
魂 の 「身体か らの独立 」 と 「現 実 との接 触」

一 『物質 と記憶』におけるベルクソソの心一身関係論一

本 田 裕 志

ア ン リ ・ベ ル ク ソン(HenriBergson)の 諸 著作 中,『 物 質 と記 憶(Matie-

reetm6moire)』 は最 も難 解 な書 と して 知 られ て い る。 この 難 解 さは,第 一

章 に述 べ られ た物 質=イ マ ー ジ ュ(image)説 と,そ れ に基 づ く純 粋 知 覚(per・

ceptionpure)の 理 論 の斬 新 性 や,第 四 章 に 展 開 され たr種 の形 而上 学 思 想 の

高 度 な独 創 性 も さる こ となが ら,就 中,第 二 章 ・第 三 章 を 通 じて 繰 .り広 げ られ

て い る と ころ の,記 憶(m6moire)1)の 現 象 に つ い て の 精細 な研 究 に基 づ く.心

一 身 関 係 論 の晦 渋 さに 由来 す る と ころが 大 で あ る と思 わ れ る
。 この部 分 に お い

メモワ　ル

て ベ ル ク ソ ンぽ,専 門研 究 者 た ちの 手 で 蒐 集 され た記 憶 に つ い て の豊 富 な 実験

的 研 究 資 料,と りわ け 失 語 症(aphasie>を 中 心 とす る記 億(souvenir)の 再 認

メモワ　ル

(reconnaissance)の 疾 患 に 関 す る臨 床 的 記 録 を駆 使 しつ つ,記 憶 の働 きの 仕

メモワ　ル

組みを身体 と精神の両面に即 して解明してゆ く.のであるが,記 憶について.のこ

の研究が,い かなる道筋を通 じて,い かなる心一身関係論へと導 くのかとい う

ことは,到 底一読に して明 らかになるような体のものではない。本稿は,と く

に この点に柳かなりとも光を当てることを主眼としつつ,同 書のこの蔀合の解

釈を試み,.さ らには,「 魂(精 神) .の身体からの超越ないし独立性」 および

「身体を介しての魂(精 神)の 『生への注意』あるいは 『現実 との接触』」とで

も要約され よう二つの特徴的側面を手掛 りとして,.同書の心一身関係論が示唆

ない し含意するであろ う倫理的意味をも模索的に 探求 しようとする ものであ

る。

メモワリル メモワリル

記憶に関するベルクソンの研究は,通 常同一の現象 として区別なく 「記憶」.
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の名 で呼 ばれ て い る もの の うち に,本 性 を 異 にす る二 つ の 形 態 を 区分 す る こ と

か ら始 め られ る。 こ の二 つ の形 態 とは, .(i}運動 機 構(m益canismesmoteurs)
メ　ワコル スヴエ　ル

な い し習 慣(habitude)と して の記 憶,㈲ 過 去 の 記 憶 を イ マ ー ジaの 形 で 留 め
メモワ　ル

る記 憶,の 二 つ で あ る。
メ モ ワ ヨ ル

ω運動機構ないし習慣 としての記憶とは,例 えば,わ れわれが一連の学課内

容一......一掛け算の九九 ・一篇の詩歌 ・経文など,さ まざまな例を挙げ得る一 を

すらす らと諸講できるような形で覚えた り,ダ ンスや体操などの運動の一連の
メモワ　ル

動 作 を 正 し く行 な い 得 る よ うに した りす る場 合 に働 か せ て い る記 億 で あ る。 こ

の種 の も のを わ れ わ れ が 覚 え るの は,同 一 の練 習 ・努 力 の 反 復 に よ って であ

り,そ して 一 旦 覚 え られ る と,経 文 の 冒頭 の一 句 は 残 りす べ て.の経 文 を,ダ ソ

ス の最 初 の 動 作 は そ の ダ ンス の 全体 を,放 っ て お い て も連 れ戻 る,と い った具

スヴニ　ル

合 セこ・.意 志 の 最 初 噸 動 が 与 え られ れ}ま一 連 の記 憶 の全体 は 自動 的 に再 現 され

る。 か か る ケ ー スに あ って は,い わ ぽ 口が経 文 を,身 体 が ダ ンス を,文 字 通 り

「身 に つ いた 」 習慣 と して覚 え て い る の で あ っ て,こ こに は専 ら身 体 の運 動 の

み が 関 与 して お り,心 の 中 で 何 か 全然 別 の こ とを考 え た り思 い描 い た りして い

て も,一 た び 開 始 され た 諸 論 や 動 作 は,も しそれ らが充 分 よ く覚 え られ た もの

で あ る な らば,そ の続 行 に支 障 を来 さ な い,と い う事 実 が示 す よ うに,表 象 や

イ マ ー ジ ュは関 与 して い な いσ
メモワほル.

か か る記 憶 は,よ り一 般 的 に 性 格 づ け る な ら,知 覚 され る対 象 や状 況 が 身体

に 与 え る刺 激 に 対 して 身 体 が用 意 して い る応 答 の総 体,と い うこ とが で ぎ る。

.『物 質 と記 憶 』 第 一 章 で ベ ル ク ソ ンが与 え て い る定 義 に よれ ぽ
,.知 覚2)と は,

「イマ ー ジ ュ の総 体 」 と して の 物質 界3)の 中 で,わ れ わ れ の身 体一 これ も一

つ の イ マ ー ジ ュで あ る が,他 の イ マ ー ジ ュか ら受 け る作 用 に対 して,純 粋 に機

械 論 的 な 反 作 用 に よ って で は な く,'可 変 的 ・不 確 定 的 な行 動 に よ って応 答 す る.

こ との で き る特 殊 な イ マ ー ジ ュで あ るの 一 の可 能 的行 動 に関 係 づ け られ た イ

マ ー ジ ュ,言 い か えれ ば,身 体 に そ の可 変 的 行 動 に よ って 適応 的 セこ応 答 す る こ

とを 求 め るイ マ ー ジ ュ,要 す る に身 体 に対 して利 害 関 係 の あ る作用 な い し影 響

を 及 ぼ して い る イマ ー ジ ュ,の こ とに他 なち な い5>。.そ れ ゆ え知 覚 は常 に,こ

れ に応 答 す る と ころ の一 別 の言 い方 を す れ ぽ,知 覚 を延 長す る(prolonger)
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と ころ の一 身 体 の 少 な くと も生 れか け の運 動 的 反 応 ない し態 度 を 喚 起 す る。

か か る運 動 的 な反 応 ない し態 度 は,当 初 は必 ず し も知 覚 され た 状 況 に 正 し く適

応 しな いか も知 れ ない が,類 似 の 知覚 が繰 り返 し体 験 され る うちに, .こ れ に 適

応 す る運 動 習 慣 の シ ス テ ム と も言 うべ き ものが 身 体 に刻 印 され,遂 に は,類 似

の知 覚 が 与 え られ る と,.自 動 的 に.,知 覚 され た 状 況 が 身 体 に 対 して 有 す る利 害

に応 じた 適応 的 な行 動 を開 始 し得 る よ うに な る。 身 体 内に 形 成 され た か か る運

動 習 慣 の シ ス テ ムが,運 動 機 構,あ るいは 運 動 装 置(appareilsmoteursま た

はdispositifsmoteurs)と 呼 ば れ る もの な の で あ る。

と こ ろで,わ れ わ れ の身 体 には,中 枢 を 介 して 末梢 か ら末梢 へ と至 る 神 経繊

維 が存 在 し,周 囲 の イ マ ー ジ ュか らの 身 体 へ の 作 用,言 い か え れ ば 知覚 対 象 が

身体 に与 え る刺 激 は,感 覚 器 官 か ら求 心 神 経 を 通 って 中枢 に達 し,さ らに 遠心

神経 を通 って末 梢 に戻 り,身 体 の 運 動 す な わ ち行 動 とな って現 わ れ る の が 認 め

られ る。 した が って,知 覚 に 適 応 した 行動 を可 能 な ら しめ る運 動 機 構 は,神 経

系 の 尋の道 筋 の うちに そ の 座 を 占.める と考 え られ る。一 般 に髄(moelle)・ 脊

.髄(moelle6piniere)・ 延 髄(bulbe)な ど と呼 ばれ る諸 中枢 こそ は
,ま さに

この座 に他 な らない6)。 しか しな が ら,求 心 神経 と これ らの諸 中枢 との間 に は,

よ り高 次 の中 枢,す な わ ち 脳.(cerveau)が 介 在 して お り,求 心 神 経 を 通 じて

.伝 え られ た 刺 激 は
,.こ こで進 路 を選 ばれ て,.限 りな くさ ま ざ まな 運 動 機 構 へ 到

達 で きる よ うに な って い る。 い わ ば脳 は,一 種 の 「中央 電 話 局(bureaut616-

phoniquecentral)」(M..M.,p.26.)の 如 き も ので あ って,脳 の か か る機 能

と,経 験 に よ る運動 機 構 の多 様 化 とに よ って,身 体 は 知 覚 され た 状 況 に 対 し,

可 変 的 な,随 意 的 に選 択 され た 行 動 を もっ て 応 答 す る こ とが で き る。..それ ゆ

え,身 体 の 中 に あ っ て脳 一 神 経 系 は,知 覚 に 適 応 す る運 動 の ス トッ ク と も言 う.

