルに順 次修正拡張 を施すか たちで,純 粋知覚論 における

知覚発生の質料 的条件 を提示 してい く.

(1)第 一 に,眼 とい う感 覚 器官 に は,可 視 波 長 の 電磁 波 の み が 到 達 す る

わ けで は な い とい う こ とを忘 れ て は な らな い.可 視波 長 の電 磁波 が われ

われ の眼 球 に達 す る多 くの場 合 に は,紫 外 線 な ど他 の電磁 波 も また達 し

てい るか ら,実 際 に は よ り多 くの物 理 的 「入 力」 が あ る はず で あ る.そ

して この 入 力 も作 用 で あ る か ぎ り,物 理 的 な反作 用 を引 き起 こす.そ の

顕著 な一 例 と して,紫 外 線 の長 期 にわ た る被曝 は われ わ れ の水 晶 体 の細

胞 に変 容 を きたす こ とが 挙 げ られ よ う.こ う した こ とは,わ れ わ れ の感

覚 器 官 もまた物 質 で あ り,物 質 で あ るか ぎ りの感 覚 器 官 に受 け取 られ た

作 用 は,自 動 的 に,物 質 と して の反 作 用へ と引 き継 が れ る とい う単 純 な

事 実 を思 い起 こ させ て くれ る.

(2)さ らに,電 磁 波 は,所 定 の 感 覚 器 官 の み に到 達 す る わ け で も な い.

これ も,上 と同様 に単純 な事 実 で あ る が,知 覚 が そ の 質料 に お い て対 象

に部分 的 に合 致 す る こ とを理 解 す る うえで は,等 し く重 要 な論 点 で あ る.

た とえ ば,先 ほ どの紫 外 線 が,身 体 の大 部 分 を覆 う皮膚 に対 して変化 を

もた らす こ とは,わ れ われ が 日常 経 験 す る こ とであ るが,こ の 同 じ皮 膚

には,当 然 可 視 波 長 の電 磁 波 も届 い てお り,し たが って,こ れ に対 す る

反作 用 も またあ る.た だ し,皮 膚 は,こ の電 磁 波 に対 して,そ れ が可 視

波 長 で あ る限 りにお いて とるべ き固 有 の 反作 用 を持 た な いの で あ る.

(3)多 くの場 合電 磁 波 は,当 該 の対 象 の 方 向 か らの み到 達 す る わ け で は

ない.こ の こ とは,わ れ われ の 身体 が,四 方 八 方物 質 に取 り囲 まれて お り,

絶 えず これ ら との 問 で作 用 を受 け て は返 しつ つ 存 在 して い る,と い う こ

と,ま た,対 象 とな って い る事 物 も また,そ れ 自体 同様 の作 用 に取 り囲

まれ そ の通 過 点 と して 存 在 して い る,と い うこ と,そ して 問題 と され て

い る知 覚 刺 激 は,こ の膨 大 な作 用連 関 の 中の.ご くわず か な もの に よっ

て担 われ て い る に過 ぎな い こ と,を 理 解 させ る.は じめ の モ デ ル は,問

題 の視 覚刺 激 が わ れ われ を取 り巻 く電磁 波 の うち,当 該 の対 象 方面 か
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ら届 くもの,さ らにそ の うち,他 の 身体 部 位 で は な く眼球 に到 達 した も

の,さ ら にそ の う ち.波 長 が03pmか ら0 .8pm程 度 の もの に過 ぎな い

こ とを,十 分 な仕方 で は示 さない点 で,あ る種 の 目的 論 的視 野狭 窄 に陥 っ

た描 像 で あ る と言 え る.有 意 な視 覚 情 報 と して大 脳 に到 達 す るの は,そ

こに現 前 す る作 用 の全 体 か ら見れ ば.き わめ て わず か な部分 に過 ぎない、

(4)脳 が終 点 で は ない,と い う点.大 脳 に まで至 りつ くこ との で きた選

ばれ た作 用 が,知 覚 だ とい うの で は ない(後 者 が 前者 の 「関 数」(MM17)

で あ るに して も)8.「 つ まる とこ ろ,私 が 表 象 して い るの は,脳 内 の分

子 運 動 以外 の な に もの で もない … … この 命題 に,わ ず か で も意 味が あ る

だ ろ うか 」(MM17).こ こで も同 じよ うに,物 質 と して の脳 が ,一一定 の

分 子運 動 を引 き起 こす の み で あ る.そ して,ニ ュー ロ ンの樹 状 突 起 同士

の可 能 な組 み 合 わせ の 中 か らひ とつ の経 路 が 選択 され る と,刺 激 は,今

度 は運 動 神経 を経 由 して,た とえば筋 肉収 縮 とい う作 用へ と引 き継 が れ

て い く.し たが って,わ れ わ れ が知 覚 して 行動 す る とい う回路 も,微 視

的 に見 れ ば,文 字通 り物 質 的 な作 用 ・反作 用 回路 に他 な らず ,こ のか ぎ

りで は,脳 もまた,通 路 に過 ぎな いの で あ る.

