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Tension et extension dans Mαtie re et me moire 

Cet article a pour objet d’effectuer le passage de notre propre theorie de l’espace a 

celle du temps, en utilisant comme en critiquant les idees bergsoniennes de tension et 

d’extension exposees dans Mαtie re et me moire. 

Il nous semble que Bergson, bien qu’il pretende attenuer beaucoup les difficultes 

th色oriques soulev民s par le dualisme, n’a pas r国ssi a r旬。udre des questions sur l’es pace 

continu et indivise s’accompagnant des qualites sensibles, car : 1 )  il est difficile 

d’arreter l’action qui divise l’extension indivis色e, trouvee dans la perception pure, qui 

n’existe a son tour qu’en droit ; 2) les qualites sensibles, produits d’une tension de la 

memoire, demeurent totalement subjectives ; et 3) incompatibles sont l’exigence de 

la perception pure s’enfermant dans le present et celle de la perception concrete qui 

veut trouver des qualites sensibles dans une certaine 色paisseur de dur色e.

Pour resoudre ces difficultes, nous nous proposons de trouver une non-action au 

sein meme de l’action comme un instantane au sein m面児島la durre, ce qui revendiquera 

une revision totale de la pensee bergsonienne du temps. 

はじめに

本稿 の 課題 は、 空間論か ら 時間論への移行を遂行す る こ と で あ る 。 も う 少 し 具体的 に 言

う な ら 、 我 々 自 身 の 空 間論か ら 時間論へ の移行を実現す る た め に 、 「緊張」 と 「 伸 張」 の

概念を 主軸 と し た ベ ル ク ソ ン 『物質 と 記憶』ω の 空 間 論 を 検討 し つ つ 、 そ の 難 点 を 彼 の
時間論の 問題点 に ま で還 元す る こ と で あ る 。
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我 々 は 先の 稿ωで、 自 我 と 非我の区別以前に お け る ー に し て 不 可分 の 空 間 の 経験 の 内

に 、 根源的 な 空間経験 の 可能性 を 求 め た 。 し か し 同様の考え は 、 『物 質 と 記憶』 の 中 に も

見 い だ さ れ る 。 同書でベル ク ソ ン は、 心身合ーの 問題の「暗 さ Jを以下の よ う に 定式化す

る 。 「精神が ま ず も っ て物質 に、 純粋なー性が本質 的 に 可分 的 な 多様性 に 対立す る よ う に
対立す る と い う こ と 、 さ ら に 我 々 の知覚は異質的な諸性質か ら 合成 さ れ て い る の に 、 知覚

さ れ た 宇宙は等質的 で計算可能な諸変化に解消 さ れね ば な ら な い よ う に 思え る と い う こ と
に 、 異論の 余地 は な い。 そ れ ゆ え、 一方 に は非伸張Cinextension） と 質 （qualite） が、

他方 に は延長（色tendue） と 量（quantite） が存在す る こ と に な ろ う 」（MM317. Cf. MM 

353) (3）。 そ し て延長 と 非延長、 質 と 量 と い う こ の よ う な 二元論 的 対 立 を 軽誠す る た め に

ベル ク ソ ン が用 い た の が、 「伸張」 と 「緊張」 の概念な のであ る 。「我々 は緊張の観念 に よ っ

て 質 と 量の対立を、 伸 張 の 観念 に よ っ て非延長的な も の と 延長 的 な も の の 対立を除去 し よ

う と し た」（MM376. Cf. MM319）。 「伸張」概念 は連続 し た 不 可 分 の 延 長 と い う 考 え に

よ っ てーな る 魂 と 多 な る 空間 的延長 と い う 対立を和 ら げ、「緊 張」 概 念 は 感性 的諸性質 を

記憶 に よ る 諸瞬間 の圧縮 と 見 る こ と に よ っ て 質 と 量の 差 を縮めつ つ 精神 と 等質空間 の 間 に

あ っ た 障壁を掘 り 崩す。 し か る に「伸張」 お よび「緊張」の概念 は そ れ ぞ れ、 ベ ル ク ソン

自 身 の 言 に よ っ て 「純粋知覚」 と 「純粋記憶」 ωの 問題 に 連 れ戻 さ れ る （MM318,etc）。

従 っ て ベ ル ク ソ ン 空間論の諸問題は、 時間論の そ れへ と 収数 し て ゆ く と 言 う こ と が で き る
で あ ろ う 。

し か し 質 と 量、 可分的延長 と 不可分非延長の 対立は、 純粋持続 と 空間 の 対立 と と も に 、

『意識の 直接的所与 に つ い て の試論』(1889年。 以下 『試論』 と 略記す る ） の 中心 テ ー ゼ の

ひ と つ で あ り 、 こ の意味で は 『物質 と 記憶』（1896年） は 自 ら の 端緒 に 対す る ベ ル ク ソ ン

の 自 己超 出 の 試み と 言 う こ と も で き る 。 他方、 「：ア彊J と 「伸 張」の 問 題 は 『創造的進化』

(1907年） に お い て も う 一度、 『物質 と 記憶』 と は少 し異な っ た 形而上学的観点 の 下 に 取 り

上 げ直 さ れ る 。 そ れ ゆ え 本稿 は 、 『試論』 と 『創造的進化』の 聞 に お け る 『物質 と 記憶』

の 特殊性を検討 し つ つ 、 問題の所在 を 明 ら か に す る こ と か ら始め る こ と に し た い（第一章）。

次 い で 我 々 は 『物質 と 記櫨』 の理論的な礎を成す 同書第一章の イ マ ー ジ ュ 論 を 扱 い （第

二章） 、 し か る の ち に 「 伸 張」 と 不可分連続延長の 問題（第三章） 、 さ ら に は「緊張」 と 感

性的諸性質 の 問題（第 四章） を 同書第 四章 を 中心 に 検討す る 。

し か し ベ ル ク ソ ン の 空間論は、 我 々 の空間論の立場か ら も 、 彼 自 身 の 理論 の 内 的整合性

と い う 観点 か ら も 、 満足 を与え る も の と は言い難い。 そ こ で我 々 は最後 に 彼 の 空間諭の難
点 を 批判 的 に 検討 し （第五章）、 そ れ を解決す る た め に は 時 間論 に 遡 ら な け れ ば な ら な い
こ と を 指摘す る （第六章）。 し か し こ の よ う な 時間論への還元は、 常 識 的なベルクソン的
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持続像 の 根本 的 な 見直 し を迫 る こ と に な ろ う 。 本稿は こ の 見直 し の必要性 を 説 く だ け で、

見直 し の 具体的 な 作業 の 遂行 は 次稿 に持 ち 越 さ れ る 。 従 っ て、 冒頭 に述べ た 通 り 、 本稿 は

あ く ま で空間論か ら 時間論への橋渡 し を行 う に 過 ぎ な い の で あ る 。

(1) 『試論』 と 『創造的進化』 の 閣で

「ベル ク ソ ン は彼の諸著作の 各 々 を書 く 時、 他の全て の 彼 の 著作 を 忘れ、 そ れ ら の 継起

か ら し ば し ば帰結 し う る 不整合を気 に か け て さ え い な い J(5） と ジ ャ ン ケ レ ヴ ィ ッ チ は 言 う 。

確か に ベル ク ソ ン 自 身、「私の諸著作 は必ず し も 常 に 相E に 整合 的 で は な い。 『創造的進化』

の「 時間」 は 『直接的所与』の そ れ と 「ぴ っ た り 合 っ て （coller） 」 い な い 」ω と 告 白 し て

い る 。 そ し て そ の こ と は、 空間 ・ 時間や そ れ に 関係 す る 他 の 諸 問 題 に つ い て の 『試論 』

『物質 と 記憶』『創造 的進化』の扱 い を較べて み て も 、 認め ざ る を え な い。

ま ず 『試論』 に 関 し て言え ば、 そ こ で顕著な の は「 質」 と 「量」、 「 持続」 と 「 空 間 」、

「強度的 な も の (1’intensif)」 と 「伸張的な も の (1’extens if) 」 の 峻厳 な 二元論 的対立 で あ

る 。 〈包む一包 ま れ る 〉の 関係 の 内 に あ っ て測定可能 な 大 き さ と し て の 伸 張的 な 「量」 に

対 し 、 強度的 な 「質 J は ど こ ま で も 計算不可能 ・ 測定不可能で あ る 。 ゆ え に 「非延長的 な

も の と 延長的 な も の 、 質 と 量の 聞 に接点 は存在 し な い」（E48） 。 そ し て意識 の 諸状 態 の 質

と 外的諸事物の量 と の 対立が「具体的多様性」 に 於 い て 展開 さ れ る な ら 、 そ れ は 決 し て予

見 さ れ る こ と な く 諸契機の浸透 し 合 う 異質的多様性 と し て の 「純粋持続」 と 、 無際限 に 分
割可能で測定 を 許す等質的多様性 と し て の「空間」 と の 対立へ と 尖鋭化 さ れ る 。 「測定 可

能 な 時 間」 と い う 「混合観念」 は、 継起 と し て の 持続 と 等質性 と し て の空 間 と の 「 内浸透

(endosmose）」 に よ っ て 生 み 出 さ れ た 「妥協」 の産物で し か な い 。 「 自 由 」 の 問 題 が 解 け
な く な る の も 、 行為が純粋持続 の 中 で捉え ら れ る か わ り に 空間化 さ れ た 時聞 の 中 で思惟 さ

れ る か ら で あ る 。

従 っ て 『試論』 は 「 実在的空間」 と 「実在的持続」 と い う 「二つ の 実在」（E73） 、 感性

的諸性質 と 等質的空間 と い う 「次元の異な る 二つ の 実在」（E66） を 認 め る ∞。 両 者 の 混

合が生む「等質 的 な 場」 と し て の 「持続の象徴的表象」 は 、 「錯覚的 な 形式」（E74） で し

か な L、。 「 量が変化す る 時、 そ れ は も は や 同 じ 質 で は な い」（DS1042） と い う 『道 徳 と 宗

教の二源泉』（1932年。 以下 『二源泉』 と 略記す る ） の言葉 は 、 『試論』の世界か ら は ほ ど
遠 い の で あ る 。

で は外的諸事物 は 「 持続」 し な い の だ ろ う か。 こ の 点 で も 『試論』の立場 は 、 少 な く と

も 理論的 に はーー と い う の は具体的記述 に は 暖 昧 な 箇所 も 少 な く な い の だ が一一明快で あ

る 。 「諸事物 は我 々 の よ う に は持続 し なL、」（E138） 。 「 空 間 の 中 に は 持続 も 、 継 起 さ え も
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存在 し な い」（EBO） 。 「 直接的直観 は我 々 に運動を持続の 中 で 、 持続 を 空 間 の 外 で 示 し て
い る 」（E76） 。 し か し 外的事物の運動 は直接的直観の事実で は な い の だ ろ う か。 ベル ク ソ ン

