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ベ

ル

ク

ソ
ン

形
而
上

学
の

宗
教
的
指
向
性

　

　
　

　
『

二

源
泉
』

以
前
の

展
開

安

　
藤

恵

　
崇

　
一

般
に

ベ

ル

ク
ソ

ン

の

宗
教
哲
学
と

は
、

　一

九
三

二

年
の

『

道
徳
と
宗

教
の

二

源
泉
』

に

お

い

て

示
さ

れ

た

思
索
を

指
し
て

い

る
。

こ

の

書
に

至

っ

て

は
じ
め
て

ベ

ル

ク
ソ

ン

は
、

神
秘
主

義
へ

の

共

鳴
と

い

う
立
場
を
明

確
に

し、

当
時
の

宗
教
人
類

学
を
は

じ
め

と

す
る
様
々

な

知
見
を
も
っ

て

宗
教
の

総

体
の

人
類
に

と

っ

て

の

意
味
を

問
う
た
の

だ
っ

た
。

そ

れ

は
一

九

〇
七
年
の

『

創
造
的
進
化
』

の

延

長
上
に

お

い

て

充
全
に

理

解
さ

れ
る

も
の

で

あ
る
が、

し

か

し

こ

の

二

つ

の

主

著
の

問
に

は
単

純
に

順
行
的
発

展
と
は

い

い

難
い

非
連

続
な

要
因
も

横
た
わ

っ

て

い

る
の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

ベ

ル

ク
ソ

ン

は

シ

ュ

ヴ
ァ

リ

エ

と

の

対
話
に

お

い

て、

宗
教
へ

の

回
心
の

よ

う

な
も
の

が
「

挙
に

訪
れ
た
の

で

は

な

い

こ

と

を
回

想
し
て

い

る
。

宗
教
哲
学
（
宗
教
を

対
象
と

し

た
思

索
と
い

う
意
味
よ
り、

宗
教
の

思
想
的

表
現
と

で

も
い

う
べ

き

も

の
）

へ

の

指

向
は

、

彼
の

哲

学
形
成
の

中
で

徐
々

に

形
を

取
っ

て

ゆ
き、

や
が

て

充
電
さ

れ

た

宗
教
的
要
求
が、

彼
を

し

て

『

二

源
泉
』

と

い

う

著
書
を

書
か
し
め
た
と

い

う
こ

と

が
で

き

る

だ

ろ

う
。

も
し
そ

う
で

あ
る
の

な
ら
ば

、

そ

の

宗
教
へ

の

指
向
性
は

い

か

な
る

形
で

彼
の

哲
学
的
探
求
の

な
か

に

跡
づ

け
ら
れ

る

の

か
。

　
確
か

に

『

創
造
的
進

化
』

に

も
「

生

命
の

躍
動
」

の

溢

出
す
る

源
に

神

的
な
次
元
が

示

唆
さ
れ
て

は

い

る
が
、

そ
れ

は

後
に

ベ

ル

ク

ソ

ン

自
身
が

批
判
す
る

所
の

「

哲
学
者
の

神
」 、

つ

ま

り
そ

こ

へ

と

人
が

帰
依
す
る

の

で

は

な
く

哲
学
的
原
理
と

し
て

呼
び

出
さ
れ
た

神
と

し

て

の
　

面
が

あ
る

こ

と

は

否
め

な

い
。

む
し
ろ

筆

者
は
】

九
一
一

年
に

あ．
る

転
回
が
あ
る

と

考
え
た
い

。

こ

の

年
に

ボ

ロ

ー
ニ

ヤ
に

お

い

て

「

哲
学
的
直
観
」

（
『

思
想

と

動
く

も
の
』

所
収
）

の

講

演
が
、

ま

た

イ

ギ

リ
ス

で

は

「

変

化
の

知

覚
」

（

同
書
所
収）

と

「

意
識
と

生

命
」

（

『

精
神
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

』

所
収
）

と

い

う
二

つ

の

講
演
が

行
わ
れ
て

い

る
。

こ

れ

ら
は

い

ず
れ

も

彼
の

「

持

続
の

哲

学
」

が

人
間
の

生
の

在
り
方
を

転
換
す
る

と

い

う
確
信
で

結
ば
れ

て

い

る
。

今
日
で

は

い

さ

さ

か

オ
プ
テ

ィ

ミ

ス

テ

ィ

ッ

ク

に

さ
え
響
く
こ

の

確
信
の

根
拠
は
一

体
ど

こ

か

ら

来
る

の

だ
ろ

う

か
。

　
筆
者
は
そ

こ