べ き運動 機 構 を構 築 ・装 備 す る と と もに,知 覚 と運 動 機 構 との 関 係 づ け の 限 .り

な く多様 な選 択 を可 能 にす る こ とに よ って,知 覚 され た 周 囲 の状 況 に対 す る身

体 の可 変 的 な適 応 行 動 を 確 保 す る とい う機 能 を 有 す る もの,言 い か え れ ぽ 身体

の感 覚 一 運 動 平 衡(6quilibre.sensori-moteur)を 司 る もの で あ る。 そ して運

メ ぐ ワ 　 ル メ モ

動機構 としての記憶の働きは,か かる感覚一運動平衡の現われであり,こ の記
ワほル

憶による対象の再認は,身 体による対象への適応運動の作動に他ならず,心 に
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よって思い浮かべられ る再認には非ず して,.身 体によっ.て演 じられる再認であ

り,そ れは.既述.の如 く,.一旦開始されるや自.動的.・機械的に遂行されてゆ くの

である。.

㈹今一度 経文やダソスの例に戻ろう。 われわれは 繰 り返される練習を通
メむワ　ル

じ,運 動 機 構 と して の記 憶.に訴 えて これ らの もの を 習 得す る。 しか し なが ら,
スヴニ　ル

この よ うに して 獲 得 され る記 憶 とは 別 に,各 々 の練 習 の際 の個 別 的 状 況 一 某

月某 日..の某 時刻 に経 文 を 諦 習 して い た時,途 中 で 来 客 が あ って 中 断 され た と

か,ダ ンス の何 回 目の レ ッ.スンの 時,そ れ まで は ど うして も で き なか った 難 し

い ス テ ッ プが マ ス タ ーで きて 嬉 しか った とか い った状 況一 につ いて ,覚 え よ
スヴニ　ル

うとするでもな しに覚えられている記憶があることは容易に気付かれよう,そ
スヴニ　ル

して.第一 の 記 憶 が,内 容 上 は 常 に 同 一 性 を 保 ち つつ,反 復 練 習 に よって 次 第 に

スヴニ　ル

完 全 化 され て ゆ.く.のに 対 し,第 二 の記 憶 は.,各 々 が いわ ば そ の 日付 を 有 し,独

自の 個 悔 ・一 回 性 を 示 しつ つ,初 め か ら完全 に覚 え られ て お り,し か もそ れ は

身 体 の 運 動 習 慣 と して で は な く,イ マ ー ジ まの形 で心 に留 め られ てい るの で あ
スヴニ　ル メモワ　ル

る。それゆえ,こ の第二の記憶が覚えられる際に働いている記憶は,運 動機構

　メモワらル スヴニ　ル

.として の 記 憶 とは 全 く本 性 を 異 に して お り,し か も ベ ル ク ソソに よれ ば,記 憶
メモワ　ル メモワ　ル

を イ マ ー ジ ュの 形 で 留 め る こ の 記 憶 こ そ が 「真 の 記 憶(lam6moirevraie)」

(M,M.,p.168.)で あ る 。 こ れ が 彼 に よ っ て し ぽ.し ぽ 「純 粋 記 憶(rnE"moire
メ モ ワ 　 ル

pure)」 の 名 で 呼 ば れ る記 」「意で あ る。
メモワ　ル ビユ　ル

純粋記憶は,意 識の最初の目覚め以来われわれが体験してきた一切の出来事

や状況のイセージュを,そ れ らが生起するにつれ,そ のままの順序で,あ らゆ

る瞬間に絶えず,し かもどのような細か聖・点をも遺漏することな く,列 挙的に

保存する。そしてかかる保存については,何 か特殊な 「容れ物」やメカニズム

を引き合いに出して説明することは必要でもなく適切でもない。例えば,わ れ

われがある複音節語を発音する場合,最 終音節を発する瞬間には以前の音節は

過去に属 しているが,わ れわれの意識には語全体が現前している。(さ もなく

.ば,こ れ らの音節はわれわれに対して単一語の体を成し得ないであろう。.)同
センテンス センテンス

様に,一 つの 文 の中で読まれているすべての単語は,意.識 の視野がこの 文

の全体へ と拡張されれば,す べて現在の意識に上 り得るし,さ らにわれわれ
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センテンス

の半生の歴史全体 も,仮 に意識がその全体の脈絡を一つの 文 の如きものとし

てとらえ得るほどにまで拡張し得るとした ら,す べて現在の意識に現前するで
スヴこらル

あろ う。このように,われわれの心的生においては,現在の意識と過去の記億と
スヴニ　ル

の 間 の 決 定 的 な 境 界 線 とい うもの は な く,過 去 の全 記 億 の保 存 は,<souvenir>

の くnir》 が 発 せ られ る瞬 間 に<souve>が 意 識 に保 存 され て い る こ とが 説 明を

要 しな い の と同 様,説 明 を要 しな い の で あ る7)。 現在 に お け る行 動 を 司 る こ とを
スヴニ　ル

主 要 な 役 割 とす る 意識 の 実 践 的 性 格8)の ゆ え に,ご く一 部 を 除 い て 過 去 の記 憶

の イ マ ー ジ ュは意 識 の光}ζ照 ら され な い ま ま で い るが,そ れ らは決 して存 在 す

る こ とを や め た の で は な く,こ れ も イ マ ー ジ ュに他 な らぬ 物 質 的 対 象 が,わ れ

わ れ に よ っ て知 覚 され 意識 され る こ とを や め て も,意 識 され ざ る イ マ ー ジ ュ,

す な わ ち一 種 の 無 意識 的 心 理 状 態(6tatspSychelogiquesinconscients)と し

て存 在 し続 け るの と同 様9),無 意 識 的 心 理 状 態 と して,す なわ ち潜 在 的 ・無 力

スヴニ　ル

的 な 在 り様 に おい て,存 在 し続 け て い る の で あ る。 か か る記 憶 は 「純 粋 記 億

(souvenirpu'r)」 と呼 ば れ,こ れ は ベ ル.クソ ンに よれ ば ま さ し く 「精 神 の発
メモワらルピユらル

顕(unemanifestationspirituelle)」 で あ り,わ れ わ れ は 純 粋 記 億 の 現 象 に お

い て 精 神 そ の も の を と ら え る こ と に な る,と 言 わ れ る10)。

メモワ　ルピユロル

それでは,か かる純粋記憶による再認は,ど のようにして行なわれるのであ
メモ ワらル メモワ　ル

.ろ うか 。 さ らに,こ の記 憶 と先 の 運 動 機 構 と し ての 記 憶 との 間 に は,何 らか の

関 係 が 存 す る の で あ ろ うか 。 また 存 す る とす れ ば,そ れ は い か な る関 係 で あ ろ.