は こ う 答え る 。 「 な る ほ ど外的諸事物 は変化す る 、 し か し そ れ ら の 諸瞬間 は 、 そ れ ら を 回

想す る 意識 に と っ て し か継起 し な L、」（El48） 。 「 我 々 の 外 に は空間 し か、 従 っ て 諸 々 の 同

時性 し か見 い だ さ れ な い で あ ろ う 。 そ し て そ れ ら の 同 時性 に つ い て は、 そ れ ら が客観的 に

継起的 で あ る と 言 う こ と さ え で き な い。 と い う の も 、 あ ら ゆ る 継起 は現在 と 過去 と の 比較

に よ っ て し か考え ら れ な L、か ら で あ る 」（E77）。 か く し て ベル ク ソ ン は 時間 に 関 し て は 、

そ の主観論的解釈 を貫 く 。 そ れ ゆ え に こ そ 『試論』の二元論 は厳密で、 妥協の 余地 を 残 さ

な い の で あ る 曲。

そ れ に対 し 「創造 的進化』 は、 明 ら か に 一元論的傾 向 を 示 し て い る 。 ま ず 第 一 に 、 「 持

続」 は外的諸対象 に も 認め ら れ る 。 「 継起 は物質界 に お い て さ え、 異 論 の 余地 な き 事実 で

あ る 」（EC502） 。 例 え ば私が一杯の砂糖水を用意 し た い な ら 、 私 は 砂糖が溶 け る の を 待 っ

て い な け れ ば な ら な い （EC502,781. Cf. PM1262） 。 こ の よ う な 時聞 は 「 生 き ら れ た も の」

で あ り 、 「絶対 的 な も のJで あ る （EC502） 。 か く し て「 宇宙は持続す る 」（EC503） 。 物質

は 、 「 非区分の ひ と つ の 全体」 と み な さ れ る な ら 、 「 物」 と い う よ り む し ろ 「 流れ」 な の で

あ り （EC653） 、 こ の よ う な 「 全体」 に再統合 さ れ る よ う な 諸系 に は 、 「 持続」 や 「 我 々 の

存在形式 に類比的 な 存在形式」 が認め ら れ る （EC503） 。 た だ し そ れ は 持続 の端 に し か 関

わ ら な い よ う な 「 人為的 な 系」 で は な く、 持続そ の も の の イ ン タ ー ヴ ァ ル に 関 わ る 「 自 然

的 な 系」 で あ る （EC512-3） 。 一一 こ の よ う な 観点か ら す れ ば、 『試論』の 空 間 論 は 全体 か
ら 切 り 離 さ れ た 人為的 な 系 を逆 に 全体 に ま で拡張 し て、 そ れを「実在」 と取 り 違え て し ま っ

た と い う こ と に な ろ う 。

第 二 に 、 意識に も 自 然的諸事物 に も 「 持続」 と い う 共通 の 素地が見 い だ さ れ る 以上、 両

者 は 同 じ 実体か ら 成 り 立 っ て い る こ と に な る 。 持続 は「 我 々 の 存在の 基底」 で あ り 、「我々

が交流 し て い る 諸事物 の 実体そ の も の」 な の で あ る （EC527-8） 。 「 生成の 中 に 身 を 置 く 者

に と っ て 、 持続 は諸事物 の 生そ の も の と し て 、 基礎的実在 と し て現れ る 」（EC763） 。 か く

し て 「 二つ の 実在」 を区別 し た『試論』の二元論 は、 明 ら か に 一元論 的方向に解消 さ れ る 。

『創造的進化』 に お い て は 、 持続が「 実在の 生地（etoffe） そ の も の 」（EC725,800）なの
で あ る 。

で は 、 第三 に、 同 じ く 持続を実体 と す る 精神 と 物質 と は、 今度 は ど の よ う に し て区別 さ

れ る の だ ろ う か。 そ の た め に 『創造的進化』第三章が用 い る の が、 「緊張」 と 「 伸 張」 の

概念で あ る 。 す な わ ち 、 ま ず伸 張 に は程度差があ り 、 全 て の感覚 は 或 る 程度伸張的であ る 。

ゆ え に 空聞 は 我 々 の 本性 に 疎遠で は な く 、 物質 も 完全 に 幾何学的空間 の 中 に延長してい る
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わ け で は なL、。 精神が弛緩 し 、 緊張 （tension） が謹ん で伸一張 （ex-tension） す る と 、 空
間性へ と 向 か つ て ゆ く の で あ る 。 つ ま り 「 空間」 と は 「 精神 の 弛緩の 運動 の 究極 の項」

(EC675） に 他 な ら ず、 「 物質」 と は「伸張的な も の へ の 非伸 張 的 な も の の緩み 」（EC680)

の こ と な の で あ る 。 「精神 は二つ の反対方向 に 歩み う る 。 或 い は 精神 は そ の 自 然 な 方 向 に

従い、 そ の場合そ れ は緊 張 と い う 形 で の 進展、 連続的創造、 自 由 な 活動 で あ る 。 或 い は精

神 は そ の 自 然 な 方 向 を逆転 さ せ、 そ し て こ の逆転が最後 ま で推 し 進 め ら れ る な ら 、 伸 張、

相互外在的 な 諸要素の必然的相互規定、 つ い に は 幾何学的 メ カ ニ ズ ム が も た ら さ れ る で あ

ろ う 」（EC684） 。 そ し て こ の 「 伸 張 す る た め に は弛緩す る だ け で よ い 原理 」 の こ と を

ベル ク ソ ン は一一「 も っ と 良 い言葉がな い の で」一一「意識J (EC696） 、 あ る い は 「 超 意

識 （supraconscience） 」（EC716） と 呼ん で い る 。 「伸張」 と は「遮 ら れ た緊 張」（EC703)

に 他 な ら ず、 物質 と は 自 ら を解体 し よ う と す る 過程、 生命活動 と は 「 自 ら を解体す る 実在
を通 し て 自 ら を作 り 出 す実在」（EC705） の こ と な の で あ る 。

か く し て 『創造的進化』 は 明 白 な 一元論 を確立す る こ と に な る 。 ジ ャ ン ケ レ ヴ ィ ッ チ の
表現 に従え ば、 そ れ は 「 実体 の 一元論、 傾 向 の二元論」倒で あ る 。 ベ ル ク ソ ン 自 身 、 「 直
観 の哲学」（＝彼 の 「 生 の 哲学」） は「精神 の 生」へ導 く 途上で「物体の 生」を見 る よ う 決

意 し な け れ ば な ら な い、 と 言 う （EC723） 。 精神 と 物体の双方 の 根 底 に あ る 「 生」 は し か

し 、 「 心理的本性の も の」（EC540） 「 心理的次元の も の」（EC713） で あ る 。 従 っ て 我 々 は

『創造的進化』の 一元論 を 、 ア ン リ ・ ユ ッ ド の 表現を借 り て「汎心論（panpsychisme） 」ω｝ と

定式化す る こ と が で き る で あ ろ う 。

そ れ で は『試論』 と 『創造的進化』の 聞 で 、 『物質 と 記憶』 は 加 何 な る 位 置 を 占 め て い
る の だ ろ う か。 詳細は次章以 降の検討を侠た ね ば な ら な い が、 先取 り 的 に 大略の み示 し て

お く こ と に し よ う 。

第一 に 、 『試論』の 二元論 と 『創造的進化』の一元論 の 間 で 、 『物 質 と 記憶』 第 七版の

「 緒言」は、 同書が二元論の 引 き 起 こ し た理論的諸困難 を 「 大 い に軽減す る こ と を 期 待 」

し つ つ も 、 な お「 は っ き り と 二元論的」で あ る こ と を 明言 し て い る （MM161） 。 我 々 と し

て も そ の 内実 の 検討か ら し て 、 同書が既 に二元論を克服 し た と み な す解釈ωは退 け た い 。

第二 に、 二元論的対立 を「 大 い に軽減」すべ く 『物質 と 記憶』で案 出 さ れ た の が「緊張」
と 「 伸 張」の 概念だ と し て も 、 そ れ ら は 『創造的進化』第三章 に お け る そ れ ら と は必ず し
も 内容を 同 じ く し な い よ う に思 わ れ る 。 な ぜ な ら 『創造的進化』 に お い て は「 意識」あ る

い は「超意識」 と い う 一つ の 同 じ 実体の緊張←→弛緩 （＝伸 張） の 連続性 に よ っ て 精神 と

物質が区別 ・ 同化 さ れ る の に 対 し 、 『物質 と 記憶』 に お い て は「緊張」は質 と量の、「伸張」

は延長 と 非延長の 対立 を そ れ ぞれ緩和す る も の と し て 一応別 個 の 問題圏に属 し 、 し か も 緊
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張 と 伸張 と い う 対立方向 の 聞 を連続的 に 動 き つ つ両者を結ぶーな る 実質 な ど、 名 指 さ れ て

い な い か ら で あ る ω。 そ の こ と は「伸張」 が、 持続の リ ズ ム と は 全 く 関 係 の な い 瞬 間 的

な 「純粋知覚」 の レ ヴ ェ ル で既 に論 じ ら れ て い る こ と か ら も 、 明 ら か で あ ろ う 。

第三 に 、 『創造的進化』 に お い て緊張 と 伸張を結ぶ と さ れて い る 「意識」 は 、 も ち ろ ん

個人的意識 （「 我 々 の 各 々 に お い て 機能 し て い る 減少 さ れ た 意識」EC696） で は あ り え な

い。 緊 張 と 弛緩の運動 に よ っ て精神を も 物質を も 産み 出す と み な さ れ る の は個人的 な も の

で は あ り え ず、 さ れ ば こ そ そ れ は「超意識」 と も 呼ばれ た の で あ る 。 だ が 『創造 的進化』

の こ の よ う な 形而上学的発想 に 対 し 、 『物質 と 記樟』 に お い て 目 立つ の は 、 む し ろ 「 意 識

の 証言」（MM318）「 直接的直観 に現れ る が ま ま の 実在」（MM319） と い っ た 言 葉 な の で

あ る 。 そ の こ と は緊張 と 伸張 の 問題を解 く 鍵が そ れ ぞれ「 純粋記憶」 と 「純粋知覚」 と い
う 意識の 直接的所与 に よ っ て 与え ら れ て い る こ と か ら も 明 ら かで あ ろ う 。 そ れ ゆ え一一科

学 の 立場か ら の発言な ど、 例外 は も ち ろ ん多 く 見 ら れ る と は い う も の の一一 『物質 と 記f意』

は 主 と し て意識 に よ っ て 直接経験 さ れ る も の の範囲の 内 に 留 ま っ た、 と 言 っ て 大過 な い で

あ ろ う ω。

要約す る な ら 、 『物質 と 記憧』 に お け る 「緊張J と 「 伸張」 の 概念 の 課題 と は、 『創造 的

進化』の よ う に一挙 に ウ ル ト ラ 形而上学的な立場 に 身 を投ず る こ と は せず、 『試論』 の よ

う に意識の 直接経験の 内 に 踏 み留 ま り な が ら 、 し か も 『試論』の 二元論的対立 を 、 質 と 量

に 関 し て は「緊張」概念 に よ っ て、 延長 と 非延長 に 関 し て は 「 伸 張」概念 に よ っ て 、 『創

造的進化』 の 一元論 の 方 向 に限 り な く 近づ け て い く こ と で あ っ た、 と 言 う こ と が で き る で
あ ろ う 。 次 に 我 々 に求め ら れて い る の は、 こ の よ う な 課題の 具体的遂行 の あ と を追 う こ と

