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本 論 ⽂ は 哲 学 者 中 村 雄 ⼆ 郎 が 提 唱 し た 「 臨 床 の 知 」 と い う 哲 学 概 念

の 内 的 構 造 と 現 実 へ の 応 ⽤ を 考 究 す る 試 み で あ る 。 近 代 以 降 、 科 学 が

発 展 す る 中 で 科 学 的 な 物 の ⾒ ⽅ も 社 会 に 浸 透 し て き た 。そ れ は 、普 遍・

客 観 ・ 論 理 を 重 視 す る ⾒ ⽅ で あ る が 、 こ の ⾒ ⽅ が 急 速 に 広 が る こ と で

私 た ち が 古 来 重 視 し て き た 特 殊 ・ 具 体 的 な ⽣ を も 射 程 に ⼊ れ た ホ リ ス

テ ィ ッ ク な ⾒ ⽅ の 意 義 が ⽋ 落 し て い っ た 。 普 遍 性 は 物 事 を 場 所 と 時 点

か ら 抽 象 し 、 コ ス モ ロ ジ ー を 軽 視 し た 。 客 観 性 は 物 事 を 対 象 化 し 、 主

観 的 感 情 を な い が し ろ に し た 。 論 理 性 は 単 線 的 な 因 果 関 係 を 重 視 す る

が 、 ⽣ 活 世 界 の ⽣ き ⽣ き と し た ⽣ の 豊 か さ や 有 機 的 な 関 連 を 描 き 出 す

こ と が で き て い な い 。 そ れ ゆ え 、 科 学 が 万 能 視 さ れ る 現 代 に お い て こ

そ 、 そ こ か ら こ ぼ れ 落 ち た 個 別 性 ・ 感 性 ・ 多 義 性 を 重 視 す る 新 た な 知

が 要 求 さ れ る 。 そ う し た 脱 近 代 の 思 潮 の う ち に 哲 学 者 の 中 村 雄 ⼆ 郎 の

説 く 「 臨 床 の 知 」 は 位 置 づ く 。  

本 研 究 の 独 創 的 な 点 は 、 こ の 中 村 の 「 臨 床 の 知 」 を 芸 術 と い う 営 み

の 内 に 再 構 成 し 、 そ の 現 代 的 意 義 を 浮 き 彫 り に す る こ と に あ る 。 中 村

は 著 書『 共 通 感 覚 』（ 1979 年 ）に お い て 、物 事 を 全 体 的 に 把 握 す る ⼈ 間

と し て 、 芸 術 家 の 存 在 が 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る と 語 る 。 た と え ば 、