この経 路 の 中 に は,徹 頭 徹 尾,作 用 の伝 播 以上 の もの は な い.言 い換 え

れ ば,認 識経 路 に介在 す るすべ て の イマ ー ジュ は,作 用 の伝播 に よっ て緊

密 に結 び合 わ され て い る.否,む しろ,す べ て の イマ ー ジ ュが,「 広 大 無

辺 な宇宙 の うちに伝 播 す る変容 をあ らゆ る方 向 に通 過 させ る,ひ とつ の通

路 に過 ぎな い」(MM33).ベ ル ク ソ ンの純 粋 知 覚 論 の大 きな特 色 は,知 覚 を,

「純 粋 認 識 」(MM24)「 …種 の 観 想 」(MM71)と 考 え るの をや め て,こ の

徹 底 的,か つ 包括 的 に考 え られ た作 用 連 関 の 中 でそ の 成立 を描 こ う とす る

点 にあ る.

しか し,上 に描 い たか ぎ りの条 件 で は,依 然 と して,表 象像 と して の知

覚 は現 れ ない.わ れ われ が知 覚 す る と き,作 用 と して は,そ こで何 が生 じ

て い るか を述 べ た に と ど まる.し か し,す で に触 れ た よ うに,知 覚 表 象 を

8Mullarkeyは,こ の 点 の ベ ル ク ソ ン の 立 場 を ,C.VBorstに 代 表 さ れ る 現 代 の 「同 一 論 」 と

の 対 比 で 考 察 し て い て 興 味 深 い(J ・M・11・・k・y,B・ η阜・・ricurdP/iiln.s・ ～瓶N…eDam・ 」999 ,P.40.)。
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脳 が 新 た に産 出 す る こ とは否 定 され て い る ので あ るか ら,知 覚 の 質料 的 条

件 は これ で 出揃 っ て い る.

5.〈 反 射 〉 生彩ある知覚の発生

次 に検 討 す べ きは,〈 反 射 〉 とい う概 念 で あ る.こ れが 知 覚 発 生 の い わ

ば形 相 的条件 をなす.

「生物 は,外 的 な作 用 の うち,無 関心 な もの は い わ ば通 過 させ る.そ の

とき他 の作 用 は,孤 立 化 され て,「知 覚 」 にな る だ ろ う,そ れ はあ た か も,

事物 の表 面 か ら発 す る光,絶 えず伝 播 され て い るが,決 して顕 現 す る こ

との なか った光 を,わ れ われ が 事物 の表 面 へ と反射 させ て い るか の よ う

で あ ろ う」(MM33)「 したが って 事物 につ い て の わ れ わ れ の表 象 は,要

す るに,事 物 が われ わ れ の 自由 にぶつ か りに きて,反 射 す る と ころか ら

生 まれ る とい え よ う」(MM34).

ベ ル クソ ンは この よう に,知 覚 を 〈反 射 〉 と して規 定 して い る.し か し,

他 方 で,ベ ル ク ソ ンは知覚 の く投 射 〉 モ デ ル を一貫 して批 判 して い た.し

たが って 〈反射 〉 を理 解 す る うえで は,こ れが 〈投 射 〉 とは,正 確 に言 っ

て,い か な る点 で異 な るの か を踏 ま え る こ とが 重要 で あ る.ま た,同 じ く

知 覚 を論 じる語 彙 と して用 い られ る,作 用 に対 す る 〈反作 用 〔反 応 〕〉 と

い う概 念 も,合 わせ て対比 させ てお くべ きだ ろ う.

脳 は,そ れ が作 用 の 通過 点 に過 ぎない 限 りにお い て は,他 の物 質 と変 わ

らない一 つ の物 質で あ る.そ して そ の役 割 は,す で に触 れ た よ うに,与 え

られ た作 用 を単 に 「引 き継 ぐ」 点 に存 してい る.そ してそ の か ぎ り,表 象

像 が発 生 しない こ とは明 らか で あ る.