で あ る 。

(2）純粋知覚 ーイマー ジュ論 一

『物質 と 記櫨』第一章 は入 り 組ん だ構成を持つ が、 そ こ に は 同書 の 全 問題が既 に 呈示 さ

れ て い る 。 だ が そ の 前 に 同書第七版の「 緒言」か ら 、 後の我 々 の 批判 の 論拠のーっ と な る

筒所 を示 し て お こ う 。

ベ ル ク ソ ン は そ こ で第一章の 目 的 を論 じ つ つ、 観念論 と 実在論の 中 間、 常識の観点か ら

物質を捉え る よ う 説 く 。 哲学的思弁に 疎遠な 人 は、 対象 は精神 に と っ て し か存在 し な い と

言 わ れ で も 、 対象 は色 も抵抗 も 持 た な い と 言わ れ で も 、 驚 く だ ろ う 。 常識 に と っ て 対象 は

そ れ 自 身 に お い て 存在 し 、 か っ「 我 々 が覚知す る が ま ま に色を持 っ て い る （pittoresque）」。

そ れ は 「 イ マ ー ジ ュ Jだが、 「 自 体的 に存在す る イ マ ー ジ ュ （une image qui existe en soi)」

な の で あ る 。 パ ー ク リ ー が第二次性質は少な く と も 第一次性質 と 同 じ だ け の 実在性を持つ
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と 述べ た と き 、 哲学は大 い に 進歩 し た が、 し か し そ の た め に 物質 を 精神 の 内 に 移す必要 な

ど な か っ た の で あ る （MM161-2） 。

さ て 『物質 と 記憶』第一章 は こ の よ う に常識の観点 か ら 出発 し 、 物質を 「 イ マ ー ジ ュ 」

と 呼ぶ こ と か ら 始 め る 。 私 の 身体 と てー傭 の イ マ ー ジ ュ な の であ る 。 そ れゆ え、 イ マ ー ジ ュ

の一部た る 脳が イ マ ー ジ ュ の 全体た る 物質界 （宇宙） の 表 象 を 生 み 出 す こ と な ど、 あ り え

な い。 私 の 身体 は一つ の 「行為の 中心J に過 ぎす、 た だ受 け 取 っ た運動を返す仕方 を 「 選

択」 す る と い う 点 で他の イ マ ー ジ ュ か ら 区別 さ れ る だ け で あ る （MM169・72） 。

で は私 の 表象 と は何か。 外的対象 は私の身体が近づ く に つ れ そ の 大 き さ ・ 形 ・ 色を 、 ま

た臭 い や音 の 強 さ を 変化 さ せ る 。 諸対象 は私の身体の行為能力 の 増減に 応 じ て並べ ら れ て

い る わ け で あ る 。 従 っ て 私 の 身体を取 り 囲む諸対象 は、 そ れ ら へ の 私 の 「 可能的行為J を

反映 し て い る こ と に な る ω 。 ゆ え に 「物質」 は「 イ マ ー ジ ュ の 総体」 と 、 「 物質 の 知覚」

は 「私 の 身体 と い う 或 る 特定の イ マ ー ジ ュ に 関係づ け ら れ た こ れ ら の 同 じ イ マ ー ジ ュ 」 と

定義 さ れ る （MM172-3） 。 つ ま り 知覚 と 物質 の 関 係 は 決 し て 「 現 れ と 実在 の 関 係 」（MM

361） で は な く 、 「部分 と 全体の 関係」（MM218,361） に 過 ぎ な い の で あ る 。

脳の い わ ゆ る 知覚機能 と 脊髄の反射機能 の 聞 に も 、 本性上 の 差異 は な い。 た だ、 脊髄が

受 け 取 っ た 興奮 を直 ち に 運動へ と 転換す る の に 対 し 、 脳 は そ れ を 「 単 に 生 ま れ ん と す る だ

け の 反応」 へ と 引 き 伸 ばす。 神経系物質の役割 と は、 諸運動 を 伝 え ・ 合成 し ・ 制止す る こ

と だ け で あ る （MM175） 。

問題は 同 じ イ マ ー ジ ュ が、 「 科学」 に属 し 因果関係 に よ っ て 規定 さ れ る 系 と 、 「意識」 に

属 し 身体運動 と と も に 万華鏡の よ う に変化す る 系 と い う 「 二 つ の 異 な る 系」 に 、 同 時 に 入
り う る と い う こ と で あ る 。 両者の 関 係 は 知何な る も の か。 実在論 は 宇宙か ら 出発 し て 知覚

を 説明 し よ う と し 、 観念論 は知覚か ら 出発 し て 宇宙を説明 し よ う と し て、 共 に 蹟 く 。 な ぜ

な ら 両者 に は、 知覚 は思弁的 関心 し か も た な い と い う 先入見が あ る か ら で あ る 。 だ が 既 に

述べ た よ う に、 脳 は表象 を生ん だ り な ど し な い。 脳 は 「 中央電話局」 の よ う に 、 受 け 取 っ

た 振動 を 待 た せ、 通知先を選択す る だ け で あ る 。 そ れ ゆ え 知覚全体が、 「 純 粋認識」 に で

は な く 「 行為」 に 定位 さ れ て い る 。 知覚の増大す る 豊か さ と は、 行為の 選択 に 委ね ら れ た

増大す る 「不確定」 に 他 な ら な い。 動物の知覚は、 反応が必然性か ら 解放 さ れ て 不確定 に

な る ほ ど に 、 増大す る 。 知覚が生 じ る の は、 受 け 取 ら れ た振動が必然 的反応に直結 し な い

ま さ に そ の瞬間 に お い て で あ り 、 行為が時閣を意の ま ま に す る の に 正確 に 比例 し て、 知覚

は 空 間 を 意の ま ま に す る の で あ る （MM176-83） 。

こ こ で議論 を 単純化す る た め に ベル ク ソ ン が提 出 す る の が、 記憶 に 膨 ら み持続の 厚み を

持 っ た 「 具体的知覚」 で は な く て 、 現在 と い う 瞬間 に 閉 じ こ め ら れ た 「 純粋知覚j で あ る 。
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純粋知覚 は事実上 と い う よ り も権利上 し か存在 し な い が、 そ れ で も 個人的 な 諸偶有性 は こ

の よ う な 「 非人称的 な 知覚」 の上 に 接 ぎ木 さ れ る の で あ り 、 純粋知覚 こ そ が我 々 の 事物語、

識 の 基盤 に あ る の だ と い う （MM183-5） 。

さ て、 我 々 は物質界 と と も に イ マ ー ジ ュ の総体を与え た わ け だか ら 、 こ こ で は意識を導

出 す る 必要 は な い。 事実、 も し 物質か ら 知覚へ の移行に お い て 前者 よ り 後者の う ち に よ り

多 く が あ る な ら 、 現前か ら 表象への移行は不可能 と な ろ う 。 実 際 に は イ マ ー ジ ュ の 表象 は
イ マ ー ジ ュ の現前 よ り 少 な い、 な ぜな ら 表象 に お い て は 「 不確定 の 中 心」 た る 生物 に と っ
て 利害関心の な い全 て の 対象 が抑圧 さ れて い る か ら で あ る 。 意識 と は こ の よ う な 利害関心
に応 じ た 「 選択」 で あ り 、 「 識別」 で あ る 。 イ マ ー ジ ュ に と っ て 「 有 る こ と 」 と 「 意 識 的

に 知覚 さ れ て 有 る こ と 」 と の 聞 に 本性上の差があ る わ け で は な く 、 た だ程度差 （全体 と 部
分 の 差） が あ る だ け で あ る （MM185・8） 。

そ れ ゆ え、 説明 さ れ る べ き は「 加何に し て知覚が生 ま れ る か」 で は な く し て 、 「 加 何 に

し て知覚が限定 さ れ る か」（MM190） 一一如何に し て 「 運河化 さ れ る 」（EC575） か 、 と

『創造的進化』な ら 言 う で あ ろ う ーー と い う こ と だ け で あ る 。 そ れ に も か か わ ら ず 非 延 長

的 な 内 的状態 を 外 に 投影す る こ と に よ っ て外的知覚の誕生を説明 し よ う と す る錯覚が生ず

る こ と の 背景 に は、「 非区分延長 と 等質空間 と の形而上学的混 同」な ら び に「 《純粋知覚》

と 記憶 と の 心理学的 混 同 Jが存す る と い う （MM197） 。 ま ず第一の混同 に 関 し てベルク ソ ン

が挙 げ て い る 三つ の 誤れ る 事実解釈の 中 か ら 、 「情感 （affection） 」 に 関 す る 議論 を 採 り

上 げ て お こ う 。

外的知覚は空間へ の （無害 と な っ た） 情感の投影 に よ っ て生ず る 、 と い う 考え が あ る 。

し か し ま ず「 情感」 と は何か。 既 に述べた よ う に、「知覚」 は事物 へ の 我 々 の 可 能 的 行為

を、 逆 に 言 え ば我 々 へ の事物 の可能的行為を測 っ て い る 。 例 え ば我 々 と 事物 と の 距離が縮

ま る と は、 そ れ だ け危険が切迫す る と い う こ と 、 あ る い は そ れ だ け 成功 の 約束が近づ く と

い う こ と で あ る 叩 。 そ し て 距離が縮ま る に つ れ「 潜在的行為」 は 「実在 的 行為」 に 近 づ

く 。 距離ゼ ロ と は そ れ が完全 に 実在的行為に な る こ と で あ り 、 そ れ が 身体 の 内 に 生 ず る

「 情感」 な の で あ る 。 例 え ば苦痛 と は、 害 さ れた身体部分が事態 を 回 復 し よ う と す る 努 力

に 他 な ら な い。 ゆ え に知覚 は 身体 の 外 に 、 情感 は身体の 内 に あ り 、 知覚 と 情感 の 聞 に は 本

性上 の 差異が あ る 。 従 っ て 情感が知覚の素材 に な る ど こ ろ か、 情感は外的物体の イ マ ー ジ ュ

の純粋 さ を取 り 戻す た め に は除去 し な け れ ば な ら な い「不純物」 な の で あ る （MM202-7）。
［た だ し ベル ク ソ ン は 情感を非延長的な も の と 考 え て い る わ け で は な い。 ］

そ れ ゆ え ベ ル ク ソ ン は、 情感か ら で は な く 行為か ら 出発す る。 我々 は一挙に延長的イ マ ー

ジ ュ の 総体の 中 に 身 を 置 き 、 こ の物質的宇宙の 中 に生の「不確定の 中心」 を 見い だす 。 知
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覚 は 生物 の 行為能力 を 測 り 、 行為の不確定性は身体を 取 り 巻 く 諸 々 の イ マ ー ジ ュ の 区分 に
よ っ て 翻 訳 さ れ る 。 知覚 は そ の 純粋 な 状態 に お い て は 、 真 に 事物 の 部 分 を 成 し て い る
(MM211・2） 。

