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ア リス トテ レ ス の 共通感覚論

永　井 　龍　男

　ア リ ス トテ レ ス は De　Anima 　II　6，
418a7−20

，
III　1

，
425a14 −b11 に お い て

，
そ

れ ぞ れ の 固有感 覚 は 〈運 動〉〈静 止 〉〈形）〈大 き さ〉〈数〉等 の 共 通 感 覚 対 象 （τa

xoevd ）を付帯 的 に （425a15）知覚す る の み で
，

そ れ らは む しろ共通感覚（πo ‘吻

α 」6
’
θησeg ）に よ っ て こ そ 自体的に （418a8

−11
，
　425a27−28）知覚 され る

，
とい う主

旨の 議論 を行な っ て い る ． しか し ， そ こ か らア リ ス トテ レ ス の 共通感覚論 を整

合的に 理解 して 行 くに は
，

い くつ か の 解決す べ き問題 が あ る ，小論で は次の 三

つ の 問題 を順 に 取 り上げ ，
ア リ ス トテ レ ス 哲学全体の 中で 共通感覚が担 っ て い

る役 割 と， そ の 可能性 に つ い て 探 るた め の 手掛 か り と したい ．

　さて ， 問題 の 第
一

は
， 共通感 覚 の 身分 に 関す る もの で あ る ．De 　Anima 　III　1

冒頭で 五 感以外の 感覚お よ び 感覚器官 の 存在 が 否定 さ れ て い る た め
， 共 通感覚

を固有感覚か ら独立 した 能 力 と考 えて よ い か ど うか
，

そ れ ら相互 の 関係は い か

な る も の か
，

とい う点が 問題に な る． こ れ は 以下 に 続 く二 つ の 問題 を検討 す る

た め の 予備的考察で あ る
，

　第二 の 問題 は
，

ア リ ス トテ レ ス は 感覚 を可感 的形 相 の 受容能力 と考 え た が ，

共通感覚対象の 形相 とは い
っ た い 何 か ， とい うもの で あ る． こ の 問に 答 え る 困

難 は
， 例 えば 感 覚器 官が （大 き さ〉の 形相 を受容す る場合 を考 えて み れ ば理 解で

き よ う。 固有感覚対象で あれ ば
，

そ の 「形 相 の 受 容」 とは 〈色〉や く音）と い っ た

感覚対象そ の もの が 感覚器官の 中に 再現 され る こ とを指 して い る ， と考 える こ

と も可能で あ る． しか し， 目の 前 の 机 の く大 きさ〉を我 々 が 知覚す る場合 ，
そ の

〈大 き さ〉が そ の ままの 形 で 我 々 の 感覚器 官の 中に 再現 さ れ る こ とは不可能で あ

る ． もちろん
，
「（凡 そ）感覚 と は 感覚対象 の 形相 の 受容能力で あ る」 とい う主張

は共通感覚に つ い て は 当て は まらない
， とする こ と もで き よ うが

，
それ は ア リ

ス トテ レ ス の 感覚論 の 破綻 を意味 す る で あ ろ う．

　 また第三 は ， （G．Berkeleyが 行 な っ た よ うな）視覚 と触覚に お け る く大 き さ〉

や 〈形〉の 共通性を否定す る議論 に 対 し， 諸感覚に お け る 共通感覚対象の 共通性

を擁 護す る こ とが い か に して 可 能な の か
，

とい う問題で あ る ． 視覚の 対象 （色）

と触覚の 対象（暖か さ ・硬 さ な ど）と の 根本的違 い か ら，
また ， 或る 対象に 触 っ
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た と きに 感 じ られ る 〈大 き さ〉は一
定で あ る の に 視覚 に 現わ れ る そ の 〈大 き さ〉は