と ころ で,所 与 の 刺 激 に対 して,身 体 が と り うる 行動 パ タ ンの ス トッ

ク(組 織 され た運 動 メ カニ ズ ム)が 複 数 あ る場 合,脳 は明 らか に,こ れ ら

複 数 の経路 問 の選択 の器 官 と して機 能 して い る.こ れ が,そ して これ のみ

が,脳 が他 の 物 質 に対 して持 ち うる 「特 権 」 で あ る.そ の場 合,も はや 作

用 は,自 動 的 ・必 然 的 な仕 方 で は継 承 され な い.す る と,刺 激 が脳 に至 り
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つ きなが らも,そ こで 「阻害 され 」(MM29),「 生 まれ つ つ あ る 複 数 の 作

用へ と発 散 して」(MM29),即 座 に 目に見 え る運 動 へ と引 き継 が れ な い こ

とが あ りうる とい う こ とに な る.こ こに は,単 な る物 質 と して の 必然 的 な

応 答 が 見 られ ない とい う意 味 で の 「自 由」,あ る い は 「非 決 定 性 」 が 介 在

す る.知 覚 が 発生 す るの は,ま さに この と き,事 物 か らの作 用伝 播 が,こ

の 自由 に 「ぶつ か る」 ときなの で あ るy

一条件 を整 理 してみ よ う.

刺 激 が 脳 を経 由 したか ら とい って,単 に反 作用 へ と引 き継 が れ るだ け な

らば,や は りそ こに表 象 の生 まれ る余地 は ない.知 覚 が 生 じるの は,届 け

られ た作 用 が,脳 か ら運動 へ と継 承 され ず,脳 内 で いわ ば発 散 す る と きで

あ る.し か し,脳 が 知 覚 を産 出す る こ とは,脳 の生 理 学 的 な機 能 か ら して

否 定 された.ま た,心 の側 で成 立 した非 外 延 的 な表 象 が投 射 され る とい う

こ とも,そ れが どの ように して 空 間 内の 指 定 の位 置 に局所 化 され るのか 説

明不 能 で あ るが ゆ え に,否 定 され た.と す れ ば結 局,知 覚 は対 象 の側 で 生

じる と考 えな くて は な らな い.し か し,脳 に まで至 った作 用 の伝 播 が,こ

こで折 り返 して,対 象 の側 に戻 るわ け で もない.そ の よ うな経路 は存 在 し

ない か らで あ る.ベ ル ク ソ ンが この く反 射 〉 を 「見 か け 上」(MM47)の

もの であ る と述 べ るの もそれ ゆ えで あ る.と す る と,事 物 か ら脳 へ と届 い

た刺 激 が,引 き続 く反作 用 へ と連絡 され ない と き,そ の 中断 とい う事 態 に

対応 づ け られ る当 の事 物 そ の もの が,ま さに知 覚 で あ る とい う こ とにな る.

ま さに この 事態 を指 して,ベ ル ク ソ ンは 「反射 」 とい う表 現 を用 い てい る

と理 解 すべ きであ ろ う.

9知 覚 は,反 作用が実現 され る場 合 には,生 彩 あ る もの としては発牛.しない,逆 に,反 作用

が 可能 であるに もかかわ らず。実現 されず,単 に 可能 に とどまる場 合には.知 覚 は生彩 あるも

の と して発生する.と,こ う して 考えると,で は,反 作 用が不i7能 であ る場合 には どうなるの

か,と い う疑問がわいて くる.し か し,い か なる反作 用 も不 可能であ る場合 とい うのは,実 は

存在 しない.た とえば.わ れわれは.超1碧 皮に対す る聴覚 的な反応の ス トックを持 ち合 わせて

いないが,だ か らといって.超k .1波に対 して反作用が 不可能 であるわけで はない.わ れわれは.

聴覚 器官 である前に物質であ るか らで ある.作 用を伝 導す る基盤 と しての物質 世界に,わ れわ

れの身体 もまた物 質 と して帰属 しているこ とが,知 覚 の質料的 条件 となって いるこ とを,こ こ

で も忘れてはな らない.
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したが っ て,こ の 〈反 射 〉 は,因 果 的 な意 味 に と られ て は な らな い し,

心 理 的構 成 物 の空 間へ の 「投 射 」ともは っ き り区別 され な け れ ば な らな い.

知 覚 の 質料 的 条件 が 徹 頭徹 尾 因果 的 な仕 方 で提 示 され るの に対 して,生 彩

あ る もの と して の知 覚 の発 生 が,非 因 果 的 で あ る と同時 に,脱 心 理 的 な仕

方 で 説 明 され て い る点 に,純 粋 知 覚 論 の最 大 の特 徴 が あ る.