以上が「純粋知覚」論 だ が、 具体的知覚 に は 更 に 記憶が介入 し て、 以 下 の 二点 に お い て

知覚の 主観性 臼田 を 形成 し て い る 。 す な わ ち 第ーに、 過去 の イ マ ー ジ ュ が常 に 現在知覚 に

混 ざ っ て お り 、 時 と し て現在知覚 に 取 っ て 代わ る こ と さ え あ る 。 な ぜ な ら 過去 の イ マ ー ジ ュ

は 後続す る 出 来事 の 系列全体 と 記憶 の 中 で結び付 い て 、 我 々 の 決心 を よ り 一層解明 し て く

れ る の で、 行為 に と っ て 有益 だ か ら で あ る 。 そ し て 知覚 は つ い に は 思 い 出 す た め の「機会」

で し か な く な る 。 そ れ ゆ え に こ そ 「知覚 と 知覚 さ れ た 対象 と の 一致 は事実上 と い う よ り む

し ろ 権利上存在す る 」 と 言 わ れ え た の で あ る 。 し か し そ れ で も 「知覚が知覚 さ れ た 対象 と

一致す る と こ ろ の 非人称的 な 基底は留 ま る 」の で あ り 、 こ の 基底 こ そ が「外在性そ の も の」
な の で あ る 。 だ が と も か く も 、 純粋知覚 と 記憶の 聞 に 強度差 し か見 な い の は誤 り で あ る 。

過去はid恒で し か な い が、 現在 はid色0・moteurで あ る （MM213-5） 。

第二 に ベル ク ソ ン は 、 「物質の感性的諸性質そ れ 自 身 は 、 も し我 々 が そ れ ら を 我 々 の 意

識を特徴づ け る 持続 の 特殊 な リ ズ ム か ら 引 き 出 し う る な ら 、 も は や 外 か ら では な く 内か ら、

自 体 と し て 認識 さ れ る で あ ろ う 」 と 言 う 。 つ ま り 知覚の 「質的異質性」 は 、 各 々 の 知覚 が

「持続の厚みJを有 し 、 記憶が膨大 な 継起的諸振動を圧縮 し て 全 て を 一度 に 現 し め る こ と
に 由来す る の で あ る 。 持続の不可分の厚みを理念上区分 し 、 諸瞬間 を 区別 さ え す れ ば、 す

な わ ち 記憶を排除 さ え す れ ば、 知覚か ら 物質へ、 主観か ら 客観 へ の 移 行 は 成就 さ れ る 。 つ

ま り 主観 と 客観 は ま ず 「伸 張的知覚」に お い て結合 し て い る の だ が、 知覚の 主観 的 ア ス ペ

ク ト は記憧の遂行す る 「圧縮」の 内 に 存 し、 物質の客観 的 ア ス ペ ク ト は こ の 知覚が そ の 内

に分解 さ れ る と こ ろ の無数の継起的諸振動 と 合致す る 。 か く し て 「主観 と 客観 に 関す る 、

そ れ ら の 区別 お よび結合 に 関す る 問 い は、 空間 よ り む し ろ 時間 に 従 っ て 立 て ら れね ば な ら

な い」 と い う 結論が得 ら れ る （MM216-8） 。

こ の よ う に し て 『物質 と 記憶』第一章は、 最後 にー箇所だ け 「物質 に 対す る 常識の態度」

を修正 し て終 わ る 。 つ ま り 実際上知覚 と 不可分の 記憶 は、 現在の 内 に過去を挿入 し 、 さ ら
に持続の無数の瞬間 を 唯一直観の 内 に収縮 さ せ、 か く し て こ の 二重 の 働 き に よ っ て 、 権利

上我 々 は物質を そ れ 自 体 に お い て知覚す る の に 、 事実上我 々 は そ れ を 我 々 の 内で知覚す る 、
と い う こ と の 原因 と な っ て い る の で あ る （MM219-20） 。

(3) 伸張 と 不可分連続延長

以上の よ う な 『物質 と 記憶』第一章の 物質論か ら 、 第 四章 は そ の 「諸帰結」を 引 き 出 そ
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う と す る （MM163) o7l o そ こ で主 と し て主題化 さ れ て い る の は、 「緊張」 と 「伸張J の 概

念 を 基軸 と し た 「心身合一」 と い う 「形而上学的問題」 の ひ と つ の 解決 で あ る 。 「緊 張」

と 「伸張」の 問題群の叙述 は そ こ で は著 し く 錯綜 し 合 っ て い る と は い え、 本稿第一章で述

べ た 理 由 に よ り 、 我 々 と し て は一応そ れ ら に別個 の 扱 い を す る 。 ま ず「伸張」の 問題か ら

始 め よ う 。

「純粋知覚」の考察 は、 知覚を物の 中 に置 い た 。 知覚が物の 部分 を 成す な ら 、 逆 に 物 は

我 々 の知覚 の 本性を分有 し て い る こ と に な る 。 「物質的延長」 は も は や 幾何学者 の 語 る よ

う な 「多 様 的 延 長 」 で は あ り え ず 、 む し ろ 我 々 の 表 象 の 「 非 区 分 伸 張 （extension

indivisee）」 に 似て い る 。 こ の よ う に純粋知覚の分析 は我 々 に 、 「伸張」 観念の 内 に 「延 長

的 な も の と 非延長的 な も の の 聞 の可能的接近」を垣間見せて く れ た の で あ る （MM318）。

こ こ でベル ク ソ ン は、 『試論』 で も 用 い た彼の「方法」の「一般原理Jを 明 ら か に す る 。

す な わ ち 、 「外 的 ・ 内 的 な 純粋直観」 は 「非区分の連続性」の そ れ だ が 、 我 々 は そ れ を 言
葉 や 対象 に 対応す る よ う な 並列 的諸要素 に分断 し て し ま う 。 じ か し 我 々 は 「我 々 の 本源 的

直観の統一性」 を破 っ て し ま っ た わ け だか ら 、 分離 し た諸項を結び直そ う と し 、 「 内 的連

続性か ら 生 ま れ た 生 け る 統一性」を「空虚で惰性的 な枠の 作為的統一性」に 置 き 換え て し

ま う 。 そ こ でベル ク ソ ン が提唱す る 方法 と は、 経験が我 々 の功利性の 方 向 に 傾 い て ま さ に

人 間 的経験 に な ろ う と す る 決定 的転換点 ［ カ ー ヴ］ に 身を置いて、 無限に小さ い実在的 カ ー

ヴ の 諸要素か ら こ の カ ー ヴそ の も の の形 を積分 ・ 再構成す る こ と だ と い う （MM319-21 ）。

『試論』 は こ の 方法 を 「意識の 問題」 に用 い た が、 『物質 と 記憶』 は そ れ を 「物 質 の 問

題」 に 適用 し よ う と す る 。 問題は 「等質空間」の手前で、 「具体的 ・ 連続 的 で 、 多 岐化 さ

れ て い る と 同 時 に 有機組織化 さ れ て い る 延長」が捉え ら れ る か、 と い う こ と で あ る 。 そ し

て 「延長」は知覚 さ れ る が「空間」は「図式」 と し て し か考 え ら れ な い の だか ら 、 我 々 は

「直接的 な も の へ の 回 帰」を遂行す る こ と に よ っ て「延長か ら 抜 け 出 す こ と な く 空 聞 か ら
身 を 引 き 離す」 こ と が で き る の で あ る （MM321-3) (IS) 。

ベ ル ク ソ ン は こ の方法が導 き 出 し う る 諸帰結の 中 か ら 、 「物質論」の 構築 に 関 わ る 四 つ

を選ん で提示す る 。 第ーは、 あ ら ゆ る 運動 は 「絶対的 に不可分」 だ と い う も の で あ る 。 例

え ば A か ら B へ の手の運動 は、 視覚 に よ っ て「不可分の ひ と つ の 全体」 と して捉え ら れ る 。

そ れ を 可分的 と 見 る か不可分 と 見 る か の 違 い は 、 運動を空聞か ら 見 る か 時 聞 か ら 見 る か の
相違で は な く て一一 『試論』 は超 出 さ れ る 一一視覚が運動の 踏破 し た線 を見 る か運動そ の
も の を 見 る か の 相違 に 過 ぎ な い。 区分は「想像力」ω の所産な の で あ る （MM324-5）。

第二は、 「実在的運動が存在す る 」 と い う も の で あ る 。 数学的視点 に 立 つ な ら 、 ど こ に
基準 を 定め る か に よ っ て 同 じ 対象が動 と も 不動 と も な り 、 絶対的運動が存在 しない こ と に
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な る 。 既 に 物理学 に お い て 実在的運動 を認 め ざ る を え な く な る が、 し か し や は り 絶対的運

動 と 相対的運動 の 区別 の 問題 は 生 じ て 来 る 。 だ が、 例 え ば私 の 限 が運動 の感覚を与え て い

る 時、 動 い て い る の が対象で あ る に せ よ 限で あ る に せ よ 、 何かが実 際 に 生 じ て い る こ と に

変わ り は な い。 ど ち ら が動 で ど ち ら が不動か を 問 う こ と は 、 常 識 が 諸対 象 聞 に 確 立 し た

「非連続性」 を是認 し て し ま う こ と で あ る 。 だが反対の 仮定 に立 と う 。 そ う す れ ば、 問 題

は 「加何 に し て 物質の し か じ か の 特定の諸部分 に お い て 位置変化が生ず る か」 で は な く て、

「加何 に し て 全体 に お い て ア ス ペ ク ト 変化が遂行 さ れ る か」 ω と い う こ と だ け だ と い う こ

と が分か る （MM329-32） 。

そ こ で第三 に ベ ル ク ソ ン は、 「絶対的 に特定 さ れ た輪郭を も っ 独立 し た 諸 物体 へ の 物 質

の あ ら ゆ る 区分 は 、 人為 的 な 区分で あ る 」 と 断定す る 。 ま ず、 視覚や触覚の 所与 は 空 間 内

に延長 し て い る 所与で あ り 、 空 間 の 本質的性格 は 「連続性」 で あ る 。 視野全体が色づ い て

お り 、 諸国体 は 互 い に 隣接 し て い る の で触覚 に お い て も 真 の 中 断 は な L 、。 こ の 連続性 は 刻

一刻 と ア ス ペ ク ト を変 え る が、 な ぜ我 々 は万華鏡を ひ っ く り 返 し た よ う に 「全体」 が変化

し た と 言わ な い の だ ろ う か。 我 々 に 与え ら れて い る の は、 そ こ に お い て 全体 が 同 時 に変化

し つ つ 留 ま る 「動 く 連続性 （une continuite mouvαnte) J な の で あ る 。 他方、 フ ァ ラ デ ー

や ト ム ソ ン の 示す よ う に 、 科学 も ま す ま す 「普遍 的連続性」 の 観念 に 帰 ろ う と し て い る 。

そ れ な の に な ぜ我 々 は、 「直接的直観の 所与」 で も 「科学 の 要請」 で も な い 非連続 的 な 物

質的字宙の構成へ と 駆 り 立て ら れ る の だ ろ う か。 そ れ は 「意識」 と 「科学」 の 傍 ら に 、

「生」 が あ る か ら で あ る 。 生 き る 必要性、 行為 の 必然性が、 宇宙の連続性 の 中 に 「最初 の

非連続性」 を確立す る 。 し か し 生 の 基本的欲求か ら 生 ま れ た こ の よ う な 区分 は 、 決 し て 事

物 の 真 の 認識 に は 貢献 し な い の で あ る （MM332-6） 。

そ こ で第 四 に 、 「実在的運動 は事物の輸送 と い う よ り む し ろ状態の輸送であ る 」 （MM337)