距 離 に 応 じて 異な る こ とな どか ら ， 視覚 と触覚に お け る 〈大 き さ〉や 〈形〉は 全 く

異 な っ て お り共通性 を 持 た な い
，

と い う Berkeley の 見解 を支持す る 論者 が ア

リ ス トテ レ ス 研究者の 中に さえ見 られ る （LBIock ｛1）
）． しか し ， も し我 々 が 諸

感覚に お け る く形 〉や （大 き さ 〉の 共通性を否 定せ ざる を得な い と した ら ，
ア リ ス

トテ レ ス の 共通感覚論 は 歴史的興 味の 対 象で は あ る に して も， もは や 維持 しが

た い 立場だ とい う こ とに な ろ う．

　 と こ ろ で
， 今 述べ た 第二 と第三 の 問題は密接 に 関連 し合 っ て い る こ と が 解 る ．

とい うの は ， 第二 の 問題に お け る 〈共通感覚対 象 の 形 相〉は 視覚や 触覚な どに 共

通 な形 相 で な けれ ば な らず ，
も しそ の よ うな形相が 認 め られ る な ら

， 諸感覚 に

お け る 〈形〉や 〈大 き さ 〉の 共通 性 とい う第三 の 問題 も自ず と解決 され る か らで あ

る．従 っ て ， まず諸 固有感覚 と共通 感覚 との 関係 を検討 した あ とで ，「共通感覚

対象 の 形相 とは 何か 」 とい う問い を通 じて 共通感覚対 象の 共 通性の 問題に つ い

て 探 っ て い くこ とに した い ，

L 共通感 覚 と固有感覚 と の 関係

　共通感覚 と固有感覚 と の 関係 に つ い て 検討す る 前に
，

「共通 感覚」 と， 伝統的

に は そ の 同 義 語 と 見 な さ れ て き た   τ δ　πrpc6 τov 　 ats θtyτeκ6v，   Xtooiα

α 」σ θησ‘9 ，   dρxil τ恥 α ∠σθ孝5εω 9 ，   κo吻 δbvevμcc
，   τδ cvi σθi」τez δv

ndV τCDV と い
っ た各種の 表現 との 関係 に つ い て

一
言 述 べ て お くべ きで あ ろ う，

こ れ らの 用語 が 共通感覚 を 指す とい う従来の 解釈 に 対 し， C，　H ．Kahn と D．　W ．

Hamlyn は 次 の よ うな主張 を行 っ て い る （2）． それ に よ れ ば
，

ア リ ス トテ レ ス は

De 　A 　nima に お い て 「共通 感覚」 を 〈運動〉〈静止〉（形〉〈大 き さ〉〈数〉な ど の 共通

感覚対 象 を知覚す る 場面 に 限定 して 用 い て お り，上 に 挙げた 諸用 語 を こ の 様 な

意味で の 「共通感覚」 と直ちに 同
一

視す る こ と は で きない
， とい うの で あ る．

従 っ て ， 彼 らの 解 釈 に よれ ば 「共通感 覚」 とい う用語に よ っ て 意味 され て い る

感覚能力 は 従来の 解釈 よ りもは る か に 制限 され た もの とな る． W ．　D ．　Ross は

従来 の 広 い 意 味 で の 共通感 覚の 機能 と して 五 つ の 働 きを挙 げて い る
（3）． 1．共

通 感覚対象の 知覚 ， 2．付帯的感 覚対象 の 知 覚，
3． 自分が 知覚 して い る とい う

こ との 知覚 ，
4． （白 さ と甘 さ な どの ）種類の 異 な る 感覚対象 の 区別 ，

5．睡眠時

に お け る 全て の 感覚 の 活動 の 休 止 ，
で あ る

．
Kahn と Hamlyn は こ の うち 1 だ

け を共通感覚 の 働 き と して 認 め る こ とに な る ．確か に ，De　Anima に お け る用

語 法 に 関す る 限 り，
か れ らの 主張 は妥当な もの と言 え よ う． （但 し，

De 　Anima
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以外の 著作 で は よ り広 い 用法 も見 られ る． そ こ で 小論 で は ， 按 XOtvd の 知 覚