う、か 。

ベ ル ク ソ ンは,『 物 質 と記 憶 』 第 三章 の 中 で,底 面.ABを 上 に,頂 点Sを
メ モ ワ ほ ル

下 に して 平 面P上 に立 づ 円錐 形SAB.の 図11)に よ って,記 億 の 世 界 を 表 現 し
メ モ ワ 　 ル

て い る 。.以下,こ の図 を手 掛 りと しつ つ,二 種 類 の 記 憶 の 関 係 と,イ マ ー ジ ュ

の 再 生 を 伴 う再 認 一 ペ ル ク ソン はか か る再 認 を 「注 意 的 再 認(reconnaissan-

ceattentive)」 .と 呼 ぶ 一 の プ ロセ ス に つ い て の 同 書 の 所 説 の 解 明 を 試 み よ

う。

上 述 の 図 に お い て,(i)平 面Pは,現 在 の 瞬 間 に お け る物 質 界 の 全 体 を 表 わ
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す 。 ベ ル ク ソ ンの独 特 な表 現 を 用 い るな ら,そ れ は,固 有 の リズ ムの 持 続 を も

っ て流 れ る宇 宙 的 生 成 の 「瞬 間 的 切 断面(une'c6upeinstantan6e)」12)で あ

る。 〔ii)円錐 の]頁点Sは,身 体 を 表 わ す 。SはPに 接 しつ つ,絶 えず 図 の 下 方 す

なわ ち未 来 の方 向へ と前 進 す る。 な ぜ な ら,Pは 持 続 す る宇 宙 的 生 成 の そ の 都

度 の現 在 を 表 わ し,S(身 体)は 常 にP(物 質界)の 一 部 を なす イ マ ー ジ ュだ

か らで あ る。 ㈹ 円錐 の底 面.ABは,わ れわ れ の過 去 の生 に おけ る一 切 の 出 来

スヴニ　ルピユ　ル

事の,細 大漏らさ晦純粋記億の全体を表わす。 この底面は過去の内に不動のま
スヴニ　ル

ま留 ま る。 岡 た だ し,こ れ らの 記 億 は,底 面ABの み な らず,全 体 の 拡 張 ・

収 縮 の 程 度 に 応 じて 円 錐 の 断 面A,B'・A"B"・ … … のす べ て の水 準 に 位 置 を と

る こ とが で き る。 この 場 合,拡 張 の度 が大 きい ほ ど,言 いか えれ ば 底 面ABに

スヴニ　ル

近い水準に位置するほど,記 億は個性的かつ豊富であり,収 縮の度が大きいほ
スヴニ　ル

ど,つ まり頂点Sに 近い水準に位置するほど,記 憶は没個性的 ・一般的な性格
　 の サ

を塁する。さて,如 上の諸点から観取されるように,身 体の感覚一運動平衡の
メモワほル 　

システムに他ならぬ運動機構としての記憶は,円 錐の頂点Sに 位置づけられ,
メモワ　ル ピユ　ル

.これに対して純粋記憶の世界は,Sを 除 く.円錐全体によって表わされ,「 第一
メモワ　ル メモワ　ル

の 記 憶 は 第 二 の 記 憶 に よ って 経験 の動 く平 面 に挿 し込 まれ た動 的 尖 端 に 他 な ら

瞼 」(M.M.,p,169.)か の よ うな様 相 を呈 して い る。

ベ ル ク ソ ンに よれ ば ,イ マ ー ジ ュの再 生 を伴 う注 意 的 再 認}よ,こ の二 種 類 の
メ モ ワ 　 ル

記 憶 の 緊 密 な 連 携 の 下 に 遂 行 され る。 彼 の説 く この再 認 の プ ロセ スを,円 錐 の

図 を用 い つ つ,要 約 的 に記 述 してみ よ う。 な お,ベ ル ク ソγは 再 認 の 現 象 の 解
　

コ コ コ ス ヴ ニ 　 ル

明にあた り,後 述するような事情から,こ とぽの記億の再認の疾患についての

研究記録を自説の傍証 として利用する.ことが多 く,注 意的再認のプPセ スにつ
コ コ 　 ス ヴ ニ 　 ル

.いて.も,と くにことばの聴覚的記憶の再認を例 として語っている。それゆえ以

下の要約的記述も,同 じ実例に照 ら.し合わせつつ進めるのが好便であろ う。

ω注意的再認も,そ の第一歩は身体の運勤である。物質界中のあるイマージ

ュ(平 面P内 のある点)が 身体(S)に 利害関係の.ある作用を及ぼすとき,す

なわちこのイマージュが知覚されるとき,運 動機溝を装備した脳一神経系の働

きによって感覚一運動平衡を保たれている身体は,こ の知覚に適応するための

運動を開始しつつ準備する。さて,こ の運動がそめまま遂行されれば,知 覚の
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メ モ ワ 　 ル

再認は身体によって演 じられる再認 すなわち運動機構 としての記憶に串る再

認として行なわれることになろう。 しかしこの運動ぽ,.生 まれかけの状態に留
ロ サ ロ 　

ま りつ つ,知 覚 の 「輪 郭」 な い し 「顕 著 な特 徴 」13)を,言 い か えれ ば そ れ 炉 当
　 ロ ロ ロ 　 　 　 ロ 　 　 ロ ロ

のこの身体運動を喚起するとい うその側面を,強 調的に示すこともあ り得る。
コ の ロ ロ ロ コ

こ とば の 聴 覚 的 再 認 の場 合 に あ って は,こ とば の音 声 の聴 覚 的 知 覚 が,あ る生

まれ か け の身 体 運 動 一 この こ とぽ の 発 音 運動 そ の もの の大 筋 な い し主 要 方 向.

を表 わ す 運 動 一 を喚 起 す るの で あ って,ベ ル ク ソ ンに よれ ば,連 続 的 音 声 と

して与 え られ る ことば の 聴 覚 的 知 覚 が 音 節 や 語 へ と分 節 され 得 る の ほ,こ の運

動 に よ って で あ る とい う。 彼 は この運 動 を,聞 か れ た こ とば の 「運動 的 図式

(schさmemoteur)」 と呼 ん で い る14)。

か か る身体 運動 は,注 意 的 再 認 に おい て 二 重 の 役 割 を 演 じ る。 第 一・・に,「 機

械 的 再 認 を 惹 起 す る運 動 は,一 方 で は,イ マ ー ジ ュに よ る再 認 を 妨 げ る」(M.
'

M.ip.104.)。 なぜ な ら,そ れ は 神経 系 の感 覚 一 運 動 平 衡 の 現 わ れ と して,知 覚

され た 状 況 に 適 応 した 有用 な 運動 で あ る ゆ え,わ れ わ れ の意 識 一 そ れ は,既

に言 わ れ た よ うに,現 在 の行 動 を 司 る こ とを主 要 な役 割 とす る実 践 的 性 格 の も

の で あ る一..........が,この 状 況 と 無 関 係 な,現 在 の 感 覚 一 運 動 平衡 を 乱す 恐 れ の

スヴニ　ル

ある過去の記憶にその光を及ぼすζとを許さないだろ うからである。かくてわ
スヴニヨルピユ　ル 　

れわ れ は,過 去 の全 体 験 に つ い て の 細 大 漏 ら さぬ 純 粋記 憶 を有 す る に もか かわ

らず,通 常 それ らは制 止 され,外 見 上 忘 却 され て い る。 しか しな が ら,こ の 同

じ運 動 は 「他 方 で は,イ マ ー ジ ュに よる再 認 を 助 け る」(ibid.)。 とい うの は,
スヴニール.ス ヴニール

過去の記憶の中で,現 在の状況に類似 している記憶一一 これはつまり,こ の同
スヴニらル

じ身体運動に嵌まり込む記憶,よ り正確に言えぽ,こ の運動を喚起し,こ れに
スヴニ　ル

よ って 適 応 され る よ うな過 去 の状 況 の記 憶,の 謂 で あ り,そ れ は また,後 述 す

る よ うに,現 在 の状 況 を 照 ら し,行 動 を有 効 に導 く こ とに よって,感 覚 一 運 動
スヴニ　ル

平衡を補強する記憶なのであるが一 のみは,.こ の制止を受けずに意識の内ヘ
スヴニロル スヴニ　ル

もたらされるので,こ の身体運動は,無 数の記憶群の中から特定の記憶の選択
　
スヴニ　ル

を 準備 す る と ころ の,知 覚 と記 憶 との 共 通Q枠 と して 働 くこ とに な るか らで

あ る。.

