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課
題
で

あ
る
。

ヤ

ス

パ

ー
ス

は
、

人

間
の

意
識
の

「

主

観
−

客
観

−

分
裂

　（
ω
⊆

豆
Φ

貯

学

O
σ

冨
揮・
ω
℃

巴
け

巨
ぬ

ご

構
造
を

手
が

か

り

に、

実
存
と

超

越
を
意

識
化
さ

せ

る
。

す
な

わ

ち、

あ
ら

ゆ

る
も
の

は、

意
識
作
用
を
介

し
て

対
象

化
さ

れ
て

現
前
す
る

が、

対

象
化
・

分
裂
に
｝

瞬
先
立
つ

「

賓

主
未
分
」

の

領
域
に

お

い

て

は、

や
が
て

主

観
と

な
る
も
の

陥

実
存
と、

や

が

て

客
観
と
な

る

も
の

11
超
越
と

が

混

在
し
て

い

る
と

い

う

推
察
か

ら
、

両
者
を
導
き

出
す

の

で

あ
る
。

　

こ

れ

ら

の

側
面
は、

そ

れ

ぞ

れ
「

つ

つ

む
も
の
」

で

あ
り、

そ
れ

は
、

何
で

あ
れ

対
象
を

絶
対
化
す
る

こ

と

の

誤
り
を

教
え
る

。

す
べ

て

の

対
象

は、

「

つ

つ

む

も
の
」

の
一

側
面
を

場
と

す
る

現

象
に

過
ぎ
な

い
。

例
え

ば、

超
越
と

い

う

「

つ

つ

む
も
の
」

に

お

い

て

或
る

対
象
が

絶
対

化
さ

れ

る
と

い

う
こ

と
は、

或
る
神
的
な
も

の

が

絶
対
化
さ

れ

る

こ

と

を

意
味
す

る
。

し

か

し
、

人

間
に

と

っ

て

対

象
と
な
る

神
は

、

ヤ
ス

パ

ー

ス

に

よ
れ

ば

「

近

く
の

神
一

で

あ

り
、

そ
れ
は

現
象
と

い

う
意
味
に

お

い

て

真
理
性

を

有
し
て

い

る
が
、

同
時
に
、

そ

の

背
景
に

あ
っ

て

決
し
て

現

象
化
さ
れ

な
い

「

つ

つ

む

も
の
」

と

し

て

の

「

遠
く
の

神
」

が

失
念
さ

れ

て

は

な
ら

な

い
。

従
っ

て、

冷
静
な

思
惟
の

遂
行
に

よ
っ

て、

「

つ

つ

む

も
の
」

の

す
べ

て

の

側

面
を

適
切
に

連
関
づ
け、

一

側
面
に

固
執
し

な
い

こ

と

が
、

我
々

の

課
題
と
な
る

。

　
そ

の

課
題
へ

向
け
て

働
く
の

が、

理
性
と

い

う
能

力
で

あ
る
と

ヤ
ス

パ

ー
ス

は

言
う．

理

性
と

は

「

交
わ
り
へ

の

意
志
」

で

あ
り、

そ

れ
は

我
々

が
一

側
面
に

傾
倒
し
、

閉
鎖
的
と

な
る

こ

と

に

抵
抗
す
る

。

言
わ
ぱ
我
々

が

人

聞
的
で

あ
る
と

き、

そ

れ

は

我
々

が
理

性
的
で

あ
る
と

き

で

あ
り、

ま

た
そ

れ
は

、

「

つ

つ

む

も

の
」

の

諸
側
面
が
適

切
に

連
関
し

て

い

る
と

き

な

の

で

あ
る

。

　
し

か

し、

上
述
の

よ

う
な

思
惟
の

遂
行
に

も

と

つ

く
理
解
で
、

我
々

の

こ

こ

ろ

は
、

本
当
に

満
た

さ

れ

る

の

だ
ろ

う
か

。

や
は

り
最
後
は

、

全
人

格
を

関
与
さ

せ

た

働
き

か

け

が

必
要
な

の

で

は

な
い

か
、

そ

れ
を

ヤ

ス

パ

ー

ス

は
「

内
的
行

為
（

ぽ
昌
Φ
「

 
ω

目
四

乙
巴
5
ご

と

呼
ぶ

。

「

哲

学

的
信

仰
」

は、

「

つ

つ

む

も

の
」

と

い

う
思
想
の

遂

行
と

、

交

わ
り
へ

の

意
志

に

貫
か

れ
た

「

内
的
行
為
」

に

よ
る

、

「

あ
ら
ゆ

る

入

間
の

う
ち

に

あ
る

根

源
」

（
ヤ
ス

パ

ー

ス
）

と
し

て

の

「

脱
宗
教

的
精
神
性
」

へ

の

撞
憬
な

の

で

あ
る

。

『

二

源
泉
』

以

前
の

　
　

