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問題 意識 の所在

　想像力 （imaginationfEinbildungskraft）は
， 人間 の

認識 ， 特 に 日常的な経験 的認 識 にお い て い か な る機

能を有 し て い る か ，こ れ が 本論文 の テ
ー

マ で あ る．

　日常的な言語使用 にお い て ，「想像力」 と い うこ と

ば は
，

じ つ に様 々 な意味合 い の も と に使わ れ て い る．

「彼女 は想像力が豊か だ」 とか 「想像力 の 欠如が こ の

ような凶悪 な犯 罪 を引 き起 こ した」な ど の 表現が し

ば しば用 い られ る こ とか ら，主 に芸術 的 セ ン ス や道

徳 的 セ ン ス に関す る こ とば と して ，あ る い は そ の よ

うな セ ン ス の 源泉 となる基礎 的 な能力 と して 理解 さ

れ て い る こ とが わか る．大部分 の 人 に とっ て の 「想

像力」 と は ，「芸術上 の 創造性，空想 ，科学上 の 発見，

発 明 ，新 しさを意味す る」
1）

の で あ っ て ，認 識論的

な意義が顧み られる こ と は ほ と ん ど な い ．

　ジ ョ ン ソ ン に よれ ば，「想像力」の こ の ような理解

は主 と して 19世紀の ロ マ ン 主義的芸術観の 産物で あ

る とい う
D．また，人 間 の 認識 や知識 に 関す る 理論に

お い て 想像力の 果たす機能 を著 しく低 め る動因とな

っ た の は
，

プ ラ トニ ズ ム の伝統で あ り，
そ こ に お い

て 「想像力」 は ど ん な対象 に 関する 知識 に つ い て も

真実を もた らさない
， 「最 も低 い 認識の形式」 とさ れ

て きた の で ある （もっ と も，プ ラ ト ン 本人の 認識論

がそ の よ うなもの で あ っ た か どうか は
，

こ こ で は論

じな い ．そ れ を明 らか に する に は，プ ラ トン とその

後 の プラ トニ ズ ム の 相違 を詳細 に 論 じ る必 要が あ

る ）．さ ら に
， 神経 生 理学等 の 知見 の 進歩 を背景 に し

た 新 しい 認知心理 学的立場か ら は ，想像力を時代遅

れ の 「能 力心理学」 の 産物 と み な す 意見 も多 く存在

する ．

　それ で は
，

は た して 想像 力 の 機能を芸術 的ある い

は 道徳的な次元 で の み発揮 され る もの と理解する の

は適 切 で あ ろうか ．言 い 換 えれ ば
， 人 間 の 認 識 にお

い て ，想像力 の 発揮する 領域 は ，創造的な もの に 限

られ る の で あろ うか ．

　私は ，こ うい っ た ロ マ ン 主義 的想像力観 プ ラ ト

ニ ズ ム 的想像力観 に反 して
， 想像力の よ り広 く根源

的な機能を明 らか に し た い と思 う．すで に ジ ョ ン ソ

ン は，認知言語学者の ジ ョ
ージ ・レ イ コ フ との メ タ

フ ァ に 関する 共 同研 究 の 成果 と し て
， 意味論上 の 想

像力の 根源性を明 らか に し よ うと試み て い る
1）　 2），ジ

ョ ン ソ ン は 以 下 の よ うな もの と し て想像力 を捉 え て

い る．すなわち，「想像力 とは ，心的表象 （と りわけ

知覚像 ， イ メ ージ
， イ メ ージ 図式）を組織 し ， 有意

味 で 整合的な統一体にする 能力で ある」
1）．した が っ

て ， 「想像 力 に は
， 『新 しい 秩序 』 を生 み出す能力が

含 まれ る 」が ，そ こ にお け る 「新 しい 秩序」 とは
，

芸術 や道 徳 にお ける秩 序 の み な らず，思考や 判 断 ，

日常的な経験 的認識 ま で 含む根源 的 な秩序 で あ りう

る の であ る．私 は ，意味 論 にお い て ジ ョ ン ソ ン らが

試み て い る 想 像力 の 復権 に経験 的認識 の 地平に お い

て 解釈 し，哲学 史 を跡付 ける こ と に よ り，力 を添え

て みた い と思 う．

考　察

　想像 力は，日 常 の あ りふ れ た，経験的 で あ りふ れ

た認識 に お い て も必要不可 欠な能力で あ る．た とえ

ば，朝起 きて 歯を磨 こ うと し て 「歯磨 き粉が な い 」

と い うこ と に気が付 い た とする （「歯磨 き粉が ない 」

こ との 認識）．当然，大部分の 人の
一

般的な 「想像力」

と い う こ とば の 用法か らすれ ば ，こ の 例 に お い て

「想像力が発揮 され て い る」 とは言わな い で あろ う．

し か し
， 「（洗面所に行けば）歯磨 き粉が あ る だ ろ う」

とい う認識，「歯磨 き粉が な い 」 とい う認識，さ らに

は 「（目 の 前に）歯磨 き粉が あ る」 とい う認識に お い

て す ら，想像力の 働 きは前提 され て い る．つ ま り，

「ある だ ろ う」 （未来 に お ける認識 ある い は 先取），

「（あっ た の に）今はな い 」 （過去 の 経験的認識ある い

は想起）， さ ら に 「い まこ こ に ある」 （現在の 経験的

認識）に お い て ，想像力 の 発揮 とい う契機 は必要不

可欠の もの となっ て い る ．
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　た しか に ，大方 の 用 法の 同意す る 「芸術 的諸表現