と い う こ と に な る 。

も ち ろ ん 多 く の 対象が存在 し 、 人が人か ら 、 石が石か ら 区別 さ れ る こ と に 異論 の 余地 は

な L 、。 し か し こ れ ら の 分離 は 断 固 た る も の で は な い、 と ベ ル ク ソ ン は 考え る 。 物質的宇宙

の全対象 を結ぶ密接な 連帯性、 そ れ ら の相互作用 が、 そ の こ と を証 し て い る 。 我 々 は 欲求

の 示唆や実践的生の必要 に従 っ て 「延長 の連続性」 の 中 に 区分 を 設 け る が、 こ の よ う な 分

割 の 必要性か ら 「具体 的延長」 た る 「感性的諸性質の連続性」 の 下 に 置 か れ た 「恋意的 で

無際限 の 可分性の 全 く 理想 的 な 図式」 が 「等質空間」 な の で あ る （MM344） 。 従 っ て 等質

空 間 は 、 等質時間 と と も に 、 「実在的 な も の の 動 く 連続性」 を 固化 し 区分 す る た め に 我 々

が設 け た 「物質 に 対す る 我 々 の 行為 の 図式」 に過 ぎ な い （MM345） 。 そ れ ゆ え 具体 的延長

が空間 の 中 に あ る の で は な く て 、 空 間 を こ そ 我 々 が具体的延長 の 中 に 置 く の で あ る （MM
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351)。

か く し て心身合ーの 問題 の こ の 側面か ら の解明が、 準備 さ れ た こ と に な る 。 知覚す る 主

体 と 知覚 さ れ る 対象 と の 「部分的一致」 を 我 々 が退 け た が る の は、 知覚が 「非区分のー牲」

で あ る の に 、 対象 は 「無際 限 に分割可能」 に思え る か ら で あ る 。 し か し物質の可分性は我々

の 行為 に 相対的 な の で あ っ て 、 そ れ は物質 そ の も の に 属す る の で は な く 、 我 々 が物質の 下

に 置 く 空 間 に 属 し て い る に 過 ぎ な い。 「そ の 全体 に お い て め ざ さ れ た延長 的 物 質」 は 、 真

に 「我 々 の 知覚の不可分性」 を呈示 し て お り 、 我 々 が 「行為 の 先入見」 か ら 解放 さ れ さ え

す る な ら 、 「具体的延長」 は 「そ の 自 然な連続性 と そ の 自 然な 不可分性」 を 取 り 戻 す 。 心

身合ーの 問題の 暗 さ は、 物質の側か ら 言え ば、 「具体的で不可分 の 延長 と 、 そ の 下 に 横 た

わ っ て い る 可分的空間 と の 混同」 に 由 来 し て い た だ け な の で あ る （MM353） 。

以上の 『物質 と 記憶』 第 四章の伸張 と 不可分連続延長 に 関 す る 論述 を 、 同書 「要約 と 結

論」 中 の 当該箇所か ら 整理 し て お こ う 。 「延長」 は 「空間」 に 先立つ。 「直接的直観が真 に

非伸張的 で な い の と 同様 に 、 具体的延長 は実在的 に 区分 さ れ て い な い。 」 等 質 空 間 は 我 々

の 行為 に の み 関 わ る 。 も し 我 々 が 「延長的連続性」 を想定 し 、 そ の 中 に 身体 と い う 行為 の

中心を 置 く な ら 、 そ の 欲求が身体 を諸物体か ら 、 さ ら に諸物体を相互か ら 区別 す る で あ ろ

う （MM362・3） 。 「直接的直観」 に与え ら れ て い る の は 「区分 さ れ た 延長 」 で も 「純粋 な

非延長 的 な も の」 で も な く し て 、 何か そ の 中 間 に あ る も の 、 「伸 張 的 な も の 」 で あ る 。 伸

張 は 「知覚 の 最 も 明 白 な 性質」 な の で あ る （MM374） 。

(4) 緊張 と 感性的諸性質

次 に 「緊張」 と 感性的諸性質 の 問題を、 同 じ く 『物質 と 記憶』 第 四章か ら 見 て ゆ こ う 。

「純粋記憶」 の考え は 質 と 量 の 対立 を 軽 減 し て く れ る 、 と ベ ル ク ソ ン は 言 う 。 異 質 的 な

「質」 と 、 「量」 と み な さ れ る 等質的変化 と の 対立 は、 絶対的 な も の で は な い。 後者が計算

可能で あ る た め に は、 純粋量 と な る ま で も な く 、 そ れ ら の 異質性が実践的 に 無視 さ れ う る

ほ ど に 薄 め ら れ た な ら 十分な の で あ る 。 全 て の 「具体的知覚」 は 記憶 に よ る 無数 の 継起 的

「純粋知覚J の 綜合 な の だ か ら 、 「感性的諸性質の異質性」 は記憶 に よ る そ れ ら の 収縮 に 、

「客観的諸変化の 相対的等質性」 は そ れ ら の 自 然な緩み に 由 来す る と 考 え る べ き で は な い

か。 か く し て 質 と 量の 隔 た り は、 「緊張」 概念 に よ っ て 縮 め ら れ る の で あ る （MM319） 。

例 え ば二つ の 色彩が相互 に 還元不可能 な の は 、 狭 い持続の 聞 に そ れ ら が遂行す る 無数 の

振動の 差 に 由 来す る 。 持続を伸 ば し て リ ズ ム を ゆ っ く り に す る と 、 色が槌せて く る の で あ

る （MM338） 。 我 々 の意識 に よ っ て 生 き ら れた持続 は特定の リ ズ ム を持 っ た 持続で あ り 、

そ れ は物理学者の語 る 時間 と は異 な る 。 我 々 が意識す る 時間の最小イ ン タ ー ヴ ァ ル は1000
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分 の 2 秒だが、 赤色光線 は毎秒400兆の振動を有す る （MM340・1 ） 。 だ が い わ ゆ る 「 等 質

的時間」 一一無際限 に 分割 さ れ る よ う な ーーは言語の偶像で し か な く 、 実 際 に は 「持続の

唯一の リ ズ ム 」 な ど存在 し な い。 知覚 は 「限 り な く 薄 め ら れ た 存在」 （ ＝ 物質 ） が 持 つ 膨

大 な 期 間 （例 え ば400兆の振動） を 「 よ り 強度 な 生」 が 持 つ も っ と 差異 化 さ れ た 諸 瞬 間

（例 え ば意識の 1000分の 2 秒） に 圧縮 し、 か く し て 非常 に 長 い 歴史 を 要 約 す る 。 こ の 意 味

で知覚 と は 「不動化す る こ と 」 で あ る （MM342） 。 従 っ て 、 或 る 意味 で は 私 の 知覚 は 私 に

内 的 で あ る 。 な ぜ な ら 私の 知覚 は 、 計算 し切れな い ほ ど の 諸瞬 間 に 分 け ら れ る も の を 、 私

の持続の一瞬 の 内 に 収縮 さ せ て い る の だか ら 。 し か し 私 の 意識 を廃 し た と し て も 、 物質的

宇 宙 は 存続す る 。 た だ、 私 の 持続の特殊な リ ズ ム を捨象 し て し ま っ た の だ か ら 、 諸事物 は

そ れ ら 自 身へ と 帰 っ て 、 科学が区分す る だ け の 数の 諸瞬 間 に 区切 ら れ る 。 「感性的諸性質」

は 「消 失 し な い」 が、 比較 に な ら な い ほ ど も っ と 区分 さ れ た持続の 内 に 広 げ ら れ、 か く し

て物質 は 無数 の 振動へ と 解消 さ れ て ゆ く の で あ る （MM343） 。

そ れ ゆ え 感 性 的諸性質 と は 「実在 的 な も の の 固 化 に よ っ て 得 ら れ た 継 起 的 諸 瞬 間 」

(MM345） の こ と で あ り 、 そ こ に 「感性的諸性質 の 主観性」 （MM352） が あ る 。 物質 は 過

去を記憧 し な い が、 絶 え ず過去を反復 し 、 そ れ な り の仕方で記憶を模倣 し て い る （MM356）。

精神が 「現在へ の過去の伸張、 進展、 真の 進化」 で あ る と す れ ば、 物質 は 「相:!L Iこ 演揮 さ

れ、 そ の こ と に よ っ て 互 い に 等価 に な る 、 限 り な く 迅速 な 諸瞬 間 の 継起」 （MM354） で あ

る 。 つ ま り 「 そ の 全体 に お い て め ざ さ れ た延長 的物質」 と は、 「 そ こ に お い て 全 て が 互 い

に均衡を取 り 合 い、 補 い 合 い 、 中和 し 合 う 意識の よ う な も の」 （MM353） な の で あ る 。

こ こ で も 「要約 と 結論」 の 当該箇所 に 従 っ て、 「緊張」 の 問題 を 整理 し て お こ う 。 質 と

量 の 対立 は 延長 と 非延長 の 対立 ほ ど人為的 で は な い、 と ベ ル ク ソ ン は 言 う 。 し か し 後者 の

対立を退 け る な ら 、 前者の 対立 も ラ デ ィ カ ル で な く な る 。 ま ず純粋知覚 は知覚 さ れ た 物 そ

れ 自 身 の 中 に 置 か れ、 次 に 独立 し た 粒子 と い う 観念 は 行為 の 要請 に よ る 延長 区分 に 基 づ い

た暫定的 図 式 に 過 ぎ な い の だ か ら 、 あ と は 「質の 異質性」 と 「延長 に お け る 運動 の 見 か け

上の 等質性」 の 聞 の イ ン タ ー ヴ ァ ル さ え 乗 り 越 え ら れ れ ば良 い の で あ る 。 だ が過去を 現在

へ と 引 き 伸 ば し て 感性的諸性質を生み 出 し う る よ う な 具体的運動 は 、 既 に 「何か意識の よ

う な も の 」 で あ る 。 そ れ ゆ え 問題 は 〈加何 に し て 等質運動が異な る 諸性質 に 収縮す る か〉

で は な く て 、 〈加何 に し て よ り 異質性 に 乏 し い諸変化か ら よ り 異質性 に 富 む諸変化へ の 収

縮が遂行 さ れ る か〉 と い う こ と な の で あ る 。 そ し て こ の 間 い に 答 え る の が 、 「純粋知覚 と

純粋記憶 の 生 け る 綜合」 と し て の 「具体的知覚」 の分析で あ る 。 具体的知覚 は そ の 見 か け

上 の 単純性の 内 に 、 膨大な 数の諸瞬間 を要約 し て い る 。 そ れ ゆ え 「我 々 の 表象の 内 で め ざ

さ れ た感性的諸性質J と 「計算可能 な 諸変化 と し て 扱 わ れ る こ の 同 じ 諸性質」 の 聞 に は 、
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「持続の リ ズ ム の 相違」 「 内 的緊張 の相違」 し か な し 、 。 か く し て 、 延 長 と 非延 長 の 対立 が