能力に 限定 され た 用法 を 「狭義の 共通感覚」， 上 の 2 〜 5 を含め た もの を 「広義

の 共通感覚」 と呼ぶ こ とに した い ．）しか し，
Kahn と Hamlyn の 立場 に は 根本

的な相違が あ る． Hamlyn が 上述 の 諸用語 は 共 通感覚 とは 全 く異 な っ た 感覚能

力を指す と考 え る の に 対 し，Kahn の 方は ，狭 義 の 共通感覚 も含 め て そ れ らを

同一 の 器官の 異な っ た機能 と見な す の で あ る． そ して
， そ の 器官 とは   「第一

感覚能力 （τδ zpcD τo 　v αfdθopτLπ 6　v ）」 そ の 他の 用語に よ っ て 指 され て い る 中枢

感覚器官（心 臓）で あ り，
「共 通感覚」は そ の 中枢 感覚器官が 持 つ 幾 つ か の 能 力 の

うちの
一

つ だ とい うこ とに な る． こ の 点 に 関 して は Kahn の 立場 を支持 した い ．

とい うの は ア リ ス トテ レ ス は De　Anima 　 III　1−2 で 見 られ る よ うに
， 狭義の 共

通 感覚能力 の 議論 か ら Ross が 挙 げた他 の 幾 つ か の 諸能 力 に つ い て の 議 論 へ と

連続的 に 話題 を拡 げて お り ， また De 　 Memoria 　 450a9− 14 で は 「共通感覚」 を

「第
一

感覚能力」 とほ とん ど同義的 に 用 い て い る よ うに 見 え る か らで あ る．

Ross が 挙げた 2〜5 は狭義の 共通感覚 とは異な るに せ よ ， そ れ らは同
一

の 器 官

が 有 す る諸能力 と して 相互 に 関連 し合 っ て い る と考 え る べ きで あ ろ う．上 の  

と  も  の 「第一感覚能力」とほ ぼ 同様の 意味で 用い られ
，   は Ross の 区分に

お け る第四 の 働 きを述 べ る 際 に 用い られ る （cf．　Kahn ，
　op ．　cit

．
59−61．  は 後 述），

　 さ て
， 共通感 覚 と固有感覚 と の 関係 を考 え る 場合 ， 次 の 2 つ の 点が 問題 と な

る． そ の 第一
は ，各固有感覚 の 知覚 が 成立 す る の は ど こ に お い て か ， とい う問

題 で あ る． ア リ ス トテ レ ス は こ の 点 に 関 し，
De 　 4nima と Parva　Naturalinで

は 異 な っ た示唆 を与えて い る よ うに 見 え る．De　Anima で は ， 目や 耳 とい っ た

感覚受容器 と して の 感覚器官に お い て 知 覚が 成立す る こ と を示 唆す る か に 見え

る 箇所 が 指摘 さ れ る （412b18 − 22）． こ れ に 対 し，
　 Parva ム廨 麗 挧 惣 で は

，
1）e

Somno に お い て 「第一感覚器 官 （τδ rrp （Dτo　v α iσOilρeov 　456a21）」 で 「全て の

感覚対象を知覚 す る （455b10＞」 と され る な ど ， 固有感覚 も また 中枢感覚器 官

（心臓）に お い て 最終的 に 知覚 と して 成立 す る こ と を示唆す る箇所 が 数多 く見い

だ され る の で あ る （cf ．　 De 　Som ．456a20−21
，

∠）e　 Insomn ．461a30 −b7，　De 　luv．
467b28−29

，
469a5−7

，
　etc ．）， 第二 は ， 1）e　Anima 　III　1 で 五 感以外 の 感覚お よ び

感 覚器 官の 存在 が 否 定 され て い る点 で あ る． こ の 主 張 を弱 く取 っ た場 合 に は ，

こ こ で 否 定 され て い る の は五 感 と並 ぶ 独 自の 感覚受容器 を備 えた 第六 の 感 覚器

官の こ とで あ っ て
， 独 自の 感覚受容器 を持た ない よ うな感覚や 感覚器官 まで は

否定 され て い な い
，

と考 え る こ と もで きよ う， しか し，
こ の 主張 を強 く取 っ た

場 合に は
，

共通 感覚は五 感 とは別個 の 感覚で は な く， 何 らか の 仕 方で 五 感 の 中
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に 含み 込 まれ て い る もの と考 え ざ る を えな くな る よ うに 思 わ れ る．