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

が

自
ら
の

「

持
続
」

と

直

接
性
の

哲
学

が、

人
間
を
し
て

自
縛
し

て

い

る

二

項
対
立
か

ら

脱
却
せ

し
め

る

と

い

う

実
践

的
な

力
を

考
え
て

い

る

こ

と

を

指
摘
し
た

い
。

彼
が
、

我
々

の

直
接

経
験
の

持
続
に

お

い

て

事
物
は

「

あ
り

の

ま
ま

」

を
露
わ

に

し

て

い

る

と

主
張
し

、

常
に

そ
れ
は

出
来
合
い

の

概
念
的

把
握
を

の

が
れ

て

い

く
こ

と

を

繰
り
返
し
な
が
ら

主
知
主
義
を

批
判
し

て

い

く
こ

と

に

は、

こ

の

二

項

対
立
か

ら

の

脱

却
と
い

う

動
機
を

あ
て

が

う
と
一

貫
し
た

見
通
し
を

得
る

こ

と

が

で

き

る
。

概
念
と
は、

そ

れ
が

自
然
言
語
（
詩

的
言
語
で

は

な

い
）

に

根
ざ
す
限
り
二

項
対
立

的
と

い

う

宿
命
を

負
っ

て

い

る
。

そ
れ
ゆ

え、

概
念
的
把
握
の

試
み

は

我
々

に

「

あ
り
の

ま

ま
」

の

姿
を
覆
い

隠
し

て

し
ま

う
。

そ

の
一

方、

「

持

続
」

と

は

純
粋
な

本
質
か

ら
い

っ

て

絶
対

に

他
の

「

持

続
」

と

重
ね

合
わ
せ

る

こ

と

の

で

き

な

い

共

約
不
能
の

原
−

出
来
事
で

あ
る
。

し

か

も、

そ
れ

は

常
に

過
去
を
現
在
の

う
ち

に

「

潜
在

的
共

存
」

（
ド
ゥ

ル

ー
ズ
）

さ

せ

て

い

る

の

で

あ
り

、

忘

却
は

さ

れ
て

も

失
わ

れ
は
し
な
い

。

共
約
可
能

性
と

は
、

あ
る

も
の

が

重
ね

合
わ
せ

ら
れ

る

こ

と

に

よ
り

同
か

異
か

と

い

う
二

項
対
立
的
判
断
が

成
立
す

る

時
は

じ

め

て

可
能
に

な

る
。

ゆ

え

に
、

「

あ

り
の

ま

ま
」

と

は

同
か

異
か

の

カ

テ

238（1330）
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ゴ

リ

ー
の

地
平
に

あ
る

の

で

は
な
く
不

同
不
異
な
の

で

あ
る
。

ベ

ル

ク

ソ

ン

は
】

と

多
に

つ

い

て

よ
り

多
く
の

頁
を

割
い

て

い

る

が
、

こ

の
｝

と

多

と
い

う
二

項
対
立

的
表
象
は
、

わ

れ
わ
れ

の

空
間
表
象
に

お

い

て

な
さ

れ

る

「

重
ね

合
わ
せ

に

よ

る

単
位
」

を

設
定
す
る
時
は

じ
め

て

成
立
す
る

。

ベ

ル

ク
ソ

ン

が
空

間
表
象
を

不

純
だ
と

見
な

す
根
拠
は
こ

こ

に

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な

持
続
の

哲
学
の

根
底
は
、

『

時
間
と

自
由
』

の

第
三

章
に

お

い

て
独

自
の

自
由
論
に

転
回
し、

そ
し

て
一

九
三

〇

年
の

「

可
能
と

現

実
」

（

『

思

想
と

動
く
も
の
』

所
収）

に

お

い

て

は
入
が

問
う
べ

き
で

な
い

「

偽
り
の

問
い
」

に

根
ざ
す
「

形

而
上

的
苦
悶
」

か

ら
の

解
放
と

い

う

実

践
的
次
元
に

結
び
つ

け
ら
れ
て

い

く
。

こ

れ

を
彼
の

形

而
上

学
的
展
開
か

ら
の

宗
教

的
指
向
性
と

み
な

す
こ

と
が
で

き

る

だ
ろ
う

。

プ

ラ

ト
ン

『

法
律
』

第
一

〇
巻
に

お

け

る

魂
の

問
題

土

　
井

裕

　
人

　
プ

ラ
ト
ン

最
晩
年
の

著
作
で

あ
る

『

法
律
』

は、

新

国
家
に

制
定
す
べ

き

法
律
と

そ
の

序
文
に

つ

い

て、