(ii)次に,わ れ われ は現 在 か ら離 れ て過 去 の 内へ と 「一 挙 に(d'embl6e)」 移
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行し,身 体運動の働きによって選択され限定された過去の一領域に到達す る。
スヴニ　ル

すなわち頂点Sか ら円錐の内部へ と上昇 し,再 生さるべぎ記憶へと達するわけ

である。 そして この際 現在の感覚」運動平衡に よって 静止されながらも,
スヴニ　ル メモワ　ルピユ　ル

常に記憶の可能な最大部分を現在にみ りこませ ようとする純粋記憶は,現 在か
スヴニ　ルピユ　ル

らの呼 び か け に答 え て,純 粋 記 憶 の全 体 を,現 在 の身 体 運 動 に嵌 ま り込 み 得 る

澤 けの 一 般 性 を示 す 水 準 に まで 収 縮 しつ つ 下 降 させ る(移 転translation)と と

もに,こ の運 動 に嵌 ま り込 む 当 の側 面 の み を塁 示 す る(自 転rotationsurelle

スヴニらルピュほル
ーmeme)15)

。 先 の 例 に従 え ば,あ らゆ る純 粋 記 」「意の 中 炉 ら運 動 的 図式 の示 唆 す
スヴニ　ル

る当の諸語の諸記憶が呈示される(自 転)と 同時に,過 去におけるこれ らの諸 .
スヴニロル 　 スヴニ　ル

語,O全 用 例 の 独 立 な 諸記 億(ABの 水 準)か ら,各 語 の諸 用 例 の記 憶 を いわ ぽ

集 約 的 に 含 蓄 す る諸 観 念16).(A'B'・A"B"・tt・ ∵・等 の 水 準)へ の収 縮 ・下 降 が

な され る(移 転)の で あ り,そ れ と と もに 「聴 き手 は 一 挙 に対 応 す る諸 観 念 の

うちに 身 を 置 く」(M.M.,p.129.)の で あ る。
スヴニ　ル

㈹ この よ うに して 見 出 され 到 達 され た 記 億 は,続 い て,潜 在 的 な .イマ ー ジ ュ

か ら現 実 的 な イ マ ー ジ ュへ,す な わ ち 「記 憶 イ マ ー ジ .a.(souvenir-image)」 の

状 態 へ と現 実 化.され.る。 言 い か えれ ぽ,A'Bノ ・A"B"・.… … 等 の断 面 に位 置 を
スヴニ　ル　

とった 記 憶 が,平 面P内 の 知 覚 され て い る イ マ ー ジ=と 同 様 に,身 体(S)に

利 害 関 係 の あ る作 用 を 及 ぼ し,こ の イ マ ー ジ ュ と一 緒 に な って 身体 運動 を 喚 起

す る こ とに よっ て,こ の運 動 に 嵌 ま り込 み つ つ,そ れ 自身 現 在 の 知覚 の 一 部 と

.なり,平 面P内 の イ マ ー ジ ュの知 覚 に重 な り,こ れ を 覆 うに 至 るの で あ って,

これ に よっ てわ れ わ れ は,知 覚 に おい て 対 象 を そ れ と認 知 ・.理 解 す る こ とに な

り,再 認 が成 立 す る。 ベ ル ク ソ ソが,具 体 的 知 覚 は 「そ れ を 解 釈 しつ つ補 完 す
スヴニげル

る記 憶 イ マ ー ジ ュに よっ てす っか り浸 透 され て い る」
.(M.M.,p.147.)と い う

こ とを頻 りに強 調 す る17)の は,こ の意 味 にお い て で あ る。 こ とぽ の 聴覚 的再 認

メモワ　ル スヴニ　ルピユ　ル

の例に即 して言えば,「 諸観念.す なわち記憶の奥底か ら喚起された純粋記憶
スヴニ　ル

が,次 第 に 運動 的 図式 へ入 り こみ 得 る記 憶 イ マ ー ジ ュへ と展 開 され る。」(M.

M.,p.140.)あ る い は 「わ れ わ れ が 観 念 を,運 動 的 図 式 へ 入 りこん で 聞 え た音

スヴエ　ル

を 覆 うこ.との で き る 聴 覚 的 記 憶 イマ ー ジ ュへ と展 開 す る。」(M,M.,p,135.)

な ど と言 わ れ る プ ロセ ス が これ で あ る。
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スグニ　ル

しか しな が ら,記 憶 が この よ うに身 体 運 動 を 喚 起 しつ つ,潜 在 的 イマ ー ジ ュ
ス ヴ ニ 　 ぞレ 　 　 ス ヴ ニ 　 ノレ

め状 態 か ら 現 実 的 な 記 憶 イ ラ ー ジ ュへ と 現 実 化 され るた め に は,記 憶 は身 体

に,よ り特 殊 的 に は神 経 系 に,物 質 界(平 面P)中 め イ マ ー ジ ュが 与 え て い る

よ うな刺 激 を与 え る こ とが で き なけ れ ば な らな い 。 と ころ で,物 質 界 の イ マ ー
スヴニロル

ジ ュが 神経 系 に刺 激 を与 え る のは 感 覚 器 官 を 通 じて で あ る。記 憶 に つ い て.も,

何 か これ に対 応 す る 働 きを す る器 官 が,身 体 の 中 に あ る はず だ。 ベ ル ク ソ ン

は,一 般 に 「イマ ー ジ ュの 中枢(centresd'images)」 と呼 ば れ て い る 脳 内 の部

位 こそ は,か か る 器官 に他 な らな い と主 張 す る。 そ れ は 「感覚 中枢 に 関 して感

覚 器 官 と対 称 を.なす 器官 」(M.M.,p,145。)で あ り,聴 覚 の 例 に 従 え ば,現
ロ ロ ロ リ メ モ ワ 　 ノレ

実に話 されていることぽの音を聴きとる耳に対して,.記 憶の底から想起されて　　コサ
くる こ とば を 聴 き とる 「心 の 耳(uneoreillementale)」(M.M.,p.144.)の

如 き もの で あ る。

岡 如 上 の再 認 の プ ロセ ス は,た だ一 度 限 りで 完 結 され る もの で は な く,一 種

の 回 路(circuit)を 形 成 しつb,円 錐 り 頂 点Sと 底面ABと の 聞 の さ ま ざ ま

な 断 面 に対 して,無 数 回繰 り返 され る。 言 いか えれ ば,注 意 的 再 認 に お い て わ

メモワらル 　

れわれの心的生は,.記憶の無数の異なった水準において反復されるのである。
メモワ　ルピユ　ル スグニ　ル

この 反 復 と と もに,純 粋 記 憶 の拡 張(expansion)が な され,想 起 され る記 憶

は 次 第 に 底 面ABに 近 い 断面 へ と上 昇 して ゆ き, .個性 化 ・豊 富 化 され る。 す

な わ ち 「星 雲 が,ま す ます 強 力 な 望 遠 鏡 の うち で 見 られ る につ れ,次 第 に数 を

増 す 星 々へ と変 ず る」(MM,.p.184～185.).如 くに,現 在 の状 況 に填 似 した
スヴニ　ル

状況の数多 くの個別的記憶が,各 々の細部をますます明らかに示 しつつ,ま た
スヴニ　ル

各々の前後め状況についての次第に詳細化する諸記憶を伴い,し かもそれらの

内にり層正確に自らを位置づけ(localiser)つ つ,現 在の知覚の内へ もたらさ

れるのである。その結果,知 覚は豊富化 ・判明化されてゆき,現 在の状況 ・対

象そのものの細部や,そ れの背後にある諸々.の関連状況が次第に深 くとらえら

れ.ることになる。.ことばの聴覚的再認の例に即して.言えば,聴 取され再認され

た諸語の,以 前に経験された諸用例や,そ れらがいかなる前後の脈絡の中で,

いかなるニュアンスをもって用いられていたか,と いった事情等が想起される
.
ことにより,聴 取された諸語が一層の的確さ ・微妙さ.をもって解釈されるので
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ある。 『物質 と記億』第二章の中の,.ど こか 口を開けた貝を連想させる奇妙な

図lalは,ま さにかかる事態を表わ したものであって,.この図に事いて0は 現在

の知覚の対象に,実 線円A・B・C・Dは,反 復される再認プロセスにおいて

順次到達 されてゆ くところの,.次第に円錐図の底面.ABに 近づいてゆく諸断

面に,そ れぞれ対応 してお り,ま た破線円B'・C'・D'は,そ れに伴って次第

に明 らかになって くる知覚対象の関連状況の体系を表わしている,と 考えられ

るo

それゆえ,注 意的再認の現象を次のように意味づけることが可能であろう。

それはすなわち,身 体の周囲の状況が身体に利害関係のある作用を及ぼし」身

体の適応運動すなわち行動を喚起する際,こ の状況に類似した過去のさまざま

な状況や,そ れらの前後の近接的状況を現在の意識に呈示し,行 動の選択 ・決
スヴこ　ルビユ　ル

断 を 照 らし導 くこ と,言 い か えれ ば,純 粋 記 憶 とし て蓄 積 され た 「過 去 の経 験

を,現 在 の 行 動 の た め に 利 用 す る こ と」(M.M、,p.82.)と して の意 味 づ け で あ

る。 か くてわ れわ れ は,単 に身 体 の感 覚 一 運 動 平 衡 グ)みに よ って は不 可 能 な,

予 見 不 可能 な 自由 な行 動 を も っ て,周 囲の 物 質 的 状 況 に 対 して きわ め て柔 軟 に
メモワロルピユヨル

適応するこ.とが可能 となる。いわば注意的再認は,純 粋記憶たる限 りでの精神

に よる,身 体行動の自由化の現象とみなされ得るであろう。

以上は,『 物質 と記億』第二章 ・第三章の文脈か ら抽出する形で,ご く概略
メモワぼル

的 ・要点整理的に述べ られた,べ 々クソンの記憶理論 ・再認理論のあらましで

ある。 しか しなが ら,同 書のこの部分の最大の特色の一つは,失 語症に代表 さ

れる再認の 疾患についての 臨床的 ・実験的研究資料の示す 諸事実に 照合しつ
メモワリル 　 メモワ　ル

つ,従 来の記憶理論の不充分な点を明らかにし,逆 に自らの記憶理論の正しさ

を立証.してゆ くとい うその手法にある。それゆえ本章では,ベ ルクソンがこの
メ モ ワ 　 ル コ コ コ

ような実験的事実に訴えつつ従来の記億理論 と対決 レてゆ くそのしかたを概観

してみ よう。 もっとも,こ のしかたは非常に多角的であるので,こ こではごく

主要な点に限って述べることになるのもやむを得.ない。
メモワ　ル メモワのル

はじめに,彼 が 自らの記憶理論をもってそれと対決するところの従来の記憶
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メ モ ワ 　 ル