　第
一

の 点に 関 して
， 私は ， 固有感覚 の 知覚が 成立 す る の は 各感覚受容器 で は

な しに
， 中枢 と して の 第

一
感 覚器 官に お い て で あ る と考 え る ． とい うの は， あ

た か も眼 が 単独 で 視力 を有 して い る か の よ うに 語 られ て い る た め
， 感覚受容器

に お い て 固有感覚の 知覚が 成立 す る こ と を示唆す る とさ れ る Z）eAninza の 箇

所 （412b18 −22）は
， 固有 感覚の 知覚 そ れ 自体 を論 じた もの で は な く，

　 thvxhが

「可能的 に 生命 を持 つ 自然的物体 の 第一
の 9vτελExεttU （412a27− 28）」 とい う意

味で の 実体 で あ る こ と を説明す る た めの 類比 な の で あ っ て ， 従 っ て こ の 箇所 が

十 全 な 意味で ア リ ス トテ レ ス の 見解 を表 して い る と考 え る必要 は な い か らで あ

る． こ れ に 対 し，
Parva 　Naturalia に お い て 第

一
感覚器 官で 知覚が 生 じ る と さ

れ て い る こ とに つ い て は ほ とん ど疑 問 の 余地 が な い ． また Kahn が 言 うよ うに
，

De　Anima に お い て 個 々 の 感覚能力 の 独立 性 を示 唆 して い る よ うに 見 え る 箇

所 も ， 実は 「固有感覚 の 個 々 の 能力は一般的 な感覚能力 の
一

部 で あ る （op ．　 cit，

67）」 こ と を前提 に した 論述 だ と解釈 で き る．事実 ， 1）eSensu 　449al6−19で は ，

「対象全般を感覚す る能 力 （τδ aicr θ τ‘κ加 π の τω り［上 述 の   ］）は 同
一

で 数 に お

い て
一

つ で あ る が
， しか しそ の 在 り方 に お い て は 異な る ……

」 と述 べ られ て い

る の で あ る ．次 に
， 第二 の 点 に 関 し て は ， そ れ を強 い 意味で 取 る べ きで あ る ．

とい うの は ， も しも 今述 べ た よ うに
， 各固有感覚の 知 覚 も中枢 と して の 第一感

覚器官で 成立 す る の だ とす る な ら
， 第一

感覚器官 とそ の 感 覚能力 は 全体 として

の 諸固有感 覚 の 中に 共通な もの と して 含み込 まれ て い る はずだか らで あ る． そ

の 限 りで は
， 共 通感覚 の た め に

， 諸 固有感覚に 含 まれ て い る もの とは 別の 器 官

を想定 す る 必要 は ない の だ ．

　第一
お よび第二 の 点 に つ い て の 以上 の 立場 は

， Kahn の そ れ に 近 い もの で あ

る が
， しか し， 共 通感覚対象の 知覚 に 関す る Kahn の 見解が 全 て 認め られ る わ

け で は ない ．「我 々 が そ れ ぞ れ の 感覚に よ っ て 付帯的に 知覚 して い る （共通 に 感

覚 され る もの ど も〉を対 象 とす る よ うな ， 何 らか 固有 な 感覚器 官 も また あ りえ

な い （425a14− 15）」 と述 べ られ て い る 箇 所 で （δv に 始 ま る 関係代 名詞 節 を ，

Kahn は 「（も しそ の よ うな感覚器官が あ っ た な ら）我 々 は そ れ らを他 の 諸固有

感覚に よ っ て 付帯的に 知覚す る で あ ろ うよ うな （共通感覚対象… …）」 とい う意

味に 取 り，仮 に ア リ ス トテ レ ス が こ こ で 直接法 の 代 りに potential　optative を

用 い て い た な ら意味は 「よ り明晰 に な っ た だ ろ う」 と言 うW ．Theilerに 同意 す

る （op 。　cit．53
，
　note 　24）． つ ま り

，
　 Kahn は 共通感覚対象は 各固有感覚に よ っ て

付 帯的 に 知覚 され る の で は な く ， む しろ 自体的に 知 覚 され る と取 る わ けで あ る．
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こ れ は Simplicius等 に 従 っ た解釈で あ る ．確 か に Kahn に よ れ ば
， 各 固有感

覚に は 第
一

感 覚器官 の 働 きが 含 まれ る わ けで あ る か ら， 固有感覚が 共通感覚対

象 を 自体的に 知覚す る と して も不 思議は な い か もしれ ない ．

　 しか し，
こ の 点 に つ い て は

，
Hicksお よび Ross に 従 っ て 〔4》

， 共通感覚対象 は

固有感覚に よ っ て は付帯的 に 知覚 され る だ け だ
，

と考 え た い ． とい うの は ，
一

つ に は ， や は り現存 の textか らそ の よ うな読み を す る の は 無理 が あ る と感 じ

られ る か らで あ るが ， も う
一

つ の 理 由は ， 固有感覚が 共通感覚対象 を 自体的 に

知覚する と取 る こ とは ア リ ス トテ レ ス 的 な 自体性 の 概念に そ ぐわ な い と考 え る

か らで あ る ．An ．　 Post．14 に お け る 自体 性 の 第
一 お よび 第 二 の 規定 （73a34−

b5）の 中で 示 され て い る よ うに
，

ア リス トテ レ ス に と っ て 自体性 は そ の 最 も主

要 な意味に お い て は
， 或 る対象 とそ れ に 述定 され る もの と の 間に 成立 す る

， 本

質規定 （6 λ6γo ぐ 6 λSγtuv τi　ScrτL ）を媒 介 と した 関係で あ る． ア リ ス トテ レ ス

は それ ぞれ の 感 覚 を感 覚対 象 に 基づ い て 規定 して い る よ うに 思 わ れ る． 〈視覚〉

は そ の 対象 と して の 〈色〉の 知 覚に よ っ て 規定 さ れ る が （cf，　De 、4n ．418a26−28），

そ の 場合 ， 〈色〉を知覚 して い な が ら （そ の 限 り で は 〈視覚〉を持 ちな が ら）〈形 〉の

方 は く視覚〉に よ っ て は知覚 さ れ な い とい う事態が あ り得 る の で あ る （事実 ， 白

内障の 開眼手術 の 際 ，
そ の よ うな事例 が しば しば 報告 され て い る

  ）． つ ま り ，

〈視覚
一

色 の 知覚〉とい う自体的関係 と〈視覚一 共通感覚対象 （形）の 知 覚〉とい う

関係 と の 間 に は 隔た りが あ っ て
， 前者 が 常 に 成 り立 つ の に 対 し， 後者は 常に 成

り立 つ とは 限 らな い の だ ． Kahn が 上述の よ うな 解釈 を採 用 す る理 由 の
一

つ は，

425a14−15 の
一

文 を a21 −27 で の 付帯 的知 覚 の 議論 に 関係付け る か らで あ ろ う

（op ．　cit．53
，
　note 　24）．確か に そ うす れ ば議論 は単純化 さ れ る だ ろ うが ， しか

し，
ア リ ス トテ レ ス に と っ て 「付帯性」 の 概念は 決 して 単純で は な く，

〈付帯的

知覚〉に 関 して もい くつ か の 異 な っ た タ イ プ を想定 す る こ とは 当然で あ る よ う

に 思 われ る． また ， b4−11 で 述 べ られ て い る よ うに ，個 々 の 固有 感覚 だ け で は

共通感覚対象 を十 分 な仕方で 知 覚で きる とは 限 らず， 複数 の 固有感覚で 知覚 さ

れ る こ とに よ り，共 通感 覚対 象が ま さに 共 通 な もの と して 把握 され る． つ ま り ，

共通 感覚対象 を そ れ 自体 と して 知覚す る の は諸 固有感覚全 体に 含 まれ て い る も

の と して の 共通感覚 な の で あ っ て
， 各固有感 覚は 単 独で は

，
共 通感覚対象 を 自

体的な仕方で 知覚す る の に t 分 と は 言 え な い の で あ る．

II． 共通感覚対 象 の 形相 と して の λ6γog

次 に
， 共通感覚対 象 の 形 相 に つ い て 考察す る 際の 手掛か りと して

，
「感覚は 或
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る 種 の 〈比 （λ6γor ）〉で あ る」 と い うア 1丿ス トテ レ ス の 主張 を取 り上 げ た い ． こ