行為」に は想像力の 発揮が必要不可欠で あろ うし，

道徳的行為 の 前提 に も他者の 痛み に つ い て 想像力を

め ぐらす とい っ た契機が存在 して い る だ ろ う．しか

し，そ れ以 上 に ，認識 の根源的な営み に お い て も ，

想 像力が重 要な機能を担 っ て い る とい うこ とは，過

去の す ぐれ た何人か の哲学者が指摘 し て きた に も関

わ らず，忘れ られ て い る ．想像力が な け れ ば
，

わ れ

われ は ご くわずか な行為す らも，単 に動物的な反射

とい うレ ベ ル の もの を超 え る こ と は で きな い ．思考

や 判断 ，
つ ま り人間の認識の根源 に は，想像力 の 発

動 とい う契機が絶対不 可欠で あ り ， 想像 力 こ そ あ ら

ゆ る 人間的活動 の 基礎 とな る べ きもの な の で ある ，

　以下 ， 日常的 な認識 ，
つ ま り上 にあげた 「（洗面所

に行 けば）歯磨 き粉が ある だ ろ う」ある い は 「歯磨

き粉が な い 」，さらに 「（目の 前 に）歯磨 き粉 があ る」

と い う例 に お け る よ うな経験 的認識 にお い て ，想 像

力 は どの よ うな機能を果 た して い る の か を，D ．ヒ ュ

ーム
，

J．P．サ ル トル ，そ して L カ ン トの 議論を援用 し

て 考えて み た い ．そ して ，カ ン トの 議論 の 根 源性 と

そ の 課 題 の 提示 を試 み る．

ヒ ュ
ーム に お け る 「想 像力 （imagination）」

　想像力 と い うこ と ば は ，なが らく，人 間 の 正確 な

認 識 を妨 げ る低次 の 能力 として 考えられ て きた，事

実，
一

部の 哲学者 に と っ て は ，想像力は現実 の 仮象

を もた らす気 ま ぐれ な能 力 に過 ぎず，「認識 の 障害」

と ま で 言い うる もの で あ っ た ，た と えば，デ カ ル ト

は 「で きるだ け注意 して 精 神 を想像 力の 描 き出す も

の か ら遠 ざけて や らね ばな らな い 」
S｝ と述 べ て い る．

こ の 場合の 想像力 と は ，物体的な形像 を思 い 描 くこ

と （そ の 力能）を意味 して い る が ，それ は 「精神の

吟味」 を経て い な い ，幼少 の 頃か ら無根拠 に受 け入

れ て きた心像，また は 「私 の承認な し に私の うち に

や っ て きた観念」 に過 ぎず，こ うし た想像力の起源

は単な る 身体的反応 や 習性 に 由来す る，とデ カ ル ト

は考えた の で ある ．

　 しか し世紀 を隔て て ，D ．ヒ ュ
ーム とな る と，想像

力は 「感官 と経験 と に よ っ て我々 に供給 され た素材

を合成 し
， 移動 し

， 増大 し
，

な い し は 減少する機能

以 上 に は達 しない 」 と し つ つ も，す ぐれ て 多様で 積

極的な機能 を有 し た
， 人間 の認識的 （ま た 実践 的側

面に も）不可欠な能力で ある こ とを見て取 っ て い る．

　 「人間の 思考 と い うもの は
， あ らゆ る 人間 の 権力

や権威に屈 しない ばか りで な く，自然 と実在 の 範囲

内に 拘束 さ え さ れ て な い の で ある か ら
，

こ れ ほ ど一

見 し て 無拘束な もの は な い よ うに思わ れ る か もしれ

ない ． …
　　 しか し ， 我々 の 思考が ，

