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0 Introduction
● This is a doctoral dissertation on the function and nature of categorical 

statements.

● Examples of categories of art: Horror, science fiction, painting, film, Baroque, 

expressionism, blues, haiku, impressionism, Nouvelle Vague, Hitchcock films, 

Faulkner novels, French literature, Asian films, 19th century poetry, 1980s 

comics, etc.
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● カテゴリー的⾔明の機能と本性についての博⼠論⽂です。

● 芸術のカテゴリーの例：ホラー、SF、絵画、映画、バロック、表現主義、ブ
ルース、俳句、印象派、ヌーヴェルヴァーグ、ヒッチコック映画、フォーク
ナー⼩説、フランス⽂学、アジア映画、19世紀の詩、1980年代の漫画など。



● Examples of categorical statements:

○ “Les Demoiselles d'Avignon (1907) is a cubist painting.”

○ “The Fountain (1917) is categorized as a readymade.”

○ “The category of One Hundred Years of Solitude (1967) is magic realism.”

○ “Floral Shoppe (2011) is a member of Vaporwave.”

○ “Dummy (1994) belongs to trip-hop.”

0 Introduction

● カテゴリー的⾔明の例：
○ 「《アヴィニョンの娘たち》(1907)はキュビスム絵画である」

○ 「《泉》(1917)はレディメイドにカテゴライズされる」

○ 「『百年の孤独』(1967)のカテゴリーはマジックリアリズムである」

○ 「『Floral Shoppe』(2011)はVaporwaveのメンバーである」

○ 「『Dummy』(1994)はトリップホップに属する」
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● My aim is to theorize, among the various art practices, the practice of 
categorization using these statements (especially the genre practices, which I will 
characterize in ch. 3).

● Question: What is it for an artwork to be categorized?

● Constraints on accounts: categories have roles in appreciation and criticism, 
which are related to the fact that categorization is a social practice.

0 Introduction

● さまざまな芸術実践のうち、これらの⾔明を⽤いたカテゴライズ実践（とり
わけ第3章で特徴づけるジャンル実践）を理論化することが⽬的。

● 問い：芸術作品がカテゴライズされるとはどういうことか？

● 説明すべき事項：カテゴリーには、鑑賞や批評上の役割がある。また、その
役割はカテゴライズが社会的実践であることと関係している。
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● Proposal: (Some) categories of art are rules. The appreciation and criticism of 

works of art are governed by rules.

● Example: Being frightening is the merit of horror, but it is the demerit of 

lullabies. Horror contains a rule that makes us evaluate the frightening 

positively, while lullabies contain a rule that makes us evaluate the frightening 

negatively.

● 主張：（⼀部の）カテゴリーはルールである。芸術作品の鑑賞や批評はルー
ルに⽀配されている。

● 例：恐ろしいことはホラーの利点だが、⼦守唄の⽋点である。ホラーは、恐
ろしいことを肯定的に評価させるルールを含み、⼦守唄は、恐ろしいことを
否定的に評価させるルールを含む。

0 Introduction
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● Significance: It is widely acknowledged that categories of art play roles in 

criticism and appreciation (Walton 1970; Carroll 2009). However, less has been 

discussed on the dynamics of art categories, what kind of ontological structure 

they have, how they are generated and sustained, or how they function. This 

dissertation aims to fill this gap.

0 Introduction

● 意義：批評や鑑賞において、芸術のカテゴリーが役割を果たすことは、広く
論じられている（Walton 1970; Carroll 2009）。しかし、カテゴリーがどの
ような存在論的構造を持ち、どのように⽣成‧持続し、どのように機能する
のか、そのダイナミクスについての踏み込んだ検証は与えられていない。本
論⽂はこの空⽩を補完するものである。
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Aesthetic Judgments in Categories of Art
芸術のカテゴリーにおける美的判断



1 Aesthetic Judgments in Categories of Art

● Chapter 1 examines Walton's (1970) theory of categories of art.

● Psychological Thesis: the perception of aesthetic properties depends on the perception of 
categories.

● Normative Thesis: there are "correct categories" in light of the context.

● Ontological Thesis: aesthetic properties depend on contextual facts.

● Epistemological Thesis: knowledge in the narrow sense is neither necessary nor sufficient for 
aesthetic perception.