の 見解は 固有感覚 に つ い て De　Anim α 426a27−b7 で 明確iに 述べ られ て い る が
，

私 は
，

そ こ で 言 わ れ て い る 〈比 〉は 感覚対 象の 形相 （εtδog ）の 本 質的部 分 を成 す

もの だ と考 え る． こ の こ とを示 して い る の は，424a17−b3 で あ る ． そ こ で は
，

冒頭 ，
「感覚は 可感 的形相 を質料 を伴 わずに 受け 入 れ る こ と の で き る も の だ と

い う こ と を ， 全 て の 感覚に つ い て
一

般的 に 把握 しな け れ ば な らな い 」 と指摘 さ

れ た後で ， 感覚は 「λ6γo ぐ に 基づ い て （a24 ）」作用 を受 ける と され る． そ して 続

けて こ う言わ れ る ．「感覚器官 と感覚能力 は 同 じ もの で あ る が
， しか しそ の 在

り方は 異 な る． とい うの は ， 感 覚す る もの ［器官］は或 る大 きさ で あ り うる が
，

感 覚で きる とい うこ と も感覚 も大 き さで は な く， む しろ感覚器官の
， 或 る種 の

λ6γog で あ り能力 で あ る か らだ
．

こ れ らの こ とか ら
，

い っ た い なぜ 感覚 さ れ る

もの の 超 過が 感覚器 官 を破壊す る の か
， とい うこ と も また 明 らか で あ る． （と

い うの は
， も し も感覚器官 の 運動 が 強す ぎ る と， λ6γog 　　こ れ こ そ 感 覚 だ っ

た の だ が
一

が 壊れ る か らで あ る ． ち ょ うど［竪琴の コ弦が 強 く打た れ る と協和

も調子 も壊れ る よ うに ．）（424a25 −32）」 こ こ で ，感 覚 され る も の の 超過 が 感覚

［器官］を破壊 す る ， とい う論 旨は そ の 用語法 も含 め て 426a27−b7 に お け る 論述

に 対応す る ． 426a27−b7 の
‘

λ6γoぐ
’

を翻訳者 た ち は い ずれ も 「比」 と訳 し て い

る の だ か ら ，
こ 二 で の λ6γOf も 426a27 −b7 と同様 ，

〈比 〉を意味 して い る と解

釈 すべ きで あ る． しか し， 424al7−b3 に お け る λ6γog を 「比」 と訳 して い る翻

訳者は 多 くは な く（Smith，
　 Hett）， む しろ λ6γo ¢ を 424a18 に お け る εt

“
60g の

同義語 と見 な し ， そ の ま ま 「形相 （form＞」 と訳 す者 が 多 い （Hicks ，
　 Theiler

，

Barbotin
，
　Tricot）［な お ，

　 Hamlyn 訳 は
‘

principle
’

］（6 ）
， だ が ， 確か に εt

“
δog と

λ6γOf は 関連 し合 っ て い る もの の
，

ア リ ス トテ レ ス は こ こ で そ れ ら を 同義語 と

して 扱 っ て い る わ け で は な く， 感覚対象の く形相〉を （比 〉とい う意味で の λ6γog

と して 提示 して い る の だ
，

と考 え る べ きで あ る
（7）
． た だ し ，

こ こ で の λ6γOg は

直接的に は 感覚対象で は な し に 感覚に つ い て の 規定 なの で あ るか ら， 感覚対 象

の 形相 は 〈比〉と して の λ6γog だ と す る 解釈 を確 か め る た め に
， 感覚対 象そ の

もの が 〈比 〉に よ っ て 規定 され て い る か ど うか を見 る必要 が あ る，

　実際 ，
De 　Sensuに お い て は 視覚の 対象 と して の 色 が 白 と黒 の 混 合 の 〈比 〉と

して 規 定 され
， 味 は 甘 さ と苦 さ の 混合 の （比 〉だ と さ れ る． また ， 声は一種の 協

和 で あ り協 和 は （比 〉で あ る と想定 され て い る こ とか ら（426a27−30）， 恐 ら くア

リ ス トテ レ ス は 音 に つ い て もそ れ を 〈比 〉と考 え て い た と言 え る だ ろ う．音程 が

（比〉に 基 づ くこ と は
， 周知の こ とで あ っ た く8》

． また De　Sensu
，
445b20−27で は ，
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全 て の 感覚対象 に は 両端 が 存 在 す る と述 べ られ て い る か ら， 感覚対象 は い ずれ