こ の よ うな無

際限 の 自由を所有 し て い る と見える に もか か わ らず ，

思考が 実際に は きわ め て 狭 い 範囲 に限 られ て い る こ

と，そ し て そ の
一

切 の 想像力が 帰する と こ ろ は
， 感

官 と経験 とに よ っ て我々 に供給 され た 素材 を合成 し，

移動 し
， 増 大 し

，
な い し は 減少す る機能以 上 に は 達

しな い こ とを見出すで あろ う．我 々 が 黄金 の 山 を考

える と き，我 々 は 『黄金1 と 『山』 と い う我 々 が以

前か ら親 しくして い た2つ の 整合 的な観 念 を結合 す る

にす ぎな い ． …　 要す る に，思 考す るため の
一

切

の 素材は ，我 々 の 外 的感 情 か，あ る い は内的心持 ち

（感 情）に由来 して い る．」
4〕

　 ヒ ュ
ー

ム に と っ て の 想 像 力 （imagination）は，あ

くま で 経験 的 に供 給され た素材 を組み合 わせ る こ と

をそ の 本分 と して い るが ，そ の 想像力 に よ っ て 我 々

は与 えられた以上 の こ とを語 り，経験の 所与を 「超

出」する こ と に もな る ．こ の 「超出」 こ そが想像力

の 産 物と い うこ と に なる で あ ろ う．想像力 を，すで

に 人 間の 中に ある経験 ・記憶の 中の 組み 合わせ に よ

っ て 「新 しい もの」 を生 じ さ せ る 能力 と捕 らえ る こ

とは，ヒ ュ
ー

ム の考 えか らもうか が い 知 る こ とが で

きる ．

　我 々 が 「太陽が東か ら昇る 」の を見た とき，問題

に な る の は，単に 「太陽が東か ら昇る」の を見 た こ

と を事実 と して確認す る こ とで は な く，どう して ，

「明 日も太陽が東か ら昇る だ ろ う」 とか，「常 に太陽

は東か ら昇 る」 とか， こ の ような判断 を我々 が下 し

うる の か とい うこ とで ある ．認識 とは，単なる 事実

確認 で は な い ．こ の よ うな 判 断 ，
つ ま り 「常 に」 と

か 「必ず」 とい っ た 観念 を伴 っ た 判断が ，認識 に と

っ て は欠か せ な い 契機 と な っ て い る の で あ る．

　 し か し
，

こ の よ うな 「常 に」や 「すべ て 」 に対応

する事態は
， 経験そ の もの （我 々 が 「太 陽が東 か ら

昇 る」 の を見 た，そ の 経験） に は存在 しない ．そ れ

を生ぜ しめ る の が想像力 の 機能で あ り ，
ヒ ュ

ーム が

問題 に し た テ
ーマ もそ こ に存在 し た ．

　 ヒ ュ
ーム は ，「観念 （idea）」 の 起源 を問 い ，我々

の 心 の 中 に 生 じ る あ ら ゆ る 意 識 内 容 を 「印象

（impression ）」に還元 した ．「観念」は 薄まっ た 「印

象」 で ある ，つ ま り ， 人 間 の 心 に 現 れ る 意識 内 容

（知覚）は
， 「印象」 と 「観念」 に分 か た れ，「こ れ ら

二 つ の 間 の 相 違は
，

こ れ らが 心 に働 きか け ， 思 考も

し くは 意識 の 内容 とな る 時 の 勢 い （force） と生気
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（liveliness） と の程度の 違 い に ある」 5｝．そ こ で 問題