● 第1章では、Walton (1970)による芸術のカテゴリー論を検討する。

● ⼼理学的テーゼ：美的性質の知覚は、カテゴリーの知覚に依存する。

● 規範的テーゼ：⽂脈に照らした「正しいカテゴリー」がある。

● 存在論的テーゼ：美的性質は、⽂脈的事実に依存している。

● 認識論的テーゼ：美的知覚にとって、狭義の知識は必要でも⼗分でもない。
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1 Aesthetic Judgments in Categories of Art

● Example: A brush stroke in Impression, Sunrise seems crude when seen as a 

neoclassical painting, but graceful when seen as an impressionist painting. It is 

appropriate to see it as an impressionist painting, but inappropriate to see it as 

a neoclassical painting. The gracefulness of Impression, Sunrise depends in part 

on the relevant historical facts. However, relevant knowledge is neither 

necessary nor sufficient to grasp its gracefulness.

● 例：《印象、⽇の出》(1874)のブラシストロークは、新古典主義絵画として
⾒るならば粗野に⾒えるが、印象派絵画として⾒るならば優美に⾒える。こ
れを印象派絵画として⾒るのは適切であり、新古典主義絵画として⾒るのは
不適切である。《印象、⽇の出》の優美さは、部分的には関連する歴史的事
実に依存している。しかし、その優美さを把握する上で、関連する知識は必
要でも⼗分でもない。
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Claude Monet, Impression, Sunrise, 1874.



1 Aesthetic Judgments in Categories of Art
● Walton limits his discussion to those categories that are grasped by perception rather than inference.

● He wrote at a time when the proper engagement with artworks was exclusively thought as perceptual.

● In art criticism, however, categories play various roles beyond those addressed by Walton.

a. The other roles of categories in the formation of aesthetic judgments.

b. The role of categories in the justification of aesthetic judgments.

c. The role of categories in critical judgments that are not limited to aesthetic judgments.

● Waltonは、推論ではなく知覚によって把握されるカテゴリーたちに議論を限定している。
● 芸術への関与がもっぱら知覚的なものであるとされた時代に書かれている。
● 芸術批評において、カテゴリーはWaltonが取り上げたもの以外にもさまざまな役割を果た

す。
a. 美的判断の形成においてカテゴリーが果たすその他の役割

b. 美的判断の正当化においてカテゴリーが果たす役割

c. 美的判断に限られない批評的判断においてカテゴリーが果たす役割
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2 Criticism as a Guide to Appreciation

● 第2章では、カテゴリーが役割を果たす領域として、批評および鑑賞を特徴づ
ける。

● 鑑賞ガイドとしての批評：批評である ⇔ 鑑賞をガイドする機能を持つ。

● この原則に従って、「批評とはなにか」と「鑑賞とはなにか」に同時に取り
組む。

● Chapter 2 characterizes criticism and appreciation as areas in which categories 
play roles.

● Criticism as a guide to appreciation: being criticism ⇔ having the function of 
guiding appreciation.

● Following this analysis, I address the question of ‘What is criticism?’ and ‘What 
is appreciation?’ together.
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● Affective account of appreciation: Appreciation is an affective response (aesthetic 

pleasure).

○ Affective account of criticism: being criticism ⇔ having the function of guiding an affective 

response. (Gorodeisky 2022)

● Objection: Art appreciation is not limited to aesthetic pleasure and art criticism 

is not limited to aesthetic judgments.

2 Criticism as a Guide to Appreciation

● 鑑賞についての情動説：鑑賞とは情動的な反応（美的快楽）である。
○ 批評についての情動説：批評である ⇔ 情動的反応をガイドする機能を持つ。（Gorodeisky 

2022）

● 反論：芸術鑑賞は美的快楽に限られず、芸術批評は美的判断に限られない。
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1. Artworks have non-aesthetic artistic value: historical, cognitive, ethical, 
political, social, religious value, etc.

2. There are purely interpretive responses to artworks, in which value is not at 
issue.

3. Anti-essentialism about artworks: it is not plausible that providing an aesthetic 
experience is the constitutive purpose of artworks.

2 Criticism as a Guide to Appreciation

1. 芸術作品には美的でない芸術的価値もある：歴史的、認知的、倫理的、政治
的、社会的、宗教的価値など。

2. 芸術作品への反応には、価値を問題としない、純粋に解釈的な反応がある。

3. 芸術作品についての反本質主義：美的経験を与えることこそが芸術作品の構
成的⽬的だとは⾔えない。
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2 Criticism as a Guide to Appreciation

● Instead, I defend a pluralistic conception of criticism and appreciation.