理論がいかなるものかを明確にしてお く必要がある。それは,.記憶の全現象を
スヴニ　ル

脳の機能によって 説明.する理論 すなわ ち記億が すべて脳の 特定部位の うち.

に,脳 細胞の物理的 ・化学的変様等.の形で蓄積されるとする理論である。この

理論によれば,再 認のプロセスは,イ マー2ユ を伴 う場合も含めて,す べて求
スヴニ　ル

心神経を通 じて感覚中枢に達した知覚の刺激が,さ らに記憶の蓄積されている
スヴニ　ル

部位に伝達されて,そ.こ に眠る記憶を呼び覚ますこととして説明され,ま た再
スヴニ　ル

認の疾患は,脳 のこの部位の傷害によって,蓄 積されていた記憶が破壊される

か,あ るいは知覚の刺激が感覚中枢からこの部位へ導かれる通路にあたる部位
スヴニ　ル

の 傷 害 に よ って,知 覚 と記 憶 の再 会 が 妨 げ られ る か,い ず れ か の原 因 に よっ て

生 ず る と説 明 され る。 この 理 論 は 一 見 した と ころ,一 般 的 に は精 神 盲(c6cit6

P,y・hiq・e)・ 精 神 聾(…di・6P・y・'hiqu・)等 の再 認 疾 患,特 殊 的 に は言 語盲
コ リ 　　

(c6cit6verba!e)・ 言 語 聾(surdit6verbale)等 の朱 語 症 す なわ ち こ とぽ に

関 す る再 認 疾 患 が,脳 の特 定 部 位 の 傷 害 に よ って 生 ず る,と い う観 察 さ れ た事

実 に よ って,正 当化 され る よ うに思 わ れ る。 しか しな が らベ ル ク ソ.ンは,.そ れ

演 実 は そ うで は な く,仔 紳 こ検 討 して み れ ば,実 験 的事 実 は この理 論 を否 認 し,

彼 自身 の 理 論 の正.しさ を証 明す る とい う。
コ ゆ ロ ひ ロ コ ロ コ ロ コ

こめ 点 に関 して最.も重 要 な事 実 は,イ マ ー ジ ュを 伴 う再 認 の疾 患 に,全 く種
スヴニほル

類 を 異 にす る二 つ の 型 が 見分 け られ る,と い.うこ とで あ る。 す なわ ち,ω 記 憶
スヴユロル

自体は喚起 され得るが,対 応する知覚に正しく当.て嵌まらないケース,㈹ 記憶

の喚起そのものが不可能になるケース,の 二つである。 このそれぞれのケース

において,実 験的事実はどのようにベルクソソの理論を傍証 し,従 来の理論を

否認す るのであろ うか。
へ 　 　 メ モ ワ ら ノレ

ω第一の型の再認疾患は,従 来の記・億理論に従えば,知 覚の刺激が感覚中枢
スヴニ　ル

か ら記憶の蓄積されている部位へ伝達される通路に当たる脳内の部位が傷害を

受けて,こ の伝達が不可能になったものとして説明される他はない。しかしな
の 　 ロ

がら,こ とばの聴覚的再認の疾患たる言語聾においてこれに該当するケース,
スヴニコル

すなわち聴覚的記1隠と聴覚とを無傷のまま保 っている言語聾を例にとってみる

と,か かる説明の不備は露呈される。.なぜなら,全 く未知の外国語による会話
なま

を傍聴する際にはっきりと体駿されるように,生 の所与的知覚は連続的な音声
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であって,.予 め音節や語へと分節されているわけではないので,た とえ知萱が
スヴニ　ル

脳内の傷害によって遮断されることなしに語の記億の眠る部位に達 し得たとし

て.も,そ れだけでは再認は成立 しないだろうか らである。.
メそワ　ル

これに対 して,ベ ルクソンの記億理論に従えば,言 語聾のかかるケースは,

運動的図式を形造る機能の不全 として,言 いかえれぽ,知 覚の刺激を受けてこ

れに適応する身体運動を開始する感覚一運動平衡の機能が脳の傷害によって損

われたケースとして,説 明され得ることになる。 既述の如 く,運 動的図式 こ
の ロ コ な ま

そは,連 続的音声以上のものではないことばの生の聴覚的知覚を音節や語昏と
スヴニ　ル

分節するどともに,想 起されるべき記憶の選択 ・限定を可能塗らしゃる当のも

のに他ならないから,こ れを冒された患者は,自 国語の会話を聴く場合にも,.

未知の外国語と同様に,そ れを混然 とした物音として聴 くのみとな り,聴 覚的
スヴニ　ル

記 憶 も聴 覚 も全 く正常 で あ る に もか か わ らず,再 認 す る こ とが で きな くな る の

で あ る。 この こ とは,患 者 た ち 自身 の証 言 と も よ く一 致 す る,と ベ ル ク ソ ンは

言 う19)。

メモワ　ル

㈲第二の型の再認疾患は,従 来の記憶理論によれぽ,脳 内の特定部位の物質.
スヴニ　ル

的変様ないし状態 として蓄積された記憶が,こ の部位の傷割 とよって破壊され

たも⑱として説明される。しかしこの説明も,言 語聾一 この場合は,語 の聴
スヴエ　ル

覚的記憶の喚起が不可能.になる型の言語聾一 を例として考察すると,次 のよ

うな多 くの困難を伴 うことがわかる。(イ)同一の語の聴覚的知覚は,こ の語が音

色や高さの異なった声で言われるとき,物 理的には別の音の知覚であり,.これ
スヴニほル

らの知覚の記憶が脳内に物質的変様として蓄積される.とすると,そ れ らも互い

に別の変様 となるはずである。その上,通 常の会話では,語 ば孤立 した状態に

おいてではなく,句 の中で,前 後の諸語と有機的に連関した状態で現われ,文

脈に応 じて同一の語も異なった意味合いを帯びる。それゆえ.,語が常.に同じ音
ヱゲ

色 ・同 じ高 さ の声 で,型 の 決 ま った 句 の 中 で 言 わ れ るの で な い限 り,脳 内 の記
ニ　ル 　 スヴエらル

憶が破壊されず,語 の聴覚的知覚の刺激がこの語の記憶に到達した としても,
　スヴニほル

こ の刺 激 は 素 通 りして し まい,再 認 は成 立 しな い で あ ろ う。(ロ)聴覚 的 記 億 の 喚
スヴニほル

起が不可能になる言語聾は,も し脳内の記憶の破壊を原因 とするならぽ,あ る
スヴニ　ル スヴニほル

ー定の語の記憶は全 く消滅し,他 の語の記憶は完全に保存されて.いる,と いう
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スヴニ　ル