もそ れ ぞ れ の 両端の 混 合 の 〈比〉とみ な され て い た
，

と考 えて よい よ うに 思 う．

以上か ら ， 感覚対象の 形相は そ の 本質的要素 と して く比 〉を含む こ とは 明 らか で

あ ろ う．

　 と こ ろで
， 424a17−19で は

， 感覚が可 感的形相の 受容能力 で あ る と い う点 が
，

全て の 感覚に つ い て
一

般 的に 成 り立 つ と さ れ て い た ． つ まり
， 共通感覚 もまた

共 通感覚対象 の 形相 の 受容 を行 うの で な けれ ば な らな い ．固有感覚対象の 形相

に つ い て の 以上 の 考察か ら ， 共 通感 覚お よ び そ の 対 象 も また 何 らか の 仕 方で

〈比 〉と して の λ6γOg に 関係 す る と推 測で き よ う． そ れ を暗示 す る の は ， 広義

の 「共通感覚」 の 機能 の 第四 「種類 の 異 な る感覚対象の 区別」 に つ い て 述べ ら

れ る 次の よ うな 論述で あ る．「（甘 い 〉と 〈温か い 〉が ど うい
っ た 点 で 異 な っ て い

る か を 匚感覚能力 の コどの 部分 に よ っ て 識別 す る の か とい うこ とは， 以前に も述

べ られ た が
， また 次 の よ うに 言わ ね ば な らな い ． そ れ は 或 る

一
つ の もの ［に よ

っ て ］で あ っ て
， ち ょ うど境 界点 の よ うな仕 方で そ うする の で あ る． そ して ，

二

種 の 感覚能力 は ， 類比 に おい て また数に お い て
一

つ で あ りな が ら ， そ れ ぞ れ に

対 して
，

そ れ ら の 感覚対象 が 関係 して い る の と同様 の 関係に あ る の で あ る ．

……中略……で は
， A（白）が B （黒）に 対す る の と 同様 の 関係 ［比コを

，
　 r は A に

対 し有 す る と し よ う． そ の 結果 ，錯 比 が 行 わ れ
（9）［r は A に 対 し ， A が B に 対

す る の と同様の 関係 （比）を有す る こ と に な る ．］（De ・An ．431a20−27）」 こ こ に お

い て r と A は ， 同
一

の 固有感覚能 力 の 対象 とな る よ うな反 対 性質 ，
た と え ば

く甘い ）と 〈苦い 〉の よ うな もの を指 して い る もの と思 わ れ る ，従 っ て
， （1）「白 ：

黒」 と 「甘 ：苦」 との 関係 ［比 ］が 同 じで あ る こ とか ら
， （2）「甘 ：白」 と 「苦 ：

黒」 との 関係 も同 じだ とさ れ て い る の で あ る． な ぜ こ の 様 に 言 い うる の か ． ま

ず ， （1）に つ い て は
，

こ れ らを識 別す る 「一 つ 」 の 感 覚能 力が 視 覚 と味覚か ら同

一
の 〈比〉を受け取 り ， そ れ を把握す る か らだ

，
と い うこ とが 容易に 推測 さ れ よ

う．で は ， （2）の よ うに 感 覚 を異 に す る 対象 間 の 関係 の 識別 は い か に して 可能

な の か ． （2）に お け る 「甘」 も 「白」 もそれ ぞ れ の 感覚に お け る
一方 の 極 で あ

り， 両方は 相互 に 対応す る極 で あ る （De　Sens．447b26−448a1）． 従 っ て
，

こ れ ら

相互 の 関係 の 認識 も ， や は り ，
「甘」 と 「白」 が そ れ ぞ れ の 感覚領域 に お い て 共

通 の （比）の 中に 位置づ け られ る こ とを基盤 に して 為 され る よ うに 思 わ れ る ． そ

して
，

こ の よ うな 識別能力 は
， 狭義 の 共通感 覚 と同様 ， 中枢 と し て の 第

一
感覚

器官 に 属 す る もの で あ り， 広義の 共通感覚能力の 一部な の で あ る． こ こ か ら直

ち に
， 狭義の 共 通感覚が そ の 諸対象を （比 〉と して 知覚 して い る

，
と断定 す る こ
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とは で きない に せ よ
， そ の 可能性は 十分に 認め られ る だ ろ う．

　 さ て 次 に
， 共通感覚対象の 形相 とは 何か

， を探 る た め に
， D6 ル陀窺 o磁 ， 452b7

−22 の 論述 を検討 して み た い ． そ こ で は， まず次 の よ うに 述 べ られ る ．「［想 起

を行 う上 で ］最 も重要 な の は
， 正確 に で あれ 曖昧に で あれ

， 時間 を認識 して い な

け れ ば な らな い とい うこ とで あ る ． さ て
，

そ れ に よ っ て 多 い 時間 と少 な い 時 間
　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 い　　　　　　　　　，　　　　＋　　　　サ　　　　　　　　　，　　　　■　　　　　　　　　　
を識別す る よ うな何か が あ る と し よ う． そ して ， それ は大 き さを識別 す る よ う