に な る の は，い か に して ，こ の よ うな個々 の 「印象」

や 「観念」が 取 りま と め られ ，

一つ の 意味 の あ る意

識 内容 と して 結合 され る の か ，とい うこ とで ある ．

ヒ ュ
ーム に よ れ ば

， 「類似」「時空的近接」「因果 関係」

の 三 つ が 「連合 （association ）」 の 法則 と して働 く．と

りわけ ， 「因果関係」は 類似や近接 とい っ た 直接的な

もの を超え た と こ ろ （た と えば未来）へ わ れ わ れ の 意

識 を導 く点にお い て ，特筆すべ き役割を果 たして い る．

「因果 関係 だ け が ，見 もしな い し触れ もしない 存在 に

つ い て 告げる た だ一つ の 関係」で ある．因果関係 とい

う 「観念連 合 （association 　of 　ideas）」の法則が ，記憶

や現在 の 印象を超 えた ，い まだ経験 され て い な い 未 来

へ と我 々 の 経験 をつ なぐ．そ の つ な ぐ力 とは何か．こ

れ こ そが想像力に ほかな らな い ，ヒ ュ
ー

ム は こ の 想像

力 の 作用 を 「秘密の 作 用 （a　secret　operation ）」 と呼び，

人 間本性に 由来する もの と考え た ．

　 こ の よ うに ， ヒ ュ
ー

ム に お い て は，人 間本性 の

「秘密 の 作用」 と して の 「想像力」が ，と くに，因果

関係 と い う観念 連合 の 法則 に お い て はた らき，未来

の 経験的認識 を成立 させ る とい う理 解が な され て い

る ．最初 に挙 げた例 で 言 えば ，「（洗面所 に 行けば）

歯磨 き粉が あ る だ ろ う」 とい う認識 の成立 に は想像

力の 発揮が 不可 欠で あ る とい う こ と に あ る だ ろ う．

すなわ ち ，先取，未来の 認識 と い う契機 に お い て の

想像力の 発動が 無けれ ば
，

われ わ れ は
， 階段 に

一
歩

を踏み 出す こ とさえ で きな い の で ある ．われ われ は，

現在 と も に 未来を先取 りしなが ら，か ろ うじて 日常

的な認識 を可能な もの と して い る．

サ ル トル に お け る 「想像力 （imagination）」

　つ ぎに
，

J．P ．サ ル トル の 議論 を援用 して ，過去 に

お け る経験的認識 ， す な わ ち ， 想 起 と そ の 認 識 的活

用 の 場面 に お け る想像力の 根源性 に つ い て 考えて み

た い ．

　さて ，シ ン プル な命題 か ら始め て み よ う．・「こ の 世

界に 『無』 は あ るの だろ うか ？」．こ れ は ， 設 問か ら

して ，矛 盾 して い る こ とか もしれ な い ，無が 在 る と

は ，な い こ と が あ る，と い っ て い る こ とに等 しい か

らで あ る ．

　 しか し，私 の 問 うて い る の は ，そ うい う意味で は

な くて ，日常 的 な レ ベ ル で 使 う 「何 々 が な い 」 と い

う表現 は ，そ もそ もど うい うこ と を表 して い る の だ

ろ うか ， と い うこ とで あ る．当然 だが，こ の 世 界に

は在 る もの しか存在 しな い ．存在す る もの は 存在 し，

存在し て い な い もの は存在して い な い の で ある ．

　と こ ろ が，わ れわれ は，「歯磨 き粉が ない 」 と言 う

し， 「醤油 がな い か ら買 っ て こ なければ な らな い 」 と

か ，「こ の 部屋 に は誰 もい ない 」 と か ，「無 い 」 とい

う概念 を しば しば使用 して い る ．こ れ は
， 人間が 可

能性 と し て 在 る／在 っ た もの を想定 して ，そ れ が ，

「無 い 」 と言 っ て い る の で あ っ て ，「世界」 の 側 に は，

つ ま り対 象 と して は
， 否定 と い う事態 は 存在 し て い

ない の で ある．

　こ の よ うに ，人間の 心 の 中で ，初 め て ，「無」が 誕

生す る と 言 うこ と が で きるで あろ う．「醤油 が無 い 」

の は，醤油が入 っ て い た空 の ペ ッ トボ トル が 「在 る」

だ け で あ っ て ，醤油 が 「無 い 」 の で はな い ．お な じ

く，「こ の 部屋 に はだれ もい な い 」 と きは，机 と椅子

だけが置 い て あ る空 聞が 「在 る」 だけ で あ っ て ，誰

かが 「い な い 」 わけで はな い ．