形をとるはずであるのに,実 際には,記 憶の数の減少ではなく精神的聴取機能
スヴニ　ル

の減退とい う形をと.るのが普通である。もっとも,特 定の諸記億の喚起が不能 .
スヴ

とな る ケ ー ス も あ る には あ るが,こ の ケ ー スで は,一 見 失 わ れ た か に 見 え る記
ニ　ル スヴニらル

憶が実際は現前 し活動していると考えられるケース20)を除けば,語 の記憶の消

失は固有名詞→普通名詞→動詞とい う規則的順序に従 う.。従来の理論はそめ理
スヴニ　ル

由を説明することができない。㊨また従来の説明では,記 憶を蓄積する脳内の
スヴニヨル　

部 位 と感 覚 中枢 との 異 同 も問題 とな る。 なぜ な ら,記 憶 は イ マ ー ジ ュ と して喚
い つ

起されるにつれて何時とはなしに知覚に重なってくる,と いう事実はこの両部

位の同一性を,ま た言語聾 ・精神聾が 決して聴覚自体の 肇失 ・不全を 伴わな

い,と いう事実はそれ らの相異性を,そ れぞれ示唆 して譲 らないか らである。

他方,ベ ルクソンの理論に従えぽ,か かる困難は解消され得る。まず④の点
メモワ　ルピユ　ル

については,運 動的図式の働 きと,純 粋記憶の収縮 ・拡張 とを考えに入れれば

よい。知覚に適応 しようとする身体運動は,諸 知覚が相互に微妙な差異を示 し

ていても,身 体に対するそれらの利害関係が同一ならば同一である21)。したが

って運動的図式 も,.互いに物理的差異を示す同一語の音声の聴覚的諸知覚に対

して,こ の語の発音運動の大筋を表わす向一の運動 として生起し,こ の同じ.運
スヴニ　ル

動に嵌ま り込む同一語の記憶を選択するであろ う。そしてその時には一般性の
スヴニリル

強い観念の水準にまで収縮している記憶は,そ の後再認プロセスが回路状に反
スヴニ　ル

復され る匠つれて多数の個別的記億へと拡張するので,さ まざまな文脈の中で

さまざまなニュアソスを示すこの語の,そ の都度適切な解釈を可能にするであ
スヴニ　ル

ろ う。 次 に(ロ)の点 に つ い て は,こ の 型 の 再 認 疾 患 が,脳 の 傷 害 のた め に,記 憶

か ら身 体 へ の刺 激 を感 取 す る器 官 と して の 「イ マ ー ジ ュの中 枢 」 が 冒 され る こ

とに よ って 生 ず る,.と 考 えれ ば よい。 こ の場 合,言 語 聾 が 通 常 精 神 的 聴 取 機 能
スヴニ　ル

の減退として現われることは至極当然であ 似 また特定の語の記億炉文法的順
スヴニ　ル

序に従 って消失するケースも,「 イマージュの中枢」の機能が低下 し,記 憶に

由来する印象が身体運動を惹起することが次第に困難になっ.て砂 く際,.動 作を
スヴニ　ル

表わす動詞の記憶は最も身体運動の反応を得やすいために最後まで感取され,
スヴニ　ル

逆に動作との関連の薄い固有名.詞の記憶は最 もかかる反応を得にく.いために,

真先に 感取不能となるのだ,.と 説明される。 同様にしてのの困難 も解決さ.れ
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る.。なぜ な ら,縣 覚 中枢 は,感 覚 器 官 か ら来 る知 覚 の刺 激 と,.「 イ.マー ジ ュの
スヴニ　ル 　 スヴニ　ル

中枢」から来る記憶の刺激 とを同時に受容 しうるであろうか ら,記 憶イマージ

ュが知覚に重な り得るのは当然であ り,ま た 「イマ}ジ ュの中枢」が冒されて

言語聾 ・精神聾が生じても,感 覚器官と感覚中枢が正常であれば,聴 覚自体は

冒されないはずだからである6
メ モ ワ 　 ル

このように,実 験的事実に基づ く考察鵠 .一致 して従来の記憶理論の欠陥と
メ モ ワ 　 ル

ベルクソンの記憶理論の正しさを明らかにし,注 意的再認の疾患を惹起する脳
スヴニ　ル

の 傷 害 が,記 億 自体 を 破 壊 す るの で は な く,こ の 再 認 の プ ロせ ス の 中 で身 体 の

感 覚 一 運 動 機 能 にか か わ る二 つ の部 分 的 プ ロセ ス の い ず れ か を不 能 にす る こ と

に よ って,再 認 の成 就 を 妨 げ る も ので あ る こ とを 示 唆 して い る1と ベ ル ク ソ ン

は主 張 す る の で あ る。

四.
メ モ ワ 　 ル

.『物質 と記億』第工章および第三章の記憶研究の骨子は,ほ ぼ以上の通 りで
メモワ　ル

あるq次 の謬題は,こ の記憶研究が導 くべき心L身 関係論を明らかにすること
メ モ ワ 　 ル

で あ る。 同書 中 で しぽ しぼ語 られ る よ うに22),べ.ル ク ソ ンが記 憶 研 究 を 手 掛 け

た の は,そ れ が心 一 身 関 係 の聞 題 を最 も具 体 的 に,事 実 に 立 脚 しつ つ 解 明 す る

た め の捷 径 に他 な ちぬ か らで あ り,こ の 心 一 身 関 係 問 題 の 解 明 こそ は,同 書 の

目的 そ の もの を な して い る。 それ ゆ え以 下 の 考 察 は,ま さ し く同 書 の 中心 的主

題 にか かわ る で あ ろ う。

.(i)既述 の よ うに1失 語 症(晋 語 盲 お よび 言 語 聾)を は じめ とす る再 認 の疾 患
、

が, .脳の特 定 部 位 の傷 害 に よっ て生 ず る,と い う観 察 され た 事 実 は,こ の部 位
スヴニ　ル メモワほル

に記億が物質的な変様ないし状態として蓄積されるとみなすこと.により,記 憶
メモワ　ル

の現 象 を 全.く脳 の機 能 に 還 元 して し ま う記 憶 理 論 に と って,そ して さ らに は,

メ モ ワ 　 ル

記億を含む精神現象一般を脳の機能から説明する心一身関係論にとって,最 も
メ モ ワ 　 ル

有利な論拠を 与えそうに見える事実である。 しかるに ベルクソン.の記憶研究

は,こ の事実が決してそのよ.う.な意味を持たないこと,脳 の傷害が冒すのは再
スヴニ_ル ピュール.ス ヴ

認における感覚一運動的プ揮セズのみであって,純 粋記憶 として保存された記
ニ 　 ル

憶 そ の も の は破 壊 され ない と.とを 示 した 。 そ れ ゆ え この 研 究 に よつ て,心 的状
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態 を 脳 の 状 態 に 付 け 加 わ る燐 光 の如 き も の とみ なす 付 帯 現 象 説(6piph6nom6・

nisme)に せ よ,心 的状 態 と脳 の状 態 の等 価 「生を主 張 す る平 行 説(para1161isme)

に せ よ,.あ らゆ.る心 的 状 態 が 原 理 上 は 脳 の 状 態 か ら説 明 され 得 る.とす る「 切 の

メモワ　ル

説は,そ の有力な根拠を奪われ,逆 に記憶を含む魂!精 神)の 働 きが,感 覚一

運動に関与する側面において脳一神経系と連帯していることを認めづ?も,そ
サ ロ サ ロ 　 コ コ 　 　 ロ ロ コ コ コ コ サ ロ サ ロ コ コ コ サ サ リ ぴ の ロ

れが本質的には脳一身体の機能を超えた独立的なものであることを主張する立

場に支えが与えられることになるであろう。脳一身体と魂(精 神)と のかかる

関係を表わすたφに,.ベ ルクソンは次のような彼一流の巧みな比喩を用いてい

る。すなわち,こ の両者は釘とそれに掛って硫る衣服のような関係にある。釘

を抜けば衣服は落ちるか ら,両 者の間には連帯があるが,さ りとて衣服の形状

は釘の形状から説明されはしない,と 劉,ま た,脳 の状態から心的状態のすべ

てが知 られるわけではないのは,役 者の.動作のみから劇の内容のすべてが知ら

れるわけではないのと同様である,と も言われる24)。
メ モ ワ 　 ル

(ii}しか しな が ら,ペ ル ク ソ ソの 記{'u"研究 が,如 上 の点 と表 裏 一 体 を な す 形

で,次 の よ うな 点 を も 明 らか に して い る こ とを 見 落 して は な らな い で あ ろ う。

スヴニらルピユ　ル

それは,た とえ純粋記憶そのものが全 く無傷のまま保たれているとし.ても,脳

の傷害によって身体の感覚一運動平衡が損われるならば,失 語症をは.じめ,一.
メモワらル

般 に 記 憶 喪 失 .(amn6sie)と 総 称 され る よ うな種 々の 再 認 疾 患 が 生 起 し,言 弓」[意

は そ の 正 常 な機 綿 を維 持 し得 な くな る,と い うこ とで あ る。
..すな わ ち,脳 の 受スヴニ　ル

けた傷害のために,知 覚の刺激に対する適応運動の不全が生ずるとき,記 憶の
スヴニ　ル

再生はなお可能であっても,現 実の対象 と符合する卍億を選択 ・限定すること

ができないので, .現実離れ した とりとめのない再生に終 らざるを得ず(第 一の
スヴニ　ル

型の再認疾患),ま た記億の刺激を身体の適応運動へと結びつける感受器官と.し.
スヴニ　ル

ての 「イマージュの中枢」が故障するとき,記 憶はもはや再生され得ず,潜 在

的 ・無力的な状態に留まらざるを得なくなるのである(第 二の型の再認疾患)。
メモワ　ル

それゆえ,脳 一神経系の機能によって保たれる身体の感覚一運動平衡は,純 粋
ピユ　ル

記 億 の 「生 へ の 注 意(attentionilavie)」 な い し は 「現 実 と の 接 触(contqct
スヴニ　ル ピユヨル

aveclar6alit6)」 を 確保 し,単 独 で は潜 在 的 ・無 力的 ・.無舛 果 的 な純 粋 記 憶 に

現 実 性.・..活力 ・有 効 性 を.付与 す る もの で あ る ζ とが,.こ こに 明 らか に され て い.
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メモワ　ルピユ　ル

る 。 べ:ルク ソ ンは,純 粋 記 憶 が か か る 「生 へ の.注意 」 な い し 「現 実 との 接 触 」..