な仕方で 時間 も識別す る
， とい うの が 理 に 適 っ て い る ． （b7−9）」 こ こ で 言わ れ

て い る ，時間 を識別 す る 「何 か 」 が 共通感覚を 指 して い る とい う点 に つ い て
，

諸家の 見解は
一

致 して い る （cf．　De 　Mem ．450a9−14）． そ して 次 の よ うに 続 く．

「とい うの は ，遠 く の 大 き い も の を思惟 す る の は … …中略… …［当 の 大 き さ に ］

比例的 な（dvdλo γov ）［思考の ］運動に よる の だ か らで あ る ． な ぜ な ら ， 思 考に

お い て それ と相似 した形 と運動が あ る か らで あ る ． さて ， よ り大 きい もの ど も

を思惟す る場合 ，
そ れ らを思惟す る こ とは よ り小 さ い もの ど もを 思惟す る の と

比べ
， どの 点 で 異 な る とい うの だ ろ うか ． とい うの は ， 全 て ［心 の ］内 に あ る も

の は よ り小さ い の で あ っ て
， ［外の もの に ］比例 的だ か らで あ る （エ゜》

． （b9− 15）」

W ．D．　Ross は
， 彼 の 注釈 （op ．　 cit．242）に お い て b12 の drvti｝Aoγov を

‘

propor −

tionar と訳 し ， 今の 最後の
一

文 を 「全 て の 内な る 対象は よ り小 さ く， また 外の

対 象 と同 じ比率 （same 　ratio ）で あ る」 とパ ラ フ レ
ーズ して い る． こ こ で ア リ ス

トテ レ ス は
， 我 々 の 内で 把握 さ れ る 諸対象は 外部に 存在す る 諸対象に 比 べ よ り

　　 　　　　　 　　　　 　　 　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　コ　　　　

小 さ くは あ るが
，

そ の 両者 は
一

定 の 比例 関係 に あ る こ と
， 従 っ て 我 々 の 内 な る

諸対象 の 間に も外の 対象の 場合 と 同
一

の 〈比 〉が 成 り立 っ て お り， 我 々 は こ の

く比 〉を外 の 対象 の く大 き さ〉と して 認識 し て い る こ と， を言お うと して い る よ う

に 見え るく111
． そ れ に 続 く b17−22 の 議論が こ の 解釈 を裏づ け る． そ こ で は （W ．

D ．Ross［op ．　 cit，25 ］と Beareが 復元 した 図 に よれ ば）相似 形 を な す三 つ の 三

角形 に つ い て
，

そ れ ぞ れ の 対応す る 辺 ど うしの 比例関係に 基づ い て 想起が 説明

さ れ て い る の で あ る． こ り こ とか ら，
ア リ ス トテ レ ス は 〈大 きさ〉や 〈形〉の 形相

を或 る種 の 〈比 〉と考 えて い た の で は ない か ， と想定す る こ とが で き よ う． そ し

て もし以上 の 考察が 正 しい な ら，
（大 きさ〉の 形相は 「或 る対象の 広が り（延長）

が 他 の 諸対 象の 広 が りに 対 して 有 す る 外的 な 〈比〉」 と して ， また 〈形 〉の 形相 は

「或 る対象の 広が りの 各部分間で 成 り立 つ 内的な 〈比〉」 と して
， そ れ ぞれ 知覚 さ

れ る と考 え る こ とが 可能で あ ろ う．
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III．共通感覚対象の 共通 性