ベ

ル

ク

ソ

ン

哲
学
に

お

け

る

宗
教
性

伊

達

聖

伸

　
ベ

ル

ク
ソ

ン

が

明
示
的
に

宗
教
的
事
実
を
扱
う
よ

う
に

な
っ

た
の

は、

や
や

遅
い

。

そ

の

た
め

、

初
期
ベ

ル

ク

ソ

ン

に
一

定
の

宗
教

性
が

窺
え
る

よ

う
だ

と
の

思
い

か

ら
、

何
の

前
提
も

な
し

に

「

ベ

ル

ク
ソ

ン

の

宗
教

性
」

を

語
り
出
す
こ

と

は

た

め

ら

わ

れ

る
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

が

宗
教
の

問
題

に

取
り

組
む

よ

う
に

な
っ

た

の

は

い

つ

か

ら

か

と

い

う

時
期
確
定
の

問
題

は

難
し
い

が、

本
発
表
で

は
、

ル

ネ
・

ヴ
ィ

オ

レ

ッ

ト
が
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

に

な
る

手
前
の

形
而
上

学
」

と

呼
ん
だ
も
の

を
「

宗
教
性
」

に

対
応

さ

せ

る
こ

と

で

「

宗
教

性
」

と

「

宗

教
」

を
理
念

的
に

区
別
す
る

。

そ
し

て
、

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

け
る

宗

教
（
的
な
も

の）

の

位

置
は

、

潜
在
的
な

地
平
か

ら

顕
在

的
な

地
平
に

移
行
し
た

と

考
え
る

。
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も
う
ひ

と

つ

述
べ

て

お

き

た

い

の

は、

た

し
か

に

『

道

徳
と

宗
教
の

二

源

泉
』

で

は
、

静
的
宗

教
と

動
的
宗
教
の

質
的
な

違
い

が

提
示
さ

れ、

前

者
か

ら

後
者
へ

移
る

筋
書
き

が

あ
る

程
度
示

唆
さ

れ
て

は
い

る

が
、

そ
れ

を

具
体
的
に

把
握
す
る

に

は

ベ

ル

ク

ソ

ン

哲
学
全
体
に

つ

い

て

の

理
解
が

必

要
だ
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

社
会
的
な

外
部
性
か

ら
個
人

的
な

内
部
性

へ

の

転
換
と

内
的
な
生
の

発
展
と

い

う
主

題
は

、

初
期
ベ

ル

ク

ソ

ン

か

ら

論
じ
ら

れ
て

い

る
が
、

こ

れ

に

注

目
す
る

こ

と

で
、

静
的

宗
教
と

動
的
宗

教
の

「

あ
い

だ
」

に

「

宗
教
性
」

を

位
置
づ
け

る

こ

と
が

で

き

る

の

で

は

な
い

か
。

　
そ

こ

で

本
発
表
で

は
、

ベ

ル

ク
ソ

ン

哲
学
の

宗
教
性
を
心
理

学
的
・

存

在
論
的
な

三

つ

の

観

点
か

ら

指
摘
す

る
。

第
一

の

要

素
は、

「

差
異
の

経

験
と

し
て

の

持

続
」

で

あ
る

。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は

言
う
。

「

多
く
の

場
合
私

た
ち

は

自
分
自
身
に

対
し

て

外
的
に

生
き
て

お

り
」 、

「

自
分
自

身
を
と

ら

え
な

お

す
機
会
は

稀
」

で

あ
る

。

こ

の

稀
な

る

瞬
間
は、

差
異
の

経
験
と

し
て

生
き
ら

れ
る

。

人
は

持
続
に

お

い

て

自
分
自
身
を
取
り
戻
し

、

い

わ

ば

普
段
よ
り
も
一

段
高
い

精
神
状

態
で

生
き

る

と

考
え
ら
れ
る

。

　
第
二

の

要

素
は、