「伸張」 概念 に よ っ て 除去 さ れ た よ う に、 質 と 量の対立は 「緊張」 概 念 に よ っ て 廃棄 さ れ

る 。 伸 張 と 緊 張 は 程度差 を 認 め 、 行為 の欲求か ら 生 ま れ た 「頑な な 抽象」 を 、 「柔軟 な 実

在」 に よ っ て 置 き 換え る の で あ る （MM375-6） 。

(5） 難点の検討 一 行為 と 視、 感性的諸性質 と 瞬間 一

以上、 我 々 は 『物質 と 記憶』 に お け る 「緊張」 と 「伸 張」 の 問題 を 、 ベ ル ク ソ ン の 論 述

に 比較的忠実 に 追 っ て き た。 以下今度 は、 果た し て彼の理論 に よ っ て 感性的諸性質を 具 え

た 不可分連続延長が根源的空間 と し て 経験 さ れ う る か ど う か を、 批判 的 に 検討 し て ゆ く こ

と に し た L 、。 差 し 当 た っ て 問題 は三つ あ る 。 第一に 「伸張」 に 関 し て言 え ば、 果 た し て 不

可分連続延長 は 本 当 に 直接的直観 に与え ら れ う る の だ ろ う か。 連続性を分かつのが 月子為J

の 要請で あ る と す れ ば、 不可分連続体 を享受す る た め に は意識は 行為 を 断 た ね ば な ら な い

こ と に な る が 、 こ の こ と は 理論 的 に 可能 だ ろ う か 。 第 二 に 「 緊 張 」 に 関 し て 言 え ば 、

ベル ク ソ ン は 『物質 と 記憶』 の 「緒言」 に お い て 、 対象は我々 が覚知す る が ま ま に色を持 っ

て お り 、 そ れ は 「 自 体的 に 存在す る イ マ ー ジ ュ J で あ る と 述べ て い た。 第二次性質 は 少 な

く と も 第一次性質 と 同 じ だ け の 実在性を持つ の で あ り 、 そ の こ と を 認 め る た め に 物質を 精

神 の 中 に 置 く 必要 な ど な い の で あ る 。 し か る に 「緊張」 概念の 示す と こ ろ に よ れ ば、 感性

的諸性質 は主観的な も の だ と い う 結論 に 陥 っ て し ま っ た。 で は質 を 具 え た 空 間 と は、 根源

的空間 で は あ り え な い の だ ろ う か。 そ し て 第三 に 、 「伸張」 の 問題 は 「純粋知覚」 す な わ

ち 瞬 間 的 な も の へ の 回婦 に よ っ て 、 「緊張」 の 問題は 「純粋記憶」 も し く は 「具体的知覚J、

い ず れ に せ よ 「持続の 厚み」 に よ っ て説明 さ れ よ う と し て い た 。 だが空 間 に 不可分連続性

を 見 る 方向 と 感性的諸性質 を 見 る 方向、 つ ま り 瞬間 に 帰 る 方向 と 持続へ拡が る 方向 は、 理

論 的 に 両立す る の だ ろ う か。 感性的諸性質を伴 っ た不可分連続延長 と い う 考え は、 ベル ク ソ ン

の 具体的記述 に 反 し て 、 理論上不可能 に な っ て し ま う の で は な い か。

第一点 か ら 始 め よ う 。 知覚 と 知覚対象が一致す る の は純粋知覚、 す な わ ち 「瞬間 的 な も

の 」 （MM352） に お い て で あ り 、 こ の 意味 で そ れ が権利上 し か存在 し え な い も の で あ る こ

と は、 既 に 見 た 通 り で あ る 。 現在 は 「 ほ と ん ど瞬間的な 断面」 に よ っ て構成 さ れ、 こ の 断

面が 「物質界」 な の で あ る （MM281）。 そ れ ゆ え 、 確か に 『物質 と 記憶』 は 『試論』 か ら

『創造的進化』 へ の 途 上 に あ っ て事物 に も 「実在的持続」 （MM346） を 認 め て は い る が 、

し か し 意識 の 側 か ら 見 る 限 り 、 物質界 と の 接触が瞬間 に お い て し か生 じ え な い こ と に変 わ

り は な L 、。

し か し そ れ で も 不可分で連続的 な 空間 は 「直接的直観の所与」 （MM333） で あ り 、 「 内
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的」 な 純粋直観 の み な ら ず 「 外 的 」 な 「純粋直観」 も ま た 「 非 区 分 の 連続 性 の そ れ 」

(MM319） な の で あ る 。 分割l さ れ た 延長 と 純粋 に 非延長的 な も の と の 中 聞 を ベ ル ク ソ ン は

「伸張的な も の」 と 呼ん だ わ け な の だ が、 両者の 中 間 に あ る も の と し て の 伸 張 の 特性 と は 、

拡が り を 有 し つ つ も 不可分で あ る と い う こ と で あ ろ う 。 そ し て こ の よ う な 伸 張 は 、 「 知 覚

の最 も 明 白 な 性質」 （MM374） な の で あ る 。 従 っ て ベ ル ク ソ ン の 具体的記述 は 明 ら か に 、

不可分連続延長 の 直接経験の 可能性を認めて い る 。

し か し こ の こ と は理論的 に 裏付 け ら れ る だ ろ う か。 既 に 見 た よ う に 、 不可分連続延長の

内 に 「最初 の 非連続性」 を 持 ち 込 む の は、 「生」 ま た は 「行為」 で あ る 。 ゆ え に 連続性 を

経験す る た め に は 行為 を 断 た ね ば な ら な い こ と に な る が、 行為 し な い意識な ど考え ら れ る

だ ろ う か。 「意識 的 に 知覚す る こ と は選択す る こ と を意味 し 、 意識 は 何 よ り も ま ず こ の 実

践的識別 の 内 に 存 す る 」 （MM 198） と 『物質 と 記憶』 は 言 う 。 意識 と は 「 可 能 的 行 為 」

(MM199） で あ り 、 も う 少 し 正確 に 言 う な ら 、 「可能的行為 も し く は 潜 在 的 活動 の 地帯 に

内在的 な 光」 （EC617） な の で あ る 。

し か し そ れ で も も し 不可分延長が直接的 に 経験 さ れ う る べ き は ず の も の で あ る な ら ば、

我 々 は行為 と は 別 の次元に 立つ意識の 可能性を探求 し な け れ ば な ら な L 、。 『 創 造 的 進化』

が称揚す る の は 、 「利害関心 を 離 れ 、 そ れ 自 身 を 意識 す る よ う に な っ た 本能」 と し て の

「直観」 で あ る 。 そ し て こ の 穫 の 努力 が不可能でな い こ と は、 芸術家 の 美 的 能 力 の 存在 が

示 し て い る （EC645） 。 事実ベ ル ク ソ ン は 『笑 い』 （R458sq） や 『変 化 の 知覚』 （PM1370

sq） に お い て、 利害関心を離 れ て 見 る こ と だ け に 専心す る 芸術家を 讃 え て い る 。 し か し 哲

学の任務 は ロ マ ン テ ィ ッ ク な 心情 に 酔 う こ と で は な い。 も し 「哲学 の 役割」 が我 々 の 注意

を 「実践的 に は 何 の 役 に も 立 た な い も の へ と 向 け 直す こ と J (PM1373-4） で あ る な ら ば、

我 々 は 如 何 に し て こ の よ う な 転 回 が可能で あ る かを、 理論的 に 示 さ な く て は な ら な L 、。

『物質 と 記龍』 に お い て 行為 の 要請か ら 離れ る と み な さ れ て い る 心的要素 は、 純粋記憶

で あ る 。 実践活動か ら 身 を 引 く 者 は 「夢見 る 者」 と な っ て 、 思 い 出 の 中 に 浸 る （ MM293

sq） 。 我 々 は こ の よ う な 「全 く 観想 的 な 記憶」 （MM296） の 内 に 、 行 為 の 偏 見 を 免 れ た 根

源的な 空間経験 の 可能性を 見 る こ と が で き る の だ ろ う か。 し か し 既 に 述べ た よ う に 、 物質

界 と の 直接的接触 は 「純粋知覚」 に お い て し か可 能 で な L 、 。 既 に 精神 の 領域 へ と 入 っ た

「純粋記憶」 は、 明 ら か に 「非伸 張的」 （MM282） な も の な の で あ る 。 ゆ え に 不 可分延長

の 経験 を 可能 に す る た め に 純粋記憧 に 帰 る 途 は 、 原理的 に 閉 ざ さ れ て い る 。

過去はideeだが現在 はideo-moteurだ と 言 わ れ た。 行為を 離 れ た 現在 は 存 在 し な い の だ

ろ う か。 「 も と も と 我 々 は 行為す る た め に し か考 え な い」 （EC532） と 『創造的進化』 は 言

う 。 「我 々 が我 々 の 自 然 の 運動 に 従 う 時、 我 々 が思惟す る の は行 為 す る た め で あ る 」 （ EC
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746） 。 し か し そ れ だ か ら こ そ 、 我 々 は こ の 自 然な 運動 を 中 断 し な け れ ば な ら な L 、 。 「 行 為