　こ こ で ，GBerkeley が 『視覚新論 』（12）で 行 な っ た議論，即 ち， 〈大 き さ〉（形〉

（運動）な どが 視覚 と触覚に お い て 共通性を有す る こ と を否定する議論に 対 して
，

果た して ア リス トテ レ ス の 立場 か ら反論す る こ とが 可能か ど うか を検討す る こ

とに した い ．

　Berkeleyが 視 覚 と触 覚 に お け る 〈大 き さ〉の 共 通 性 を否定す る 論拠 の うち 最

も重要 なの は 次の 二 つ の 論点で あ る と思 われ る．

　（1） 視覚 に お け る対 象 な い し観 念 （色 ・ 光）は 触 覚 に お け る対 象 な い し観念

　　 （固性 ・抵 抗）とは 全 く異 な っ て お り， 従 っ て そ れ ら の 〈大 き さ ＝ 延長〉や

　　 く形〉の 観念 も全 く異な る ［sect ．129
，
135］．

　（2）　触覚に お け る く大 き さ ＝ 延長〉は 常 に 一
定 して い る が ，視 覚に お け る そ

　　れ は 眼か らの 距離 に よ っ て 異 な り
一

定 しない ［sect．55，
60

， 61，
63］．

　 こ れ らの 議論 に 特徴的 な の は 「大 き さ（magnitude ）」 と 「延長 （extension ）」

との 間で 自由に 言 い 換 え を 行い （cf ．　sect ．54
，
56

，
59

，
61）， 両方の 言葉 をほ ぼ 同

義 的 に 用い て い る とい う点 で あ る．従 っ て ， （1）視 覚 と触 覚に お け る 〈延長〉が

異 な っ た種 類 の 〈延長〉で あ れ ば ， そ れ らは異 な っ た種 類 の 〈大 き さ〉で あ る こ と

が 帰結する ． また
， （2）視覚で は

， 眼か らの 距離に 応 じて 同
一

の 対象で もく延長〉

が 異な る こ と か ら ， 同
一

の 対象 の く大 き さ）が 距離 に応 じて 異 な る と主張 され
，

触覚に お け る
一

定 した 〈大 き さ〉との 違い が 結論 され る ．

　 しか し ，
こ れ まで 考察 して きた よ うに

， も し もア リ ス トテ レ ス に と っ て 〈大 き

さ〉や 〈形〉な どは 諸感 覚に お ける 〈延 長 （広 が り）〉そ の もの で は な く， そ れ ぞ れ

の 感覚に お け る く延長 〉の 或る 種の 〈比〉だ と した ら ど うで あ ろ うか ． そ の 場合 ，

まず第一
に

，
た とい 視覚 と触覚 の く延長〉の 種類 が 全 く異 な っ て い た と し て も ，

両 方の 感覚に お い て 当の 〈延長〉の 他の 〈諸延長〉に 対す る 〈比〉が 等 しい とい うこ

とは 当然 あ り得 る の で あ っ て ，そ の 場合 に は ，「両方 の 感覚に お け る 〈大 き さ〉は

共通 だ」 と言 え る は ずで あ る ． また ， 第二 に
， 視覚で は 同

一
の 対象の く延長〉が

距離 に 応 じて 異 な る と して も ， そ れ らが 異 な っ たパ ー
ス ペ ク テ ィ ヴに お い て ，

他の 諸対象に 対す る 同
一 の く比〉を示 す とい う こ と は あ り得る だ ろ う． も しそ う

だ とすれ は
，

こ の 点 に お い て 触覚的 〈大 きさ 〉との 決定的違い を主張 す る こ とは

で きな くな る ．従 っ て
， も し我 々 が （大 きさ 〉や く形〉の 形相 を 「延長 に お け る 或

る種 の （比〉」だ と考 え る な らば ， Berkeleyの 議論 に 対 して
， 視 覚 と触 覚に お け

る そ れ ら の 共通 性 を 擁 護す る こ とが 可 能で あ る と思 わ れ る
（13）

． お そ ら く く運
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動〉に つ い て も同様 の 議論が 可能で あ ろ う．共 通感覚対象の 形相 は 諸感覚に 共

通 の もの で なけ れ ば な らない の で あ るか ら ，
こ の こ と は 共通感覚対象の 形相に

関 す る我 々 の 解釈 へ の 一
つ の 傍証 とな る ．

IV． 認識 と行動 に お け る共通感覚の 位置づ け

　 こ れ まで 共通感覚に つ い て 論 じて きた こ とを
，

よ り広い 視野か ら認識 と行動

の 場面の 中に 位置づ け て
， しめ く く り と した い ．

　 まず， 〈大 き さ〉〈形 〉（運動〉な ど の 認識 が ， なぜ 感覚 の 役割 と し て 述べ られ て

い る の か
，

に つ い て 考 え て み た い ． もち ろん
， 理 性 も また そ れ らを対象 とす る

の で あ る が
， ア リ ス トテ レ ス が そ れ らに つ い て の 感覚能力 を も認め た の は

，
お

そ ら く
一

つ に は
， 人間を含めた 諸動物が 行動す る に は 何 らか の 仕方で 外界の 事

物 の 〈大 き さ〉〈運動〉な どを識別す る こ とが 不 可欠 で あ り， 諸動物に 共通 す る 認

識 能力 は 感覚以外 に は な い とい う理 由か らで あ ろ う． そ して
， 人 間 の 理 性 に よ

る 思惟 は共通感覚に よる 認識 を土 台に し， 広義 の 共 通感覚能力の 様態 （π deθog ）

で あ る表 象像 （45ctvvaoxtα）を用 い なが ら行 われ る （De　 Mem ． 449b30 −450a14
，

De　An ．431b2−8）． そ の 意味で ， 共通感覚は 人間の よ り高度な精神活動 を準備

す る役割 を果た して い る と言 え よ う。

　 さ らに
， 共 通感覚は 時空的諸関係 の 認識 に 関 わ り

， 特 に
， 固有感 覚対象を時

空 的諸関係の 中に 位置 づ け る慟 きを して い る と考 え られ る ． 〈運動〉〈静止 〉（形 〉

〈大 き さ〉（数〉（時間〉とい っ た共 通感 覚対象 が 全 て （量 〉に 関 わ る こ と
，

また
， 広

義の 共通 感覚の 慟 き と して 人 間や 物的対象 を含 む付帯的感 覚対象の 知覚が 挙げ

られ て い る こ とな どは
，

こ の 点 を示 唆 して い る，種 類 の 異 な る感覚対象 を ま と

め あげ ， そ れ らを様々 な属性 を備 えた
一

つ の 実体 と して 認識す る に は ， 各 固有

感覚 を ， 共通 な 枠組 み と して の 空間的 ・時間的諸関係の 中に 位置づ け る必要が

あ る， 日常的な レ ベ ル で それ を行い 得 る もの は共通感覚以外 に は な い ， そ して ，

も し 「共通感覚対象 の 形 相は 〈比〉とい う意味 で の λ6JfOgだ 」 とす る解釈が 正 し

い な ら ， 同 じ値 を とる 二 組 の 〈比 〉の 間 に （〈比 〉と して の ）い か な る 区別 もな い 以

上 ， 共通感覚に よ っ て 我 々 が 把握 して い る もの は実在 の 単 な る写 しで は な く，

実在 す る対 象 の λ6γoc そ の もの だ とい うこ とに な ろ う．人 間 の 理 性 に よ る 世

界認識は こ の 土 台の 上 に 成立す る ．共 通感覚は ア リ ス トテ レ ス 的実在論の 基礎

で あ り ， 要 な の で あ る ．
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