実
在
分
割
と

世
界
表

象
に

か

か

わ
る

「

人

類
学
的
な

装
置
」

で

あ
る

。

こ

の

と

き

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

特
徴
的
な
の

は、

知
覚
の

拡

張
と

認
識
枠

組
み

の

刷
新
に

よ

っ

て

表
象
図
式
が

創
造
的
に

生

成
変
化
す

る

と

考
え
て

い

る

こ

と

だ
。

廾

云

術
家
が
「

知
覚
の

拡
張
」

に

関
心
を

持
っ

て

い

る
よ
う
に、

哲
学
者
は

「

悟

性
の

枠
組
み

を
必
要
に

応
じ
て

壊
し、

そ

う
し
て

悟

性
の

枠
組
み
を
少
し
ず
つ

広
げ

、

人
間
の

思

考
を

無
限
に

膨

ら

ま
せ

て

い

く
こ

と

を

目
指
し

て

い

る
」

。

　

第
三

の

要

素
は、

時
間
的
な

存

在
で

あ
る

人

格
性
を
照
ら
し

出
す

「

存

在
論
的
直

観
」

で

あ
る

。

持
続
を
と

ら

え
（
第
一

の

要
素
）

、

表

象
図
式
を

発
達
さ
せ

る

（
第
二

の

要
素
）

こ

と

は
、

実
は
人
格
の

問
題
と

深
く
結
び

つ

い

て

い

る
。

と

い

う
の

も、

ベ

ル

ク
ソ
ン

に

と

っ

て

の

人
格
は
、

ア

プ

リ

オ

リ
な

統
一

性
（
カ

ン

ト）

で

は

な

く、

た

え

ず
な

り
ゆ

く
動
き
と

し

て

の

持
続
で

あ
り

、

ま
た

人

格
の

統
］

性
が

意
識
さ

れ

る

の

は
、

表
象
図

式
の

変
化
の

意

識
化
と

表
裏
一

体
だ
か

ら

で

あ
る

。

直
観
の

ひ

と

つ

ひ

と

つ

は

き

わ
め
て

特
殊
な

「

種
」

で

あ
る

が
、

そ

れ

ら

は

み

な

同
じ

「

類
」

に

属
し

て

い

る
。

こ

れ
は
、

直
観
に

よ

る

「

救
済
」

が

具
体

的
な

「

生
の

曲
率
」

の

把
握
で

あ
る

こ

と

を
示
唆
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　
以

上
の

三

つ

の

要
素
は

、

『
二

源

泉
』

以

前
の

ベ

ル

ク

ソ

ン

哲

学
に

お

い

て

す

で

に

観
察
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

『

創

造

的
進

化
』

に

お

い

て

「

自
我
」

が

「

生
全

体
」

に

置
き
換
え

ら
れ

る

と

き、

そ
れ
は

宇
宙
論
的

な

射
程
を

獲
得
す
る
で

あ
ろ

う
し、

ま

た

『

二

源
泉
』

に

お

い

て

は
、

社

会
的
・

歴
史
的
な
射
程
を

獲
得
し
て

い

く
こ

と
に

な
る
だ
ろ

う
。

　
ま
た

、

こ

れ

ら
三

つ

の

要
素
は
ベ

ル

ク
ソ

ン

に

お

い

て

有
機
的
に

絡
ま

っ

て

い

る

と

い

う
こ

と、

そ

し

て

こ

れ
ら
は

み

な

人
閲
の

具
体
的
経
験
に

即
し
て

得
ら

れ

る
宗
教
性
で

あ
る
と

い

う
こ

と

を

考
慮
す
る

こ

と

が
重
要

で

あ
る

。

こ

の

宗
教
性
は、

自
然
に

よ

っ

て

与
え

ら

れ

た

静
的
宗
教
と、

達
人

的
な

神
秘
家
に

よ
る

動
的
宗
教
の

「

あ
い

だ
」

を

生
き

て

い

る、

い

わ
ば

努
力
す
る

凡
人
に

適
し
た
も
の

と

言
え

よ

う
。
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