　 こ うして考え る と，「無」 と い う観念は，す ぐれ て

人 間の 想像力の 所産 で あ る とい うこ とが わか る．人

間の想像力な くして は，在 る世界 をある が まま に受

け止 め る しか な く，ゆ た かな意 味 を も っ た 「世界」

の広が りは，た だ の 物体の 集 ま りに な っ て しま うで

あ ろ う．

　サ ル トル は，ヒ ュ
ーム や カ ン トとは異な っ た意味

で
，

「想像力」 を哲学の 中心 的 テ ーマ とした．彼の 言

う 「超越」や 「無」 と い う概念そ の もの が，想像力

の 問題 に ほ か ならな い の で ある ．

　人間の 意識 は，知覚がそ うで ある よ うに ，何 も の

か の 意識 として
， 現実の事物 を志向し て い る が

， 同

時 に こ の 意識 の あ り方それ 自体 を 自己否定 し，現実

界全体 を超越する こ とが で きる．こ の 否定 と超越は
，

意識 の 本 質構造 を な し て い る が
， そ の 働 きは意識 の

「非現 実化」 の 作用 として ，想像力の 所産で ある ，と

い うの が サ ル トル の 意見 で あ る．「否定作用 は想 像力

の うちに お い て の み，ま た ，想像力 を通 して の み ，

実現可能 で ある」
6〕，

　ま た サ ル トル は，人間 の 意識 を 「知覚」と 「想像力」

とに二 分 し， 両者を種 的に区分 して い る．す なわち ，

「知覚」は常 に 目の 前 の 事物 に結び つ い て 現実的世界

を志 向す る の に対 して ，「想像 力」は も っ ぱ ら 「イ マ

ージ ュ （像）」 を喚起 する機能 と して ，知覚と は反対

に，目の 前 の 現実を離 れ，非現実的世界を志 向す る こ

と に よ っ て ，対象 の 不在性を告知す る と こ ろ に特徴が

あ る．そ して ，そ の 想像 力 の 喚起す る 「イマ
ー

ジ ュ 」

の特徴 と して ，以下 の 4点をあげ て い る．

　  イマ
ー

ジ ュ は ，単 な る 幻 影で も心 的錯覚 で もな

227
桐生 短期大学紀要．第 17号 ，2006

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kiryu Junior College

NII-Electronic Library Service

Kiryu 　 Junior 　 College

く， 意識の 対象へ の 関係 を示す概念で ある ．つ まり，

対象が 意識 に あら わ れ る特有な仕方 ， ある い は
， 意

識が 対象を自らに与える 固有な仕方 の こ とで ある ．

　  イ マ ージ ュ は 常 に直感的な事柄 で あ っ て
，

一
挙

に そ の 対象の 中心に 身をお く．こ れ に対 して
， 知覚

にお い て は
，

た とえば正六 面体 の 場合 ， 対象は 知 覚

さ れ たそ れ ぞれ の 側面を連続的に 合成する とい う手

続 きをと っ て
， そ の 見 えな い 部分 が補 わ れ る．した

が っ て
， 知覚は

，
い わ ば 「射影」 の 順次 的連続 の 合

成物 な の で ある．

　  知覚は対象を現存する もの と して措定するが，イ

マ
ー

ジ ュ は対象を，「非存在」 として ある い は 「不在」

と して ，あ る い は ど こ かほか の と こ ろ に存在する もの

として措定する．イマ
ー

ジ ュ はどんな に活気にあふれ，

力強 い もの で あ ろ うと，お の れ の対象を存在せ ぬ もの

として 与 える，イマ
ー

ジ ュ は 「不在的
一
直観的」で あ

り，あ る種の 「無」を内包 して い る．

　  知 覚的意 識 は受動 的 で あ る が ，想像的 意識 は，

イ マ
ー

ジ ュ の対象を産出 し，か つ 保 っ て お くと い う

自発性を もつ ．

　 こ れ ら特徴 の うち で ，重 要な の は や は り  の ，イ

マ ージ ュ は 「不在的
一

直観 的」 で あ り，ある種 の

「無」 を内包 して い る，とい う点で あろ う．

　 そ もそ も，世界 を無の 観点で 見 る こ とは，現実界

が 世界 と して構成 さ れ る作用の うち に
， すで に含 ま

れ て い る ように思われ る．こ れ が意識の構造で ある．

サ ル トル が 言 うよ うに ，こ の イ マ ージ ュ の 「無化」

とい う特徴は，想像力の す ぐれ て 重 要な機能で あ り，

こ れ な くして は 人間の 認識 は成立 しない
， 重要な能