● Cluster account of appreciation: appreciation is a complex of doxastic, perceptual, 

affective responses, etc.

○ Cluster account of criticism: being criticism ⇔ having the function of guiding either of those 

responses.

● 批評と鑑賞について、多元主義的な理解を擁護する。

● 鑑賞についてのクラスター説：鑑賞とは信念的、知覚的、情動的反応などの
複合体である。

○ 批評についてのクラスター説：批評である ⇔ それらいずれかの反応をガイドする機能を持
つ。
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● Critics guide our understanding, perception, and experience of gracefulness by 
pointing out that it is a particular thin curve that contributes to the gracefulness 
of a given painting.

● Here, having the thin curve is the justifying reason for the attribution of 
gracefulness, but why is this so?

● Another example: the visual mundaneness is a critical reason to regard Comb 
(1916) as provocative, but what is the reason for it to be the very reason?

2 Criticism as a Guide to Appreciation

● 批評家は、ある絵画に優美さをもたらしているのは特定の細い曲線であると
指摘することで、優美さの理解‧知覚‧経験などをガイドする。

● ここで細い曲線は、優美さの帰属を正当化する理由であるが、なぜそう⾔え
るのか。

● 別の例：視覚的に凡庸であることは、《櫛》(1916)を挑発的だとみなす批評
的理由だが、そのような理由となれる理由は？
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Marcel Duchamp, Comb, 1916.
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3 Genres as Rules
● Chapter 3 organizes the functions of categorization and reveals the ontological 

structure of categories.

● Question: What is unique about categories and only categories that are genres?

● 第3章では、カテゴライズの機能を整理し、カテゴリーの存在論的構造を明
らかにする。

● 問い：ジャンルであるカテゴリーかつそれらのみに独特な点はなにか？
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3 Genres as Rules
● Genre as Features: Genres are unique in the type of features relevant to their 

membership.

● Objection: Most categories are hybrids, tracking multiple features of different 

types. It is hard to identify a type of features that genres and only genres track.

● 特徴としてのジャンル：ジャンルたちは、所属に関与的な特徴のタイプにお
いて独特である。

● 反論：たいていのカテゴリーはハイブリッドであり、タイプの異なる複数の
特徴を追跡する。ジャンルかつジャンルのみが追跡するタイプの特徴は特定
しがたい。
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● Genre as Rules: A genre is a cluster of rules regulating appreciation.

● This can directly explain the appreciative and critical roles that genres play.

● Just as rules in general, genres have social foundations. (Lopes 2018)

3 Genres as Rules

● ルールとしてのジャンル：ジャンルとは、鑑賞を統制するルールの束であ
る。

● ジャンルが果たす鑑賞的‧批評的役割を直接的に説明できる。

● ルール⼀般と同様、ジャンルは社会的基盤を持っている。（Lopes 2018）
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● If genres are rules, then categorization into genres is not simply a matter of classification.

● Framing: an indication of a set of rules to be followed by the relevant agents concerning a 
given artwork.

● Example: one who states that "this is horror" is thereby declaring a stance to make an 
appreciative response to the artwork in accordance with the rules of horror, and is proposing 
to the listener to share that stance.

● Framing does not presuppose classification and allows for the forceful application of rules.

3 Genres as Rules

● ジャンルがルールであるとしたら、ジャンルへのカテゴライズは単に分類の問題ではない。

● フレーミング：ある作品について、関連するエージェントたちが従うべきルール群の表⽰。

● 例：「この作品はホラーだ」と述べる者は、それによって作品に対しホラーのルールに即し
た鑑賞的反応をするというスタンスを表明しており、スタンスを共有するよう聞き⼿に提案
している。

● フレーミングは分類を前提とせず、強引なルールの適⽤を許容する。
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4 Genres as Rules in Equilibrium
● Chapter 4 illustrates the sources of genre normativity by focusing on the social 

interaction.

● Lessons from Walton:

○ (1) An artwork has "correct categories" in which the work should be perceived; (2) The correct 
category is a different concept than the category to which an artwork actually belongs.

○ We can skip the problem of category membership and address the issues related to "active 
genres" under which artworks should be appreciated and criticized.