絵 画 を 描 く 場 合 、 芸 術 家 は 優 れ た 技 法 や 豊 か な 想 像 ⼒ を 使 っ て 、 感 性

に 浸 さ れ た ⾃ 我 を ⾊ 彩 や 図 形 の 組 み 合 わ せ の 内 に 描 き 込 ん で い く 。 そ

の 営 み を 通 じ て 、 絵 画 作 品 は 芸 術 家 の 感 情 ・ 感 性 ・ イ マ ジ ネ ー シ ョ ン

を 体 現 し 、 知 を 顕 在 化 さ せ る 。 こ の 意 味 で 、 芸 術 は 「 臨 床 の 知 」 と 同

じ ホ リ ス テ ィ ッ ク な ア プ ロ ー チ を と り 、「 臨 床 の 知 」を 内 ⾯ 化 す る ⽅ 法

の ⼀ つ と 考 え ら れ る 。 そ れ ゆ え 、 本 研 究 は 「 臨 床 の 知 」 の 構 成 原 理 を

究 明 し た 上 、 こ の 概 念 と 芸 術 と の 類 似 性 に 注 ⽬ し 、 芸 術 的 実 践 が 有 す



る 治 療 的 役 割 を 介 し て 、「 臨 床 の 知 」の 現 代 的 意 義 を 描 出 す る こ と を ⽬

的 と す る 。  

本 博 ⼠ 論 ⽂ は 、 第 ⼀ 部 「 臨 床 の 知 」 の 理 論 、 第 ⼆ 部 芸 術 の 原 理 、 第

三 部 「 臨 床 の 知 」 の 展 開 と し て の 芸 術 、 の 三 部 に よ っ て 構 成 さ れ 、 そ

れ ぞ れ 以 下 の 内 容 で 展 開 さ れ る 。  

第 ⼀ 部 で は 、 第 ⼀ 章 と 第 ⼆ 章 に お い て 、 主 に 中 村 の 『 臨 床 の 知 と は

何 か 』（ 1992 年 ）を 軸 に 、「 臨 床 の 知 」と「 臨 床 医 学 」、「 臨 床 の 知 」と

科 学 へ の ⽐ 較 考 察 に よ っ て 、「 臨 床 の 知 」の 全 体 像 と 意 義 を 明 ら か に す

る 。第 三 章 か ら 第 五 章 で は 、中 村 の『 場 所（ ト ポ ス ）』（ 1989 年 ）、『 共

通 感 覚 論 』『 現 代 情 念 論 』（ 1962 年 ）に 基 づ き 、「 臨 床 の 知 」の 三 要 素 で

あ る「 場 所 」「 共 通 感 覚 」「 情 念 」の 意 味 を 検 討 す る こ と に よ っ て 、「 臨

床 の 知 」 の 理 論 構 造 を 描 き 出 し た 。  

具 体 的 に は 中 村 論 で は 、「 臨 床 の 知 」は 、客 観 性・論 理 性・普 遍 性 ば

か り を 重 視 す る 「 科 学 の 知 」 の 弊 害 を 克 服 す る 、 具 体 的 な ⽣ に 根 ざ し

た 知 と し て 提 案 さ れ た 。 そ の 内 実 は 、 存 在 の 深 み か ら ⽣ 命 を 語 る 「 場

所 」 を ⾒ 据 え 、 意 識 と 無 意 識 を つ な ぐ 体 性 感 覚 的 統 合 と し て の 「 共 通

感 覚 」や 、無 意 識 下 の 想 像 ⼒ に よ っ て ⼼ の 機 能 を 活 性 化 さ せ る「 情 念 」

を 拠 り 所 と す る も の で あ っ た 。 そ う し た 三 原 理 に 基 づ き 、 我 々 は 具 体

的 な 場 ⾯ に お い て 、 感 情 的 交 流 を 通 し て 相 ⼿ を 全 体 的 に 捉 え る こ と が

可 能 と な る と さ れ た 。  

第 ⼆ 部 に お い て は 、 中 村 の 「 臨 床 の 知 」 と 芸 術 と の 関 係 を 解 明 す る

た め 、 ⼀ 般 的 な 芸 術 論 と の ⽐ 較 考 察 を ⾏ う 。 第 ⼀ 章 と 第 ⼆ 章 に お い て

は 、美 学 者 ⽵ 内 敏 雄 に よ る『 ア リ ス ト テ レ ス の 芸 術 理 論 』（ 1969 年 ）と

美 学 研 究 者 上 村 博 の 『 ⾝ 体 と 芸 術 』（ 1998 年 ） に お け る 論 考 を 取 り 上



げ 、 芸 術 の 創 作 側 と 鑑 賞 側 の 両 ⽅ ⾯ か ら 芸 術 作 ⽤ （ ⾃ ⼰ 表 現 と ⾃ ⼰ 形

成 ） の 内 実 を 探 り 、 そ う し た 芸 術 作 ⽤ と 「 臨 床 の 知 」 と の 関 連 性 に つ

い て 論 及 す る 。 芸 術 家 は 外 部 感 覚 で あ る 視 覚 と ⾝ 体 感 覚 で あ る ⽬ の 筋

⾁ 感 覚 の 統 合 を ⽤ い 、 模 倣 対 象 を 偏 り な く 全 ⾯ 的 に ⾒ る と 同 時 に 、 間