「じっ さい に は,意 識 の 中 で形 成 され て の ち にPへ と投 射 され る よ う

な,非 外 延 的 イマ ー ジ ュな どは存 在 しな い.本 当 は,点Pも,そ れが 発

す る光 線 も,網 膜 も,か か わ りの あ る神 経 要 素 も,緊 密 に結 び合 った全

体 をなす の で あ り,発 光 点Pは この全 体 の 一部 をな して い て,Pの イマ ー

ジ ュが形 成 され知 覚 され る の は,他 の場 所 で はな く,ま さ にPに お い て

なの だ」(MM41).

6.〈 関 連 付 け 〉 中心化 された物質 としての知覚

〈縮 減 〉 は,純 粋 知覚 が 物 質 の 部分 に,質 料 的 に 同一 で あ る こ とを示 す.

純 粋 知覚 とは,空 間 内 に実在 す る電 磁 波 や音 波 を,た だ しそ の ご く一 部 を

素 材 と し,そ して それ のみ を素 材 とす る.

〈反射 〉 は,知 覚 が そ の素 材 が 存 在 す る の と同 じ場 所 に局所 化 され る こ

とを示 す.知 覚 は,物 質 を素 材 と しなが ら,他 所 で は な く,物 質 の置 か れ

る その場 所 に生起 す る.と す れ ば,知 覚 と物 質 とは,ま さに異 な る相 貌 の

も とに現 れ た紛 れ もな い同 一物 であ る,と い うこ とにな ろ う.

最 後 の 論点 が こ こ に現 れ る.同 一 イマ ー ジュへ の,知 覚 と物 質 の二 重帰

属 で あ る.こ こで ようや く,認 識 の相 対 性 に基 づ く認識 論 的 乖離 が,議 論

の組 上 に上 る10知 覚 と物 質が 同 一物 に二 重 帰 属 す るな らば 無 数 の 知覚

が この 同一物 に多 重 帰 属 で きな けれ ば な らな い.科 学 が提 示 す る物 質 は 唯

10こ れに対 し,錯 覚 に基づ く認識論的乖離 につ いては.一般 的には.「錯覚論法」 と名づけ られ,

表 象 と事物 の乖離 を引 き起 こす主要 な論点 とみ な され るに もかか らず,ベ ルク ソン知覚 論にお

けるその扱いは,き わめて シンプルである.そ れは,錯 覚が記憶 に基づ くものであ るか らであ る.

「あ らゆる錯覚は,知 覚 に混 入す る記憶 に由来す る」(MM30;cf.MM4i).
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一であ るの に,そ の 同 じ事物 につ い ての われわ れの認識 が 多様で あ る ことは,

揺 るが しが た い事実 だか らで あ る.し たが って,知 覚 と物 質 との 関係 を問 う

こ とは,同 一・物 に多重 に帰属 しうる もの と,同 一物 に一一重 に しか帰属 しえ な

い もの とが,と もに同…物 に帰属 す る とい う関係 を問 う ことなので あ る.

と もす れ ば,同 じ場 所 に,い わ ば 「重 ね描 き」 され る,と で も言 って 済

ませ る ほか な い ように思 われ る,こ の知 覚 と物 質 の関 係 につ い て,ベ ル ク

ソ ンは,は っ き りと構 造 的 な水 準 で識 別 規 定 を与 えて い る.こ の規 定 を確

認 して,稿 を閉 じる こ とに した い.

第 一 に,〈 関連 付 け〉 とい う概 念 で あ る.こ の概 念 は,随 伴す る 〈中心 〉

お よび 〈シス テム〉 の概 念 同様,テ キ ス トの比 較 的 冒頭 に出現 す る に もか

か わ らず,〈 縮 減 〉 と 〈反射 〉 の理 論 の展 望 の 下 で,は じめ て正 当 な 意味

で理解 され うる よ うに思 わ れ る.知 覚 とは,あ る事 物 が,あ る他 の事物 に

関 連付 け られ る限 りにお け るTそ の事物 の こ とを意 味 す るわ け であ る.

「私 が 「物 質 」 と呼 ぶ の は,諸 々 の イマ ー ジ ュ の 総 体 の こ とで あ り,「 物

質 の 知 覚 」 と呼 ぶ の は,あ る特 定 の イ マ ー ジ ュ,す な わ ち 私 の 身 体 の 可

能 的 作 用 に 関 連 付 け られ たrapportees,こ れ ら 同 じ イ マ ー ジ ュ の こ とで

あ る 」(傍 点 引 用 者,MMI7).