● 第4章では、社会的相互作⽤に着⽬して、ジャンルが持つ規範性の源泉を⽰
す。

● Waltonの教訓：
○ (1)芸術作品には、そのもとで作品を知覚すべき「正しいカテゴリー」がある。(2)「正しいカ

テゴリー」は、作品が実際に属するカテゴリーとは異なる概念である。

○ カテゴリー所属の問題はスキップして、ある作品をそのもとで鑑賞‧批評すべき「活性なジャ
ンル」にまつわる問題に取り組むことができる。
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4 Genres as Rules in Equilibrium
● Intentionalist approach to active genres: being an active genre is grounded in the 

author's intention.

● Objection: It cannot explain some genre practices independent of the author's 
intentions.

● Example: Kafka knew nothing about absurdist literature, and Raymond Carver 
rejected being called minimalist literature, but it does not seem straightforwardly 
wrong to appreciate and criticize their artwork in those genres.

● 活性なジャンルについての意図主義アプローチ：活性なジャンルであること
は、作者の意図から基礎づけられる。

● 反論：作者の意図から独⽴したジャンル実践を説明できない。
● 例：フランツ‧カフカは不条理⽂学のことを知らず、レイモンド‧カー

ヴァーはミニマリスト⽂学と呼ばれることを拒絶したが、彼らの作品をそれ
らのジャンルにおいて鑑賞‧批評することは、端的に間違いであるとは思わ
れない。
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● Institutionalist approach to active genres: being an active genre is grounded in the equilibrium of 
the agents' behavior.

● Example: The "new color" genre is an active genre for William Eggleston's photographs 
because a collectively and stably valuable appreciation is obtained by the set of rules that 
discourages seeing colorfulness as crude and encourages praising the banal.

● Active genres are analogous to social institutions: phenomena such as stability, revisability, 
selection and segregation can be understood in terms of game theory. (Guala 2016)

4 Genres as Rules in Equilibrium

● 活性なジャンルについての制度主義アプローチ：活性なジャンルであることは、エージェ
ントたちのふるまいの均衡から基礎づけられる。

● 例：⾊彩豊かであることを粗野とみなすのを抑制し、平凡さを称賛するよう促すルール群
によって、集団的かつ安定的に価値ある鑑賞が得られるからこそ、「ニューカラー」とい
うジャンルはウィリアム‧エグルストンの写真にとっての活性なジャンルである。

● 活性なジャンルは社会制度と類⽐的である：安定性、改定可能性、淘汰や棲み分けといっ
た現象を、ゲーム理論の観点から理解できる。（Guala 2016）
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William Eggleston, Memphis, 1969.
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● Chapter 5 analyzes fiction practice as a form of genre practice.

● According to Abell (2020), the understanding of fictive content is governed by sets of rules 
(various fiction institutions) that ascribe content to the text.

● Abell's assumption is that at the core of fiction practice is the constitutive task of 
communicating imaginings.

● Proposal: Fiction practice is better understood as an interaction between audiences than as 
communication between audience and author, i.e., as part of the genre practice that I have 
theorized.

5 Fiction as a Genre

● 第5章では、ジャンル実践の⼀種としてフィクション実践を分析する。

● Abell (2020)によれば、フィクションの内容理解は、テキストに内容を付与するルール群に
⽀配されている。（各種フィクション制度たち）

● Abellの前提は、フィクション実践のコアが想像の伝達という構成的課題にあるというも
の。

● 主張：フィクション実践は、鑑賞者と作者のコミュニケーションよりも、鑑賞者間の相互
作⽤として、すなわち私の理論化したジャンル実践の⼀環としてよりよく理解される。

0 1 2 3 4 5



References
Abell, Catharine. 2020. Fiction: A Philosophical Analysis. Oxford University Press.

Carroll, Noël. 2009. On Criticism. Routledge.

Gorodeisky, Keren. 2022. “Must Reasons Be Either Theoretical or Practical? 

Aesthetic Criticism and Appreciative Reasons.” Australasian Journal of Philosophy 

100 (2): 313–29.

Guala, Francesco. 2016. Understanding Institutions: The Science and Philosophy of 
Living Together. Princeton University Press.

Lopes, Dominic McIver. 2018. Being for Beauty: Aesthetic Agency and Value. Oxford 

University Press.

Walton, Kendall L. 1970. “Categories of Art.” The Philosophical Review 79 (3): 334–67.