プ
ラ

ト

ン

の

代
弁
者
と
し
て

登

場
す
る

ア
テ
ナ
イ
か

ら

の

客
人
を

中
心
に

論
じ
ら

れ

る
対
話
篇
で

あ

り
、

『

法
律
』

と

い

う
タ
イ
ト

ル

な
が

ら

取
り
上
げ
ら
れ

る

テ

ー
マ

は

多
岐
に

わ

た
っ

て

い

る
。

と

り
わ
け

有
名
な

の

が

「

プ
ラ

ト

ン

の

神
学
」

（
む

ろ

ん

単
純
に

「

神
学
」

と

呼
ば
れ

る
べ

き

で

は

な
い

が
）

と

も
称
さ

れ
る

第
一

〇
巻
で

あ
り、

三

通
り

の

不
敬

虔
な

説
と

そ

れ

ら

を

反
駁
す
る

神
論
が

展
開
さ
れ

て

い

る
。

具
体
的
に

は
、

 
「

神
々

は

存
在
し

な

い
」

と
い

う

無
神
論
の

説
と

そ
れ
に

対
す
る
「

神
の

存

在
証

明
」

、

 
「

神
々

は

存

在
す
る

が
、

人

間
を

顧
み

ず
無
関
心
で

あ
る

」

と

い

う
説
と

そ
れ

に

対
し
て

神
が

万
物

を
顧

慮
す
る

能
力
を
持
つ

と

い

う
主

張、

 
「

神
々

は
買
収
で

き、

罪
を

犯
し
て

も

供
物
で

赦
し
が

得
ら
れ
る

」

と

い

う
説
と

そ
の

反
駁
で

あ
る

。

本
学
会
に

お

け
る

昨
年
の

研
究
発
表
で

は
と

り
わ
け
 
の

無
関
心
説
に

着

目
し
て

神
義
論
の

問
題
を

取
り

上
げ
た

が
、

『

法

律
』

第
一

〇
巻
に

お

い

て

こ

う
し
た

宗
教
思
想
の

基

盤
と

な
る
の

が

 
の

無
神
論
と

そ

の

反
駁
で

あ
り、

こ

の

議
論
に

お

い

て

重
要
な
位
置
を
占
め

る

の

が

「

魂
（

プ
シ

ュ

ー
ケ

↓
」

で

あ

る

（
語
の

問
題
は

大
き

い

が
こ

こ

で

は
通

例
に

従
っ

て

「

魂
」

と
し
て

お

く）
。

　
『

法

律
』

第
一

〇
巻
で

取
り

上
げ
ら

れ
る

無
神
論
は
、

物
体
を

第
「

の

も

の

と

見
な
し

て

神
的
な
魂
を

物
質
の

下
位
に

置
き、

法

律
で

定
め

ら
れ

る

よ

う
な
神
々

は

人
為
的
に

す
ぎ
な

い

と

否
定
す

る、

い

わ

ば

唯
物
論
的

な

立
場
に

基
づ

く
無
神
論
で

あ
る

。

こ

れ
に

対
し

て、

魂
が

物

質
よ
り
先

に

在
っ

て

始

源
と

な
っ

て

い

る

こ

と
を

証
明

す
る

問
答
が

行
わ

れ
た

ヒ

で
、

そ

の

証

明
が

神
々

に

関
す
る

正

し
い

論
で

あ
り、

善
な

る

神
々
、

す

な

わ
ち

最
善
に

し
て

有
徳
で

あ
り

宇
宙
全
体
を
秩
序
的
に

導
く
魂
と

諸
天

体
の

魂
と
し
て

の

神
々

が

存
在
す
る

と

論
証
さ
れ

る。

無
神
論
に

対
す
る

神
の

存
在
証
明
で

あ
る

の

に

魂
の

存

在
証
明
と

い

う
の

は

不
思
議
に

思
わ

れ

る

か

も
し

れ
な
い

が
、

魂
は
物
体
な
ど
に

先
立
っ

て

在
る

ば
か

り
で

な

く
、

他
の

も

の

を

支
配
し

導
く
と
い

う

働
き
を

持
つ

の

で
、

最
上

位
に

属

す
る

魂
は
神
々

と
い

う
こ

と

に

な
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

神
の

存
在
証

明
は

、

魂
と

物
体
と
ど
ち

ら

を
先
に

立
て

る

か

と

い

う
考
え
方
の

違
い

を

起

点
と

し
、

無

神
論
が

「

極
め
て

厄
介
な
無
知
の
一

種
」

と
さ

れ
て

い

た

よ
う
に

神
論
に

関
わ
る

知
の

在
り
方
を

問
題
と

し

た

自
然
学

的
議
論
で

も
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