接 的 に 触 り 、 無 意 識 的 想 像 ⼒ に よ っ て 対 象 の 質 と 輪 郭 を 同 時 に 正 し く

把 握 し 表 現 す る 。 こ の よ う な 芸 術 で は 、 ロ ゴ ス 的 に 像 の 質 が 正 確 に 把

握 さ れ て い る と 同 時 に 、 創 作 す る 際 の 芸 術 家 ⾃ ⾝ の 内 ⾯ に 起 こ る パ ト

ス も ま た 適 切 に 表 象 さ れ て い く 。 そ し て 、 こ の 内 ⾯ に ⽣ じ る ⼼ の 表 象

は さ ら に 創 作 の 「 指 導 的 動 機 」 と し て 、 形 成 し つ つ あ る 芸 術 作 品 と 交

互 作 ⽤ し て と も に 変 化 を 起 こ し 完 成 へ と 向 か う 。 こ う し て 、 無 意 識 的

想 像 ⼒ を 介 し た 「 ロ ゴ ス と パ ト ス の 総 合 統 ⼀ 」 と い う 真 の 芸 術 の 形 が

現 れ 、 こ の よ う な 芸 術 作 品 は ま さ に 中 村 の 説 く 「 臨 床 の 知 」 の 顕 在 化

し た も の と い え る 。 さ ら に 、 真 の 芸 術 を 鑑 賞 す る 際 に も 、「 臨 床 の 知 」

の 捉 え ⽅ に ⼀ 致 す る プ ロ セ ス が 現 れ て く る 。こ の プ ロ セ ス を 本 論 で は 、

⾝ 体 に よ る 演 技 的 芸 術 鑑 賞 と 称 し た 。 こ の ⾒ ⽅ で は 、 鑑 賞 者 は 、 作 品

か ら 受 動 的 刺 激 を 受 け 、 ⾝ 体 全 体 の 感 覚 を 全 ⾯ 的 に 働 か せ 、 能 動 的 に

追 体 験 す る こ と （ ⾝ 体 的 演 技 ） に よ っ て 作 品 の 構 造 を ⾃ ⼰ の 内 に 再 構

成 す る 。 こ の 鑑 賞 過 程 を 経 て 、 鑑 賞 者 は 作 者 の 独 ⾃ な 世 界 に 通 じ る こ

と が で き 、 さ ら に 真 実 在 と し て の 普 遍 的 世 界 に も 繋 が っ て い く 。 こ の

よ う な 鑑 賞 プ ロ セ ス に よ っ て 、 鑑 賞 者 は 喜 び や カ タ ル シ ス を 体 験 す る

こ と が で き る 。  

第 三 章 で は 、 美 術 史 研 究 に お い て 指 摘 さ れ る 遠 近 法 を め ぐ る 近 代 芸

術 の 問 題 性 と そ の 克 服 に 向 け た 芸 術 ⾰ 新 プ ロ セ ス を 考 察 し 、 そ の プ ロ

セ ス と 「 臨 床 の 知 」 の 誕 ⽣ 過 程 と の 類 似 性 に つ い て 論 証 す る 。 絵 画 法



の 歴 史 を 考 え る 時 、 特 に ル ネ サ ン ス 期 の 「 線 遠 近 法 」 は 空 間 ・ 世 界 を

正 し く ⾒ た い と い う 欲 望 か ら ⽣ ま れ た 最 初 期 の 図 法 で あ り 、 ⼀ 時 的 に

隆 盛 を 誇 る 。 し か し 、 そ れ ⾃ ⾝ の 極 端 な 合 理 的 で 局 限 的 な 性 質 に よ っ

て 次 第 に 衰 微 ・ 崩 壊 し て い く 。 そ し て 、 そ れ に 代 わ っ て 現 れ て き た の

が ピ カ ソ に よ っ て 確 ⽴ さ れ た キ ュ ビ ス ム で あ る 。 キ ュ ビ ス ム は ⼀ ⾒ 分

か り に く い 芸 術 表 現 と 感 じ ら れ る 。 だ が 、 キ ュ ビ ス ム は 、 過 去 の 既 成

規 則 を ⼤ 胆 に 破 壊 す る と い う ⾰ 新 的 な 意 義 を 持 つ ⼀ ⽅ 、 そ の 多 視 点 的

表 現 ⼿ 法 は 感 覚 的 知 覚 対 象 を 全 ⾯ 的 本 質 的 に 捉 え る 態 度 を 基 本 と し 、

「 臨 床 の 知 」 と 同 様 に 、 現 代 の 我 々 の も の の ⾒ ⽅ に 貴 重 な ⽰ 唆 を 与 え

る 。 キ ュ ビ ス ム は 芸 術 家 の 主 観 主 義 絵 画 の ⼀ つ の 重 要 な 芸 術 様 式 で あ

る が 、 そ の 主 観 に は 本 質 的 な 客 観 的 現 実 が 潜 ん で い る 。 つ ま り 、 キ ュ

ビ ス ム と い う 芸 術 様 式 に お い て 、「 臨 床 の 知 」が 求 め る 内 在 的 現 実 と 外

在 的 現 実 の 統 ⼀ が 実 現 し て い る こ と が ⾒ て 取 れ る の で あ る 。  

第 三 部 で は 、 第 ⼆ 部 で 解 明 し た ⾃ ⼰ 表 現 と ⾃ ⼰ 形 成 に 寄 与 す る 芸 術