一 方 で は,イ マ ー ジュ の総 体 が,「 そ れ 自身 に関連 付 け られ て」(傍 点 引

用者,MM20)考 察 され る,こ れ が科 学 が扱 う 「物 質」 の世 界 で あ り,そ

こ に は特 権 的 な 「中心 が な い 」(MM22).し た が っ て,そ こ に は 原 理 的

に,一 通 りの脱 中心 化 の され 方 しか な い.

他 方 で は,こ の 同 じイマー ジュ群 が,そ の 中の あ る特 定 の イマ ー ジ ュに

関連 付 け られ る.こ れ は,中 心 な き物 質 の総 体 の うち に,基 準 点 と して の

中心 を設置 す る こ とを意 味 す る.し た が っ て,そ こに は原理 的 に,多 様 な

中心 化 の され 方が 存 在す る.

ベ ル クソ ンは,こ の よ うに 区別 され た全 体 の 各 々を.〈 シス テ ム〉 の名

で 呼 ん で い る.つ ま り,同 じ諸 項 か ら構 成 され る全体 につ い て,諸 項 間の 〈関

連付 け〉 の 見 立 て方 に応 じて,諸 シ ステ ムが 区 別 され る とい う点 が,と り
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わ け重 要 で あ る.

「同 じイマ ー ジ ュ群 が,同 時 に,二 つ の異 な る シ ス テ ム に帰 属 し うる

… …一 方 の シス テ ムは科 学 に属 し,そ こで は 各 々の イマ ー ジュ は,そ れ

自身 にの み 関連 付 け られ る… ….他 方 の シ ステ ム は意 識 の 世 界 で あ り,

そ こで はすべ て の イマ ー ジュが,あ る中心 的 な イマ ー ジ ュ… … に よって

規 則づ け られ,そ の変 動 に付 き従 って い る」(MM21).

最 後 に,〈 知 覚 とは,中 心 化 され た関 連 付 け の相 の も とに み られ た物 質

であ る〉 とい う この 規 定 も,先 に見 た 〈縮 減 〉 と 〈反射 〉 の 条件 の下 で 機

能す る こ とを忘 れ て は な らない,任 意 の イマ ー ジ ュを 中心 とみ なす だ けで,

生彩 あ る もの と して の知 覚 が 成 立す る とは限 らな いか らで あ る.中 心 とみ

な され た この イマー ジ ュが 単 な る物 質 で あ る場 合 に は,あ るい は,身 体 で

あ って もそ れ が単 な る物 質 と して 見 られ る限 りにお い て は,そ こに は作 用

の 自動 的 な連 絡継 承 しか ない以 上,こ の 中心 化 は,は じめの シ ステ ム に対

して,質 料 的 に も形 相 的 に も,何 の変 化 も もた ら さない.そ こにあ るの は

い わ ば,「 潜 在 的 ・中和 され た 表象 」(MM33)に 過 ぎない ・

しか し,原 点 と して取 られ た この イマ ー ジ ュが わ れ わ れ の 身 体 で あ る

場 合 には,か つ,こ の身 体 が 単 な る物 質 と してで はな く,感 覚 一運 動 装 置

と して 見 られ る限 りに お いて は,事 情 が 異 な る.そ こ には 感覚 一運動 装 置

と しての 身体 が反 応 しうるか ぎ りで の作 用 の み を残 して,作 用 全 般 の大 幅

な 〈縮 減 〉 が 見 られ,さ らに,脳 とい う,き わめ て高 度 に複雑 化 した伝 達

経 路 の 介在 に よっ て,一 定 の刺 激 が 必 ず しも即 座 に反作 用 へ と引 き継 が れ

ず 中絶 す る可 能性 が 出て くる(わ れわ れ の 自由 に よ る 〈反 射 〉)が ゆ えに

物 質の場 合 と違 って今 度 は,こ の 中心 化 に よっ て,シ ス テ ム全体 の相 貌 が

一転 す る こ とに な るll .生 彩 あ る知 覚 は,こ う して,物 質 の シ ステ ム に

共帰 属 す るので あ る.

11も ちろん,〈 中心〉,〈縮減〉,〈反射〉 といった語群は,あ くまで システム相関的 な意味 に解

されなければ な らない.実 際 に,特 定の身体 が 〈中心〉 とな るこ とで 「物 質 とい うシステム」

の 全体 を劇的 に変化 させ るわけで も,〈 縮減〉 す るこ とで 「物 質 とい うシステム」の運動の 総

量が減少するわけで もない.
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