す る た め に見 る 」 の で は な く 、 「見 る た め に 見 る 」 ょ う 努 め な け れ ば な ら な い （EC747） 。

し か し 『試論』 は 言 う 、 「時間 は 見 ら れ る こ と を 要求す る の で は な く 、 生 き ら れ る こ と

を要求す る 」 （E 126) c2n と 。 さ ら に 「物質 と 記憶』 は こ う 補足す る 。 「我 々 が 自 ら が行為 す

る の を視 る と こ ろ の 、 そ し て 我 々 が 自 ら を視 る の が有益で あ る と こ ろ の持続 は、 そ の 諸要

素が事離 し 合 い並列 し 合 う 持続で あ る 。 し か し 我 々 が行為す る と こ ろ の 持続 は 、 我 々 の 諸

状態が相互 に 溶解 し 合 う 持続 で あ る 」 （MM322） 。 連続性 に 関 し て は 、 空 間 と 時 間 と で は

見 る こ と と 行為す る こ と の 優位関係が逆転す る の だ ろ う か。 し か し 内 的 に せ よ 、 外 的 に せ

よ 、 非区分 の 連続性を与え る の は 同 じ 「純粋直観」 で は な か っ た か。 あ る い は そ れ と も 、

延長を 区分す る 行為 と 持続 に 身 を委ね る 行為 と は、 別種の行為 な の だ ろ う か。 あ る い は さ

ら に ま た、 行為 を 視 る の で も 行為 の た め に 見 る の で も な い が、 し か し 行為 の 中 に あ っ て 行

為 の 根底 に お い て 行為 を 離 れ て 見て い る よ う な 、 何か特殊な 「直観」 が存在す る の だ ろ う

か。

も う 一度、 「行為」 と 「持続」 の 関係 を 見て お こ う 。 『試論』 に お い て ベ ル ク ソ ン は 、

「 自 由 に行為す る こ と は （ 中 略） 純粋持続の 中 に 身 を 置 き 直 す こ と で あ る 」 （ E 151） と 述

べ て い る 。 行為 は 持続の 中 で し か行われな い の で あ る 。 確 か に 『試論』 の 自 由 行為 は 、

『物質 と 記憶』 の功利的行為 と は別種の も の か も し れ な い。 し か し 『物質 と 記憶』 に お い

て も 、 為すべ き 行為 が気 ま ぐ れ に 陥 ら な い た め に は過去の イ マ ー ジ ュ の保存が要求 さ れ、

か く し て 我 々 は 過去への パ ー ス ペ ク テ ィ ヴな し に は将来へ の手掛か り を 失 う こ と が認 め ら

れ て い る （MM212-3） 。 行為 は 過去 と 将来を結ぶ現在な の で あ る 。 行為 の 持つ 時間 性 の 優

れ て 志 向 的 な 面か ら 言 う な ら 、 「直接的将来 は （ 中 略） 行為あ る い は運動で あ る 」 （MM280）、

ま た 「直接的将来 は切迫 し た 行為の 内 に 存す る 」 （MM285） 。 し て み る と 行為 と は 、 将 来

へ と 伸 び よ う と す る 持続の動性そ の も の で あ ろ う 。 し か し も し そ う な ら 、 行為 を 断 っ て 不

可分連続延長 を 取 り 戻す た め に は、 我 々 は持続を断 っ て 瞬 間 に 立 ち 帰 ら な け れ ば な ら な い

と い う こ と に な ろ う 。

そ れ ゆ え 我 々 は 出 発点 に 舞 い 戻 っ た こ と に な る o 物質界 と の 直接的接触 に お い て 不可分

連続延長 を 経験す る た め に は 、 我 々 は純粋知覚 に身を置 く だ け で な く 、 さ ら に 行為 を 断念

し な け れ ば な ら な か っ た が、 し か し 行為 を断つ こ と と は結局、 純粋知覚 の 瞬 間 に 閉 じ こ も

る こ と な の で あ る 。 さ れ ば こ そ ベ ル ク ソ ン は、 「純粋知覚」 は 「 ひ と つ の 理想、 ひ と つ の

限界」 （MM373） に 過 ぎ な い と 述べ る の と 全 く 同 じ 仕方で、 「利害関 心 を 離 れ た 記憶 や 知

覚」 は 「 ひ と つ の理想的 限界」 （MM359） で し かな い と 述べ る の で あ る 。 つ ま り 行為 を 断

つ こ と の 難 し さ は 、 瞬間 に 踏 み留 ま る こ と の 難 し さ と 、 全 く 同一な の で あ る 。
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次 に 第二 の 問題 に 移 ろ う 。 感性的諸性質 は主観的 な も の で あ っ て 、 事物 の 存在 や 空 間 に

は属 さ な い の だ ろ う か。

そ の さ い 問題 な の は、 意識の彼方に あ る 超絶 的 な 事物 や 空 間 の こ と で は な L 、。 問題な の

は直接的直観 に与え ら れ て い る も の で あ る 。 『試論』 は振動や分子運動 が 決 し て 意識 の 直

接的所与で は な い こ と を強調 し て い た。 『物質 と 記憧』 に よ れ ば、 物 質 の 振 動 が 客 観 に 属

し 、 感性的諸性質が主観 に 属す る こ と に な る 。 主客 の 隔 た り は 、 持続の リ ズ ム の 差 と い う

こ と で埋め ら れ え た の で あ ろ う か。

「我 々 の 感官 は 諸物体の諸性質を知覚 し 、 そ れ ら と と も に 空 聞 を 知 覚 す る 」 （E62） と

『試論』 は 言 う 。 「眼の最初の 一瞥が世界 に投げ ら れ る や否や、 我 々 が そ こ で諸物体 を 区切

る 以前 に さ え 、 我 々 は そ こ で諸性質を 区別す る 」 （EC749） と 「創 造 的 進 化』 も 述 べ る 。

具体的記述 は 空間 の 中 に 感性的諸性質を 認 め て い る の で あ る 。 理論的 に は 二元論を 堅持 し

た は ず の 『試論』 も 、 具体的記述の レ ヴ ェ ル で は空 間 の 等質性を否定 し （動物 は 等質空間

を 表象 し な い し 、 我 々 と て 右 と 左を 自 然な 感情 に よ っ て 区別 す る ） 、 「質的差異 は 自 然 の 中

の 至 る 所 に あ る 」 （E65） こ と を 認 め ざ る を え な い。 物体 そ れ 自 身 が 感 性 的 諸性 質 を 持 つ

と い う こ と が、 直接経験の事実で は な い か ω 。

し か し 理論上、 物質 は感性的諸性質 を一一少 な く と も 「我 々 が覚知す る が ま ま に J は一一

持 ち え な い こ と に な る 。 な ぜ な ら 感性的 な 質 は 我 々 の 記憶が無数 の 振動 を一瞬の 内 に 収縮

さ せ た も の 、 つ ま り 意識の産物で し か な い か ら で あ る 。 物質 と 意識の 一致が純粋知覚 と い

う 一瞬の 内 で成就 さ れ る と し て も 、 記憶 に基づ く 感性的諸性質 は、 何 と し て も そ の 短 い一

瞬 の 内 に は入 り え な L 、。 そ れ ゆ え に こ そ 『物質 と 記憧』 は 「直接的過去 は （ 中 略） 感覚 で

あ る 」 （MM280） 、 「我 々 は実践的 に は過去 し か知覚 し な L 、」 （MM 291） な ど と 言 う の で あ

る 。 し か し 実践的 に は過去の 内 に 感覚を知覚 さ せ た ま さ に そ の 同 じ 事態が、 理論的 に は 知

覚か ら 感覚 を 奪 っ て し ま う 。 de Lattreの言 う よ う に 、 純粋知 覚 は 「 あ ら ゆ る 質 を 欠 い て

い る 」 ω の で あ る 。

で は質 と 量の 差 を 「緊張」 概念 に よ っ て 縮め よ う と し た 『物質 と 記憶』 の 努力 は 、 一体

何だ っ た の だ ろ う か。 確か に ベ ル ク ソ ン は、 既 に 引 用 し た よ う に 、 「物質 の 感 性 的 諸 性 質

は、 も し 我 々 が そ れ ら を 我 々 の意識を特徴づ け る 持続の特殊 な リ ズ司 ム か ら 引 き 出 し う る な

ら 、 も は や外か ら で は な く 内 か ら 、 自 体 と し て 認識 さ れ る で あ ろ う 」 （MM216） と 述べ て

い る 。 つ ま り 「諸事物 は そ れ ら 自 身へ と 帰 っ て科学が 区別す る だ け の 諸瞬間 に 区切 ら れ、

感性的諸性質 は 消失 し な い が、 比較 に な ら な い ほ ど も っ と 区分 さ れ た 持続の 中 に広げ ら れ、

溶解 さ れ る 」 （MM343） の で あ る 。 し か し感性的諸性質 は 本 当 に 「消失」 し な い の だ ろ う

か。 確か に 諸事物 に も 「実在的持続」 を認め る 『物質 と 記憶』 の 立場 か ら は、 客観的視点
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に 立 ち さ え す れ ば、 意識の 性質 と 物質 の振動は持続の リ ズ ム の 違 い に よ っ て 区別 さ れ つ つ

同化 さ れ る で あ ろ う 。 し か し 「直接的直観」 や 「意識の 証言」 の 観点 に 立つ 限 り 、 自 ら を

去 っ て物質の 中 に 入 り 、 「 内 か ら 」 そ の特有の リ ズ ム を追体験す る こ と な ど 問 題 に も な り

え な い。 だが反対 に 物質 と の 唯一の接点 た る 純粋知覚 に 身 を 置 く な ら ば、 今度 は 感性的諸

性質 は完全 に 「消失」 し て し ま う 。 「科学 と 意識 は 瞬 間 的 な も の に お い て 一致 す る で あ ろ

う 」 （MM 191） と ベ ル ク ソ ン は言 う が、 瞬間の 内 に は物質の振動 も 記憶 に よ る 収縮 も 、 量

も 質 も 存在 し な い の で あ る 。

そ こ で最後 に 、 第三の 問題 に 移行す る こ と に し よ う 。 行為 を 断 っ て 空 間 に 不可分連続性

を 回復 さ せ る 要請 と 、 具体的知覚 に 戻 っ て空間 に感性的諸性質 を投影 （ ？ ） す る 要請 と は、

理論的 に 両立す る だ ろ う か。

こ こ で も 具体的記述 は、 不可分連続延長 と 感性的諸性質の共存を認め る 。 既 に 触 れ た よ

う に 、 視覚 ・ 触覚 の 所与 は 空 間 内 に延長 し て い る 所与 で あ り 、 空 間 の 本性は連続性で あ る 。

視野全体が色づ い て お り 、 触覚 に も 真 の 中断は存在 し な い。 我 々 の欲求は 「感性的諸性質

の 連続性」 （MM334） の 上 に諸物体 を 区別す る の で あ り 、 「感性的諸性質 の 連続性」 こ そ

が 「具体的延長」 （MM344） な の で あ る 。

し か し 理論 は や は り 具体的事実 を裏切 る 。 行為 を 断 っ て 「見 る た め に 見」 、 空 間 に 不 可

分連続性 を取 り 戻 さ せ る た め に は、 我 々 は持続を 断 ち 切 っ て 瞬間 の 中 に 閉 じ こ も ら な け れ

ば な ら な い。 逆 に 、 曲 が り な り に も 空間 の 中 に 感性的諸性質を 認 め る た め に は、 我 々 は 瞬

間 を 脱 し て 持続 の 中 に 身 を 投 じ な け れ ば な ら な い。 「純粋知覚」 と 「具 体 的 知 覚 」 が 理 論

的 に 対立す る 限 り 、 我 々 は 決 し て 質を具え た空聞 をーな る 全体 と し て 享受す る こ と が 出 来

な い の で あ る 。

(6 )  時間論的展望 一 行為 の 中 の無為 と 持続の 中 の 瞬間 と 一

さ て 、 偉大 な 哲学者の理論上の 不備 を 指摘す る こ と は、 そ れ だ け で は さ し て 意味 の あ る

こ と で は な い。 大切 な の は し か じ か の哲学者の言説 に し が みつ く こ と で は な く て 、 事象 そ

の も の の た め に 事象 に 即 し た理論へ の 接近を 図 る こ と で あ ろ う 。 以下我 々 は、 ベ ル ク ソ ン

空間論 の 難点 の 克服 を 彼 の 時 間論の 見直 し の 内 に 求め る 方向 で 、 ベル ク ソ ン に 学 び つ つ ベ

ル ク ソ ン を 超 え る 努力 を素描 し て み た い。

ま ず不可分連続延長の 直接経験 の 可能性 に 関 し て言え ば、 そ の 難点 は 行為 を 断 っ て 無為

の 内 に 空間 を 見 る こ と 、 時間論的 に言え ば脱 自 の運動を差 し 止 め て権利上 し か存在 し な い

純粋知覚の 瞬間 に 閉 じ こ も る こ と に あ っ た。 だが現在知覚を 「時聞 の 中 の一つ の 数学 的 な

瞬間J (MM363） と み な す考え の 内 に は、 現在を客観的時間地平 と い う 一本 の線上の一点
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と し て し か捉 え な い と い う 、 い わ ゆ る 通俗的時間概念 の 先入見が潜ん で い る よ う に 思 わ れ