力 と考 え て よ い だ ろ う （ただ し ， サ ル トル に 言わせ

れ ばそ れ は 自由の 問題 に つ なが る 実践論 的課 題 な の

で ある が）．

　 さらに
， イ マ

ージ ュ の 厂無化」 と い う想像力の 機

能は
， 「過 去の 経験的認 識」 の 成 立 に 必 要不可欠な も

の で ある とい える だ ろ う．「知覚は対象 を現存する も

の と し て措定する が
，

イ マ
ージ ュ は 対 象を

， 『非存在』

と して ある い は 『不在』 と して
， ある い は ど こ か ほ

か の と こ ろ に存在する もの と して 措定す る」場 合 ，

「非存在」ある い は 「不在」として 措定され る対象は ，

「過去 にあ っ た」 もの と して経験 され た もの で あ る．

「無い 」とい う認識は
， 本来ある べ きとこ ろ に 「無 い 」

と い う認識 で もある ．本来ある，とい うの は 過去 の

認識 と表裏
一

体で あ る ．未来 は
， あ る 意 味 で 「非存

在」ある い は 「不在」であ るが，それ も，「非存在」

あ る い は 「不在」 の 類 推に す ぎな い と考 えられ る ．

端的 に 「無 い 」 と直覚で きる の は 過 去 の み で あ り，

そ うい う意味 で 「非存在」 あ る い は 「不在」は 過去

の 認識の 成立を表 して い る．

　わ れ わ れ の 認識 の 基礎 と な る 過去 か らの 「積み 上

げ」す ら， 想像力 とい う契機が存 して い る とい うこ

とは ， サ ル トル の 現 象学的 ・実存主 義的議論か らも

明 らか にされ て い る．

カ ン トに お ける 「想像力」 （「構想 力」）

現在の 認識 ある い は、 い ま ここ の認 識 と

意識 の 成立

　カ ン トは，「想像力」 とい う術 語の か わ りに 「構想

力 （Einbildungskraft）」 とい う こ とば を用 い て い る ．

定義 によれ ば，「対象が現前 して い な くて も こ の対象

を直観 に お い て 表象する 能力」
ガ

とな る が ，さ しあ

た り 「想像力 （imagination）」 とほ ぼ 同義 の もの とし

て 理解 して よい だ ろ う．

　さ て ，カ ン トも ヒ ュ
ーム と同様 に

， 構想 力 （ヒ ュ

ーム に お ける想像力，以下説明省略）を，「人間の 心

の 根本能力」 「それ を欠い て は我 々 は ま っ た く認識を

持ち得 な い で あろ うと こ ろ の ，心 の 盲 目的な，に も

か か わ らず不可欠な機能」 と み な し
， 人間の 認識論

的側面 に お い て はたすそ の 重要な役割を認め て い る．

カ ン トに お い て も，構想力 （想像力）は ，非現実的

な 空想 や錯覚 をもた らす元 凶 で は な く，
む し ろ

， 認

識に お い て 積極的な役割 を演 じる 重要な機能を有す

る 重要な能力で あ っ た．

　で は，カ ン トに よっ て 「心の 根本能力」「認識 に欠

く事 が で きな い 能力」 とされ た
，

こ の 構想力 とは
，

い っ た い どの よ うなもの で ある か ．こ こ で は
， 『純粋

理性批判 』にお け る 記述 を確認 して お こ うと思 う．

　 「構想力は知覚そ の もの の 必然的構成要素 で ある
，

と い うこ とに考 えつ い た 心理学者 は こ れ まで 一
人 も

なか っ た」 7）．「純粋理性批判』 の 第1版 「純粋悟性 概

念 の 演繹」 の 脚 注にお い て カ ン トは こ の よ うに述 べ

て い る ，

　 「構想力」 とは ，カ ン トに とっ て は ，諸事象の 間

に親和 性 を認 め連想 によ っ て ある形象 を二 次的 ・再

生 的に形づ くる もの で あ る こ とに と ど まらず，む し

ろ ， そ う した経験 的働 き の 根底 に あ っ て ， 直観 の 多

様 を把捉 し，は じめ て
一

つ の 形象に ま と め あ げる

「根源 的な能力」にほか な らなか っ た．カ ン トはそ の

能力 を 「産 出 的 （produktive）」構想 力」 と呼ん で ，

「再生 的 （reproduktive ）構想 力」と 区別 した．そ して ，

「ア プ リオ リな総合 の 能力」に よ る必然的統
一と い う
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「構．想力 の こ の 超越論 的機能 を介 して の み，諸現象の