の 働 き に つ い て 、 中 村 ⾃ ⾝ の 芸 術 論 『 魔 ⼥ ラ ン ダ 考 ― 演 劇 的 知 と は な

に か 』（ 1983 年 ）を 介 し て 、再 び「 臨 床 の 知 」の 内 に 位 置 づ け る こ と を

試 み る 。 魔 ⼥ ラ ン ダ は バ リ 島 の 伝 統 演 劇 に お け る 重 要 な ⼈ 物 で あ り 、

バ リ ⽂ 化 の 象 徴 で も あ る 。 魔 ⼥ ラ ン ダ を 中 ⼼ と す る 独 特 な ⽂ 化 を 持 つ

バ リ 島 に は 、 イ メ ー ジ ・ 象 徴 を 重 視 す る 「 シ ン ボ リ ズ ム 」 の 意 義 や 、

意 味 付 け ら れ た シ ン ボ ル に 充 ち た 「 コ ス モ ロ ジ ー 」 の 世 界 が 、 と も に

演 劇 と し て の 「 パ フ ォ ー マ ン ス 」 を 通 じ て パ ト ス の 世 界 と つ な が る 、

と い う 知 の モ デ ル が ⾒ ら れ る 。 演 劇 の 町 で 育 っ た 中 村 は 、 バ リ 島 で の

⽂ 化 体 験 を ⽷ ⼝ に 、 近 代 の 「 科 学 の 知 」 に 抱 い て き た 違 和 感 を 、 新 た

な 知 の 範 型 で あ る 「 演 劇 的 知 」 に よ っ て 克 服 を は か っ た と い え る 。 こ



の 「 演 劇 的 知 」 は 、 ま さ に 「 科 学 の 知 」 の 拡 ⼤ に よ っ て ⾒ 失 わ れ た 三

要 素 （「 シ ン ボ リ ズ ム 」「 コ ス モ ロ ジ ー 」「 パ ト ス 」） の 意 義 を 、 総 合 芸

術 の 内 に 体 現 し 、 後 に 様 々 な 臨 床 場 ⾯ で ⽣ き る 「 臨 床 の 知 」 へ 発 展 し

て い く 。  

加 え て 、中 村 は 、治 療 教 育 の 専 ⾨ 家 で あ る 川 ⼿ 鷹 彦 と 対 談 し 、「 治 療

教 育 」 に お け る 芸 術 の 意 義 を 論 じ た 著 作 『 ⼼ の 傷 を 担 う ⼦ ど も た ち ―

次 代 へ の 治 療 教 育 と 芸 術 論 』（ 2000 年 ） を 著 し て い る 。 こ の 本 を も と

に 、 最 後 に 「 臨 床 の 知 」 と 芸 術 と 療 育 （ ⾃ ⼰ の リ カ バ リ ー ） と を つ な

ぐ 応 ⽤ 倫 理 学 （ 教 育 倫 理 学 ） の 可 能 性 に つ い て ⾔ 及 し た 。  

現 代 の よ う な 頭 脳 重 視 ・ 成 績 偏 重 、 能 率 ・ 効 率 優 先 の 教 育 は ⼦ ど も

の 開 か れ た 感 受 性 を 閉 塞 さ せ る ⽅ 向 に 進 ん で い る 。 そ の 間 違 え た 進 ⾏

を ⾷ い ⽌ め る た め に 、 学 校 教 育 に 「 臨 床 の 知 」 の ⼀ ア プ ロ ー チ で あ る

芸 術 を 取 り ⼊ れ る こ と が 有 効 視 さ れ る 。 そ れ に よ っ て 、 抑 圧 や ゆ が め

ら れ た ⼼ ⾝ を 開 放 し 、 ⾃ ⼰ の 内 奥 か ら 貫 か れ た 「 開 か れ た 感 受 性 」 を

回 復 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。何 故 な ら ば 、第 ⼆ 部 で 検 討 し た よ う に 、

演 劇 ・ ⾳ 楽 ・ 造 形 芸 術 な ど の 全 て の 芸 術 活 動 は 、 芸 術 創 作 で も 芸 術 鑑

賞 で も 、 特 定 な ⾮ ⽇ 常 的 な 場 に ⼊ り 、 豊 か な 想 像 ⼒ を 起 点 と す る 体 性

感 覚 を 介 し て 芸 術 や 芸 術 の 中 に 含 ま れ る ⾃ 然 に 共 鳴 ・ 共 振 す る か ら で

あ る 。 そ し て 、 こ う し た 芸 術 に よ る 体 性 感 覚 を 通 し て 、 我 々 は 普 遍 性

や 、 ⾃ 分 ら し さ 、 ⾃ 他 の 不 完 全 性 、 痛 み 、 喜 び 等 を 感 じ 取 り 、 ⼒ 強 く

肯 定 し 表 現 す る こ と が 可 能 と な る の で あ る 。 こ の 意 味 で 、 今 ⽇ 、 我 々

は 芸 術 を 介 し た「 臨 床 の 知 」の 応 ⽤ 倫 理 学 的 実 践 の 可 能 性 を 治 療 教 育 、

さ ら に は 広 く 教 育 に 波 及 す べ き も の と 考 え る 。  