る 。 し か し 我 々 自 身 の 直接経験の観点か ら す れ ば、 我 々 は そ の つ ど恒に現在瞬間 に 居 る わ

け で あ る 。 現在は 留 ま る 。 純粋知覚 は 留 ま る 。 さ れ ば こ そ ベ ル ク ソ ン は 「知覚が知覚 さ れ

た対象 と 一致す る と こ ろ の 非人称 的 な 基底は留 ま る 」 （MM214） と 述べ え た の で あ る 。 そ

し て も し 持続 の 中 の 瞬間 が 〈留 ま る 基底〉 で あ り 続 け る の で あ れ ば、 我 々 は 行為 の 外 に 無

為 を 求 め る 必要 は な い。 無為 は行為 の 内 に こ そ あ り 、 不可分連続延長 は 可分的空間 の基底

と し て 留 ま り 続 け る で あ ろ う 。

同 じ こ と は感性的諸性質 に つ い て も 言 え よ う 。 確か に 客観的時間地平 に 立つ 限 り 、 例 え

ば色彩 は 瞬 間 の 内 に は 経験 さ れ え ず、 無数 の振動が意識の 許容範囲 に達 し う る だ け の 持続

の 内 で繰 り 返 さ れ ね ば な ら な L 、。 し か し意識の観点 に立つ な ら 、 瞬 間 と は 感性的 な 質 を 欠

い た 振動ゼ ロ の こ と だ ろ う か。 む し ろ 瞬間毎に 我 々 が或 る 質 を体験 し て い る と い う の が、

意識の 直接経験 の 証言で は な い だ ろ う か。 「記憧 は或 る 持続の厚 み に お い て 膨 大 な 数 の 振

動 を圧縮 し 、 そ れ ら は継起的 で あ る と は い え、 我 々 に は 全て一度 に （ensemble） 現 れ る 」

(MM217） と ベ ル ク ソ ン も 言 う 。 感性的諸性質 は、 客観的時間地平 に お い て は そ の振動が
い ち ど き

継起的 で あ ろ う と も 、 意識へ の そ の現 出 は そ の つ ど の 瞬 間 の 一 時 に 行 わ れ て い る の で は な

L 、 カミ。

感性的 な 質 に 関 し て意識の証言 に 耳 を 傾 け る た め に は 、 『試論』 に 戻 る に 若 く は な い 。

そ こ で は持続の 諸要素 は融合 し 合 い、 「非区分 (indistinct） 」 倒 で あ っ て 、 「多」 （E81 ） と

い う 語を 用 い て は な ら ず、 「ーか 多 か」 （E91） を 問 う こ と さ え 許 さ れず、 諸孫 聞 が 「 侵 蝕

し 合 う 」 (Ibid .） と 言 う こ と す ら そ れ ら を 区分す る と い う 誤 り を 犯す こ と で あ り 、 む し ろ

「諸要素」 （E108） の 存在で さ え我 々 の理性が全体か ら 無理矢 理 に 引 き 出 し て き た も の な

の で あ る ω 。 「実在的持続」 は 「 ひ と つ の 質」 で あ っ て 、 そ の 一瞬で さ え 縮 め る な ら 持続

を 充 た す諸事実 の 本性が変様 さ れ て し ま う （E 130） 。 メ ロ デ ィ ー の ー音を 過 度 に 強 調 す る

と 、 フ レ ー ズ全体 に 質的変化が も た ら さ れ て し ま う （E68） 。 同 じ 感覚 や 感 情 で す ら 、 そ

れ が た だ繰 り 返 さ れ る と い う だ け で、 別 の も の に な っ て し ま う （ E 102 , 131） 。 持続 の 中 の

質 と は、 こ の よ う な 絶え ざ る 変化な の で あ る 。

し か し非区分の全体 と い う こ と と 絶え ざ る 変化 と い う こ と は 、 知何 に し て 両立す る の で

あ ろ う か。 こ こ で も 客観性 の地平 に立つ 限 り 、 無差別 と 差異化の 二律背反 を調停す る こ と

は で き な L 、。 し か し 生 き ら れ る 現在瞬間 に 帰 っ て み よ う 。 確か に メ ロ デ ィ ー は 瞬 間 毎 に 何

か を加 え、 そ の つ ど質 を 変様 し て い る に 違 い な い が、 し か し そ の つ ど の 瞬 間 に 体験 さ れ て

い る 質 と は、 そ れ ま で に 流 れ た メ ロ デ ィ ー全体 の 蓄積な の で あ る 。 言 っ て み れ ば、 瞬 間 が

そ の つ ど全体 な の で あ り 、 感性的 な 質 は 知覚 と 記官の綜合 と い う よ り 、 そ の つ ど の 知覚 の
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端 的 な 事実 な の で あ る 。 「意識 の諸事実 は、 継起 的 で あ っ て さ え 、 相 互 に 浸透 し 合 い 、 そ

の 最 も 単純 な も の に お い て さ え魂全体が反映 さ れ う る 」 （E66, cf. E 109） と い う ベル ク ソ ン

の 言葉 は 、 こ の意味で理解す る こ と が 出 来 る で あ ろ う 。

そ れ ゆ え意識 に お け る 瞬間 と は、 そ の つ ど持続の全 内 実 を 不可分 に 示 し て い る も の と 見

な さ れ な け れ ば な ら な い。 そ の つ ど が一つ の質な の で あ る 。 瞬間 か ら 感性的諸性質 を追放

す る た め に は 科学 の 抽 象 に 訴え ね ば な ら な い が、 瞬間毎 に 質 を見 る た め に は意識の 直接性

に 戻 れ ば十分な の で あ る 。

結論 と し て 、 我 々 は 行為 の 中 の 無為 の 内 に 不可分連続延長 の 経験 を 認 め 、 時間論的 に は

同 じ こ と だ が、 持続の 中 の 瞬 間 に お い て 感性的諸性質の空間的経験 を 認 め る 。 そ し て 質 に

満 ち た 瞬間 の 内 に あ る 持続的内実 は行為の 要求す る 瞬間 の 志 向 的伸 長 と は別物であ る か ら、

非脱 自 的 瞬間 に お け る 感性的諸性質 と 不可分連続延長 と の 共存を 妨 げ る べ き 理 由 は ど こ に

も な い。

し か し こ の よ う に 持続の 中 に 瞬 間 を見 る こ と は、 明 ら か に 、 全 て を 「持続 ノ 相 ノ 下 ニ

(sub specie durationis） 」 （PM 1365） 見 ょ う と し た ベル ク ソ ン 時間論の全体 的 な 見直 し を

要求す る 。 本稿 は こ の よ う な 課題を遂行 し え な いが、 最後 に 幾つ か の 間 い を 提示 し て お こ

つ 。

「試論』 は感覚 と そ の 原 因 と の 対応を検討 し つ つ 、 原 因 （例 え ば照明） が 「連続的 な 仕

方で」 変化 し で も 、 感覚 （例 え ば照 明 さ れ た灰色） は 或 る ニ ュ ア ン ス か ら 別 の ニ ュ ア ン ス

へ と 「非連続 的 な 仕方で」 変化す る 、 と 述べて い る （E40） 。 だ が 感覚 の 質 は 持続 の 持 ち

分 で あ り 、 持続の 特徴 は そ の 連続性で は な か っ た か。 そ れ と も 持続 は そ の 連続性の 内 に 、

何 ら か の 非連続性 を 蔵 し て い る の だ ろ う か。

同 じ く 『試論』 で 、 持続 は 「本質 的 に そ れ 自 身 に 対 し て 異 質 的 （h品 te rog色 ne a elle

meme） で非区分 Cindistincte） 」 で あ る と 述べ ら れ て い る （EBO） 。 だ が 非 区 分 で あ る も

の は、 ど の よ う な 意 味 に お い て 自 ら に 対 し て異質的 で あ る と 言 わ れ う る の だ ろ う か。

『創造的進化J で は 、 「具体的持続」 に お い て 「絶え ず全体の ラ デ イ カ ル な 改鋳 が 遂 行

さ れ て い る 」 と 言わ れ て い る (EC801) 。 こ の 「絶えず （sans cesse） 」 と い う こ と の 意 味

は 何 だ ろ う か。

『試論』 で は 純粋持続 に 帰 る こ と こ そ が 自 由 で あ る と 見 な さ れ て い る 、 な ぜ な ら そ れが

真 の 自 己 に 帰 る こ と だ か ら で あ る 。 し か し意識が 「そ れ 自 身 に 帰 る 」 に は 「抽象の 激 し い

努力」 が必要 だ と い う （E61) 。 な ぜ我 々 が 自 己 自 身 で あ る こ と に 、 抽 象 の 努力 が 必 要 な

の だ ろ う か。 「我 々 は 自 分 自 身 の 内 に 帰 ろ う と 欲す る た び毎 に 自 由 だ と し て も 、 我 々 が そ

の こ と を欲す る こ と は 稀 に し か 起 こ ら な い 」 （E 156） と ベ ル ク ソ ン は 言 う 。 「 た び 毎 に
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(toutes les fois） 」 の 時間性 と は、 ど の よ う な も の だ ろ う か。 そ し て な ぜ我 々 は 自 由 で あ

る こ と を欲す る こ と に 常 に 自 由 で は な い の だ ろ う か。 そ れ と も 自 由 の 経験 の 根底 に は 、 自

由 を欲す る 機会を そ の つ ど受 け取 ら な け れ ば な ら な い よ う な 、 恩寵 に も 似 た 受動性の 経験

が存す る の だ ろ う か。

『試論』 は 自 由 に 行為す る こ と は純粋持続の 中 に 身 を 置 く こ と だ と 述べ つ つ、 我 々 が た

い て い 「 自 ら 行為す る 」 よ り む し ろ 「行為 さ れ て い る （agis） 」 こ と を 嘆 く （E 151） 。 し か

る に 『二源泉』 は神 と 神秘家 と の 合ーを行為 に ま で拡 げ、 「行為 し 、 か っ 「 行為 さ れ る 」

魂 （une ame a la fois agissante et 《agie} ）」 （DS 1172） を 讃 え て い る 。 行為 に お け る こ

の よ う な 能動性 と 受動性の 関係 は、 ど う 考え る べ き な の か。

『創造的進化』 （EC500） や 『精神 的エ ネ ルギー』 （ES833） は、 生 の 「 自 己 に よ る 自 己

の創造」 ω に つ い て 語 っ て い る 。 し か し 「創造」 と は 自 分 と は 異 な る も の を産 み 出 す こ と

で は な い の か。 そ れ と も 創造す る も の と 創造 さ れ る も の と の 一致の 中 に は 、 何か創造 し も

創造 さ れ も し な い も の が存す る の だ ろ う か。

『創造的進化』 は 我 々 の 知性の構造上の 欠 陥 を 指摘 し 、 知性 の み の 眼 で見 る の で は な く 、

精神 で以 て 見 る こ と を 薦 め る 。 精神 と は つ ま り 「行為す る 能力 に 内在 し 、 言 わ ば意欲そ れ

自 身へ の 意欲の ね じ れ か ら 湧 出 す る 、 見 る 能力」 （EC707・8） だ と い う 。 行 為 を 客 観 的 に

見 る の で も 行為 の た め に 見 る の で も な く 、 行為 に 内在 し て い る 見 る 能力 と は、 知何な る も

の で あ ろ う か。 意欲そ れ 自 身 へ の 意欲の ね じ れ を形成 し て い る も の は、 や は り 意欲や行為

な の だ ろ う か。 そ れ と も 行為 の 中 に あ っ て も は や行為す る こ と の な い一層 高次の 「見 る こ

と 」 が存在す る の だ ろ う か。

こ う し た 問 い や、 ベ ル ク ソ ン 時間論に ま つ わ る そ の他の諸問題 に 対 し て 、 我 々 は こ こ で

回 答 を 与え る こ と は で き な い。 そ れ は次稿 の 課題で あ る 。 我 々 は こ の 課 題 を －Hude や

Philonenkoの 忠告 に 反 し て m 一一 フ ッ サ ー ル の 「生 け る 現在」 と ベ ル ク ソ ン の 「 持続」

と の調停 と い う 形で遂行 し た い と 思 う 。
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