メモワのル メモワ　ル

を喪失した例ξして,再 認疾患の他に,幼 児 ・未開人の記億や夢に部ける記億
メモワ　ルビユ　ル

の働 きな どを 挙 げ て い る脚 。 これ ら の ケ ー スに お い て,純 粋 記 億 は,再 生 さ る

スヴニらル

ベき記憶を現在の行動に必要なもの,.言 いかえれば現在の状況に類似 したもの

のみに限定 し制約する身体の感覚.一運動平衡 と連帯していないために,そ の働
メモワ」ルピュ_ル

きは極度の高揚を示 している。 しかしかかる状態に幽 る純粋記憶は; .現実的状

況 との一切の適応 ・平衡を失っているので,被 制約的な働きしか示さない常態
メもワ　ル

的記憶に比 して乳はるかに低い実践的価値 しか持ち得ないであろう。同様のこ
メモワロル

とは,記 億 の み に 限 らず,魂(精 神)の 働 き一般 に 関 して も言わ れ る。 す なわ
ロ サ コ 　 コ コ リ コ コ コ の ロ リ の コ ロ コ コ サ リ コ ロ リ リ 　 　 リ コ

ち,魂(精 神)は その健全な,平 衡のとれた状態にあっては,身 体の感覚一運
ら コ ロ コ コ コ コ コ コ 　 コ コ コ コ コ コ コ の コ コ コ ロ ロ コ コ コ コ 　 コ

動 平 衡 に よ って 「生 へ の 注 意 」 な い し 「現 実 との 接 触 」 を維 持 され てお り,脳

.一 神経 系 の 疲 労 ・病 気 ・中毒 等 に よ って この感 覚」 運動 平 節 弛 緩 し効 中 断

され た りした 場 合 に は,精 神 生 活 全 体 の 平 衡 もま た 失 わ れ る の で あ る。.ベル ク

ソ ンに よれ ば,所 謂 「精 神 異常(alienation)」 と1まま さ に か か る状 態 以外 の 何

物 で もな い の で あ る2e)。

五

最後 に,前 章 に お い て 示 され た よ うな 『物 質 と記 億 』 の心 一 身 関 係 論 が,い

か な る倫 理 的 意 味 を含 み うる もの で あ る か,と い う点 につ い ての 模 索 的 な 考 察

を 試 み た い。

(i)同書 の 心 一 身 関係 論 の 第一 の側 面,す なわ ち魂(精 神)が 脳 一 身 体 を 超 え

た 独 立 的 な もの で あ り,心 的状 態 は脳 の物 質 的 状 態 に還 元 され 得 ず,ま た そ れ

と等価 で もあ り得 な い,と い う この こ とは,わ れ わ れ の 思 惟 や 意 志 が,物 質 界

の支 配者 た る必 然性 の法 則 の支 配 を免 れ た 自 由 な も ので あ る こ との 可 能 性 を 示

す で あ ろ う。 これ は,処 女 作 『意 識 の 直 接 与 件 に 関 す る試 論(Essaisurles

doロn6esimmediate=delaconscience)」 に お け る ベ ル ク ソ ンの 中心 的 主 張 の

再 確YiGと して の意 味 を持 つ も の と言 い得 る。

.(li)しか しな が ら
,よ.り 重 要 な,そ して 処 女 作 か らの 『物 質 と記 億 」 の一 大 前

進 を画 す る点 は,.か か る 自 由 な魂(精 神)が 脳 一 神経 系 の感 覚 一 運 動 平 衡 機 能
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を介 して身体 と結合 し,「 生への注意」ないし 「現実との接触」を得ることに

よって,純 粋な思惟や意志のみに限らず,必 然性 ・惰性の世界としての物質界

の一部を なすわれわれの身体の行動にさえも,制 約された形に お、・てとはい

え,自 由の余地が与えられている,と い うことが明らかにされた点であろ う。
メモワ　ルピユ　ル

身体の感覚一運動平衡と純粋記憶としての精神 との緊密な連携の下に遂行され

る注意的再認が,精 神による身体の行動の自由化作用の一例に他ならないこと

は,本 稿第二章の末尾で既に確認された通 りである。身体の感覚一運動平衡の

みに導かれて生きる 「衝動的な人(unimpulsif)」,す なわち既出の円錐図の頂

点Sに その生の固定されてい.る人は,自 由らしい自由をほとんど.知ることのな
スヴニ　ルピユ　ル 　

い,下 等 動 物 に も等 しい生 を送 る人 で あ ろ うし,ま た 純 粋 記 憶 の 内 に の み 生 き

る 「夢 想家(unreveur)」,す なわ ち円 錐 図 の 底 面ABに そ の生 の 固定 さ れ て

い る人 は,精 神 の働 き に お いて こ の上 も な く自由 で あ ろ うが,そ れ を聯 か も行

動 め 自 由へ と具 体 化 す る こ とが で き な い で あ ろ う2T)。か くて,同 書 中 で 繰 り返

し語 られ る よ うに23),正 常 な心 理 的 生 は,決 してSま た はABの 一 方 の み に

固 定 され る こ とな く,こ の両 端 の間 を常 に行 き来 して い る。 言 い か え れ ば,身

体 の 働 ぎ と魂(精 神)の 働 き との密 接 な連 帯 の 上 に 成 り立 つ の で あ る。 同 書 の

末 尾 を 飾 る次 の よ うな文 章 が,こ こで思 い起 こ され るべ きで あ ろ う。 「か くし

て,時 間 ・空 間 の い ずれ に お い て考 察 され るに せ よ,自 由は 常 に 必 然 性 の 内に

深 く根 を 張 り,必 然性 と密 接 に組 織 され てい る よ うに 見 え るみ 精 神 ほ 物 質 か ら

知 覚 を 借 りて これ か ら養分 を抽 出 し,自 らの 自 由を 刻 印 した 運 動 の 形 の 下 で こ

れ を 物 質 に 返 す の だ。」(M.M.,p.280.)

脚 さ らに 今一 つ,「 物 質 と記.憶』 の 中 で は 明 言 され て い な い もの の,そ の 後

に 著 わ され た い くつ か の小 論 の中 で29),明 らか に 同 書 の 心 一 身 関 係論 の倫 理 的

含 蓄 と して の意 味 に お いて 言 及 され て い る重 要 な 点 が あ .る。 そ れ はす な わ ち,

魂(精 神)が 脳 一 身 体 を 超 えた 独 立 的 な もの で あ り,前 者 の働 きは後 者 の機 能

に ぽ還 元 され 得 ず 等 価 で も ない,と い うこの こ とが,身 体 の 死 に よ って魂(精

神)も ま た減 ぶ,.と い う主 張 の 根 拠 を 奪 い,逆 に 身 体 の 死 後 も魂(精 神)が 存

続 す る こ と,す なわ ち魂(精 神)が 不 死 で.ある こ との 可 能 性 ・蓋 然 性 を示 唆 す

る,と い うこ とで あ る。 しか しな が ら,こ の 第 三 の倫 理 的 含意 に は,あ る きわ
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め て 大 きな 問 題 点 が 認 め られ る。 とい うのは,仮 りに も しベル ク ソ1ンが,魂 の

身体 との結 合 を前 者 に と.って端 的 に不 幸 な,頽 落 的 な状 態 と して把 握 す る よ う

な哲 学 的 立 場 εo)をとる の で あれ ば,魂 の死 後 存 続 の可 能 性 ・蓋 然 性 は,.と りも

直 さず そ の 救済 の 可 能性 ・蓋 然 性 を示 唆 す る もの と.して,積 極 的 な倫 理 的 意 義

を持 ち得 る で もあ ろ うが,し か し 『.物質 と記 億 』 に お け る ベ ル ク ソ ンが,か か

る立場 を と って い な い こ とは 明 らか だ と思 わ れ.るか らで あ る。 既 述 の よ うに,.