親和 性 す ら ， それ とと もに連想 も，最後 に ，こ の 連

想 を通 じ て ，諸 法則 に した が う再 生産 も，し たが っ

て 経験 自身も ， 可能 とな る」 と説 い た．

　構想力 は さ ら に，「超 越論 的時 間 規定」 と し て の

「図式」 を産 出 し，感性 と悟性 の 媒介 ・統
一

に 当た っ

て 不可欠 な役割 を演ずる ．

　カ ン トに よれ ば，「あ らゆる ア プ リオ リな認識の根

底に存する人 間の 心 の 根本能力 とし て ，我 々 は 純粋

構想 力 を有 して い る．こ れ を媒介 に して ，我 々 は
一

方 に あ る直観 の 多様 を，他方 に ある純粋統覚の 必然

的統
一

の 制約 と結合する ．感性 と悟性 と い う両極端

は，構想力の こ の 超越論的機能 を媒介 と し て 必然的

に 連 関 し なけれ ばな らな い 」
7〕．

　そ して ，構想力は，経験 的認識の 基礎 となる 「図

式」 を作 り出す．構想力 （Einbildungskraft ）と は
，

その 原語通 り，「像 （Bild）」 を作 る 能力 （Kraft） な

の で ある ．「図式 （Schema ）」 とは
， 像 を像 と して 認

識する た め に必要な 「形 （かた）」で ある．われわ れ

は ，図式 な しに は ，対象 を一つ の 概念に まと め あげ

る こ とは 不可 能で あ る ，た と えば
，

一
つ の 「皿 」と

い う経験的対象は 「円」 とい う純粋 に幾何 学的 な形

像 と同種 の 性質を 持 っ て い る が
， そ れ は

， 「皿 」 と い

うもの に見 られ る 「円 さ （丸 さ）」 の 概念が，円 にお

い て 直観 され て い るか らで あ る．そ もそ も，「図式」

は
，

カ ン トに と っ て ，現 象に対 す る カ テ ゴ リ
ー

の 適

用可 能性 を問 うと きに必 要と された もの で あ っ たが ，

構想力 の 所産 で ある こ の 図式 は ，現象と カ テ ゴ リ
ー

を媒介す る （現 象 に カ テ ゴ リ
ー

を適 用 す る）際 の

「第三 の もの 」 と して ，概念を感性化する際の不可欠

な条件 とな っ て い る の で あ る．カ ン トは ，こ の よう

な 図式 に 従 っ て 悟 性 が 作用 す る こ と を 「図式 性

（Schematismus）」 と名づ けた，そ して ，こ の 「図式

性」は，「人間の 心 の深み に潜む隠され た技術で ある」

と述 べ る の で あ る ．

　すで に述べ た よ うに ，カ ン トは経験的認識の 根底

に あ っ て ，直観の 多様 を把捉 し，は じ め て
一

つ の 形

象 に ま とめ あ げる 「根 源 的 な 能力」 を 「産 出的

（produktive ）構想 力」 と呼 び ，単 な る 「再生 的

（reproduktive ）構想力」と区別 した．産出的構想力 は，

経験 に先立 っ て 自発 的に働 くこ と に お い て
，

とらわ

れ の な い 自由 を持 つ ．すなわ ち，経験的直観が な く

と も，「図式 」「形像」 を自由に形成す る の で あ る．

た だ し
， 自由と は 言 っ て も

， 構想力が 妄想や 錯覚 ，

ある い は単 な る空想 と異な る の は ，常に 「図式」 を

産出 し，そ れ を介 して 常 に 「形像」 に か かわ り，現

実 に形像化す る こ とを迫 られ て い る 点に ある．すな

わ ち
， 構想力は 「直観の多様を

一
つ の 形像 へ ともた

らさねばな らな い 」の で ある．

　 こ の よ うに し て ，カ ン ト に お い て は
， 構想力 は

（と くに そ の うち の 産出的構想力は），「図式」 を産出

し，そ の 「図式」 に よ っ て 「形像」 を もた らす点に

重 要な認識論的意味 を与 え られ て い る ．一
定の 規則

性 を持ちつ つ ，とらわ れ ない 自由を持 っ て
， 「図式」

を産出し
， 形像 を もた らす．こ の こ と に よ り，人間

は初 め て 一定の 意味の ある （総合 ・統一
され た ）認

識 を持 っ こ とが で き る の で あ る ．そ し て
，

こ こ に お

い て は じめ て
， 過去か ら現 在，そ して 直近の 未来に

お け る 経験 的な 認識 ， そ し て そ の 連続性 ，
さ ら に

，

そ れ らを時間に お い て 統一する 意識 （すな わ ち自我）

が成立 する の で ある．

　カ ン トに お ける構想力 （想像力）の 認識 論にお け

る位置 づ け は
， きわめ て重 要 であ る ．未来 や過 去 の

経験的認識 に と どまらな い ，「い まこ こ」 （現在）の

「目の 前の こ れ」 の 認識 にお い て す ら も，構想力 （想

像力 ）の 発 揮 が 必 要 で あ る と の 理解 ，さ らに は ，過

去 か ら未来 に わ た る
一

貫 した 意識 の 流 れが 想 像 力

（構想 力）の 生 み出す，図式に よ っ て なされ て い る と

の 理解 は ，想像力 の 根源 的 な性格 を浮 き彫 りに して

い る．

結　語

　 ヒ ュ
ー

ム ，サ ル トル ，カ ン トの 議論 を手がか りに

して ，想像力 （i皿 agination ）（カ ン トの場合 は構想力

Einbildungskraft）の 認識論 的機能に つ い て 考察 を行

な っ て きた．

　 そ の結果，日常的な経験 的認識に お い て ，想像力

は多様か つ 根源的 ・根本的機能を果た して い る こ と