.同書 の 心 一 身 関 係 論 に よれ ば
,魂 は 身 体 の感 覚 一 運 動 平 衡 との連 帯 に よっ て は

じめ て 「現 実 との接 触 」 を 得,現 実性 ・活 力 ・有 効 性 を 与 え られ る の で あ っ

て,心 一 身 の結 合 は魂 に と って の 不 幸 を 決 しτ 意 味 しな い 。 否 む しろ,た とえ

魂 が身 体 の死 後 もな お存 続 し得 る とした と こ ろで,そ の よ うな魂 は 身体 との連

帯 を失 っ て い る た め に,「 現 実 との接 触 」 を 喪 失 して 潜 在 的 ・無 力 的 も し く.は.

無 効 果的 状 態 に押 し留 め うれ,夢 耳 る人 ・幼 児 ・未 開 人 ・精 神 異 常 老 等 と同 様

Q精 神状 態 を 呈 す る とい う可能 性 ・蓋 然 性 を こそ,こ ゐ心 一 身 関 係 論 は 示 唆 す

るで あ ろ う。 そ れ ゆ え,同 書 の所 説 の一 帰 結 と して の魂 の不 死 の 可 能 性 ・蓋 然

性 とい うこ とに 何 らか の 積 極 的 な倫 理 的 意義 を認 め 得 る た め に は,さ らに 同書

の 立 場 を 超 えて,魂 の 不 死 とい うこ とに 単 な る死 後 存 続 とい う以 上 の よ り深 い

意 味 を 与 え る と と もに,か か る不 死 の 魂 に も また 「現 実 との接 触 」 の道 を 見 出

し得 る よ うな,よ り高 次 の 立 場 へ の 前 進 が 求 め られ る,と 言 え よ.う。 私 見 に よ

れ ほ,『 道 徳 と宗 教 の二 源 泉(L俘s.deuxsQurces .delamoraleetdelare-

ligion)」 の中 で 語 られ る 「神 秘 家(lemystique)」 こそ は,こ の よ うなす ぐれ

た意 味 で の不 死 の魂 と して,ま た 彼 の 英 雄 的 行 動 に よ って 魅 きつ け られ衝 き動

か され る名 も な い多 数 の人 々 と,今 や 披 らの 手 中 に あ る高 度 の機 械 技 術(ma-

chinisme)と は,神 秘 家 とい う偉 大 な魂 に1..現 実 との 接 触 」 を 確保 す る 巨 大 な

身 体 た るべ き もの と して,そ れ ぞ れ 描 か れ た の で は な い か と思 わ れ る が,.こ の

点 につ い て の詳 細 な論 証 は,ま た別 の機 会 を 待 って 行 な うこ とに した い 。

(注)

1)本 稿 は,皿Emoireお よびsouマenirの 訳語 として共 に 「記憶」 を用いたが,以 下.
メモ ワ 　 ル ス ヴ ニ 　 ル

「記憶」.の語が両語 のいずれに該当す るかを明示す るため,「 記憶」 ・ 「記憶」の

如 く付記す ることにす る。なお,他 の訳語につ いて も必要に応 じて同様 の付記を行

な う場合があ る。
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2)こ れは純粋知覚のことであるe純 粋知覚が実際上は常 に記憶 イマー ジa(souvenir

-irnage)に よって覆われ浸 されている,と い うベル クソンの主張 については後述す

る。

3)物 質=イ マ ージ=説 は,ご く粗略に要約すれば,「 物質はそれ 自体 として も,わ れ

われが知覚 として見 ・聞 き ・感 じてい るの と同じ性質.・同じ本性の ものであって,

しか もわれわれに よって知覚 されていない時に もこの同 じ性質 ・本性を保 ちつつ存

在 し続け る」 とい う説 だ と言 うことができる。 ここか ら,純 粋知覚ば物質 自体 の一

部分 であ り,.感覚器官等によって新 たに産出 されるものではない,.と い う主張 がな

され る。 もっとも,.身体 の可能的行動 にかかかわるこの一部分 のみが なぜ知覚 とし

でわれわれに姿を現わ し,他 の部分 はそ うでないゐか とい う.ことを,身 体の可変的

行動 の能力,就 中,脳 一神経系の機 能 との関連でいか に説明するか とい うこと,.あ

るいは知覚が本来物質 自体 と同 じ性質 ・本性の ものであ るといっても,.実 際上は,
メ ビ ワ 　 ル スヴ ら コ ル

記 憶 に よる収 縮 ・記憶 イ マ ー ジ ュの混 入 ・感 情 感覚 の混 入 等 の さ ま ざ まな 主観 的 変

様 を 受 け て い る こ と等 々,物 質=イ マ ー ジ ュ説 をめ ぐ る問題 は数 多 い が,本 稿 では

これ らの 問題 につ い て の論 究 は割 愛 せ ざ るを.得なか った 。

4).cf.Mati壱reetm6moire,p,11～12.(以 下,引 用 ・参 照 箇所 を示 す に あ た り,同 書

は す べ て略 号M.M.に よ って表 わ す 。 また頁 数 は,ベ ル ク ソン の他 の著 作 の場 合

も含 め,す べ てP,U.F.版 の単 行 本 の もの を 揚げ る。)

5)cf.M.M.,p.17,p.35,p.38,etc.

6)cf.M.M.,p...26,p.124.

7)こ の 点 に つ い ては 『精 神的 エ ネ ルギ ー(L'6nergiespirituelle)』55～57頁,『 思 想

と動 くも.の(Lapens6eetlemouvant)』167～170頁 を も参 照 され た い 。

8)cf,M.M.,.p.157.

9)cf.M.M.,p.158～159.な お,.本 稿 注3を も参 照 され たい 。

10)cf.M.M,,p.77,p.200,p.270～271,p.274,etc.

11)こ の 図は や や形 を 変 え て二 箇 所 に 現 わ れ る。 そ のそ れ ぞれ は 下 に示 す よ うな もの で

あ る。

a 巳

A B

A' 巳「

ハ" B"

P

/ S

5

(M.M.,p.169.) (M.M.,p..181.)
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12)cf.M,M.,p;81,p,154,p.165,p.166,p.168～169,.etc.

13)cf.M.M"p,.107.
.

14)cf.M.Mり.p.121,etc.

15)cf.M.Mりp.188,

16>こ こ で 言 わ れ る 「観 念(id6e)」 と は,当 然 明 らか な よ うに,不 動 な 「独 立 的 実 体 」

(M.M.,p.182.)の 如 き 観 念 で は な く,SとABと の 間 の 多 様 な 水 準 の 一 般 性 を
スヴ ニ ロ ル

呈 し得 る記 憶 を指 して い る の で あ って,そ れ ゆ え 「一般 観 念 は 絶 え ず 頂点Sと 底 面

ABと の 問を 揺 れ 動 くで あ ろ う。」(M.M.,p.1801)と 言わ れ るの で あ る。

17).cf.M.M.,p.30,p.68,etc.

18)こ の 図 は右 の よ うな もの で あ る。

019)
cf.M. .ML,p.120,p.12Z.

20)cf.M.M.,p.132^一133.

21)cf.M.M.,p.178.

22)cf.M.M.,p.3,p.5^一6,p.192,etc.

23)cf.M.M.,p.4～5.な お,

36頁 を も参 照 さ れ た い 。

24)cf.M.M.,p.6～7.な お,

42頁 を も参 照 さ れ た い 。

25)cf.M.M.,p.1'70^172,

26)cf:M.M.,p.192^一196.

『精 神的 エ ネル ギ ー』

「精 神 的 エ ネ ル ギ ー』

27)cf.M.M.,p.170,p.172^173,etc.

28)cf.M.M,p.181,p.187,p.192,etc.

29)『 精 神 的 エ ネ ル ギ ー 』27頁 お よ び58～60頁 を 参 照 さ れ た い 。

C

9
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(M.M.,p115.)

30)例 え ば プ ラ トンや プ ロテ ィノス な どの立 場 は,か か る もの と して と ら.xら れ 得 る一

面 を含 む よ うに 思わ れ る。

(ほんだ ひろ し.博 士後期課程二 回生)

一54.一