が理解 され た．芸術的ある い は道徳的な能力 と して

だ けで な く，未来の 認識 ， 過去の 認識，さ ら に は
，

現在の 目の 前の 事物の 認識 に 至 る ま で ，想像力の 発

揮 は そ の 成立 に おける絶対的必要条件 に な っ て い る．

　 カ ン トの 言うと こ ろ の 「対象が現前 して い な くて

もこ の対象 を直観 に お い て表象する 能力」 と し て の

想像力は，「現前 して い な い 」未来や 過去の み な らず，

目の前の 事物の 実在性の 認識 を確保する 機能す ら担

っ て い る．

　思考や判断，日常的な経験的認識 まで 含む根源的

な 能力 と し て の想像力は
， 近代 の 哲学史 を跡付 け る

こ とに よ り，その 認識論的意義が確認 さ れ た．ジ ョ
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ン ソ ン とと もに ， 想像力 とは
， 人 間 の 諸能力 の うち

で も，もっ とも根源的な能力 の ひ とつ で ある と結論

付 け て よ い だ ろ う．

　 しか し
， 最後 に，課題 は残 され て い る ．カ ン トの

想像力論の根本原 理 は ，感性 と悟性 をつ な ぐ第三 の

もの と し て の 図式性 にあ っ た ．す な わ ち ， そ こ に は ，

認識論 的，ある い は存在論 的 二 元論が前提 とされ て

い る の で あ る ．そ うす る な ら ば
， 第三 の もの と第

一

の もの （悟性）や第二 の もの （感性）は い か に接続

され て い る の か，とい う循環論的 な ア ポ リ ア に必然

的 に導かれ て しまうこ とに な る．

　カ ン トは，晩年 に 近 い 1790年に あ らわ した 『判断

力批判』 に お い て ，そ の解答の 糸口 を示 した
S｝．しか

し，い まだ に哲学的議論に お ける 二 元論は 克服 され

て い ない ．ジ ョ ン ソ ン らが しめす
一

元論 も，十分な

検討 は始 ま っ たばか りで ，そ の 正 当性は まだ証明 さ

れ て い な い ．

　 われ われ の 目指すべ き方向性 と して は，カ ン トの

二 元論的発想 を い か に して
一

元論的解釈 に接続する

か
，

とい う実に 困難な問題へ と立 ち向か うこ とで あ

る が ，近年の 分析哲学 は，それ を言語の分析や神経

科学な どとの 親和性の強 い 「自然主義」へ と 「回避」

して い る ．「回避 」で はな く，困難な こ の 問題に直に

取 り組む こ と で し か
， 人間の認識の 根源的性格 を理

解す る こ とは で きな い だ ろ う。あ え て こ の 道 を選ぶ

か
， そ れ は，そ の 人の 目指す べ き人間理解 の深 さ に

よ る もの だ と，私 は信 じる．
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The  Epistemological Function of  Imagination

Hiroyuki Harada

                                              Abstract

   In this article,  I would  try to elucidate  the  function of  human  imagination in epistemology.  In general usage  of  the  term

''imagination'',

 most  people think  it is a  kind of power fbr an  artistic performance or a moral  sense. On  the other  hand, beyond

the importance in general usage  or  meanjng,  imagination has important functions in epistemology.

   It will  become  clear  in modern  philosophers' argument,  in theory of  knowledge or judgment of David Hume,  Jean-Paul

Sartre and  Immanuel Kant. Especially in Kant's account  of  imagination, I claim  that its productive and  schematizing  functions

are essential  for human knowledge in tense (past, present and  future) cognition.  In other  words,  all cognition  occurs  in time

and  thus  is subject  to the stmcture  of  temporality.

   Yet there is a limit in Kantian theory, Whether we  can  obtain  a richer  view  beyond Kant or not  depends on  how  we  can

solve  the problem with  dualism in epistemology.

Keywords: Imagination, Cognition,Human knowledge, Schematism, Temporality
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