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特

集
　
「

人

間

と

は

何
か

」

３

〉

人

間

論

ｌ
ｌ
西
洋
哲
学
の
展
開
を
軸
と
し
て
―
―
１

方
　

法
　

論

西
洋
哲
学
の
人
間
観
を
中
心
に
し
て
シ
ュ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題
点
を
刻
み

出
す
と
い
う
の
が
、
こ

の
際
私
の
引
き
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
口
に
西

洋
の
哲
学
と
言

っ
て
も

、
古
代
、
中
世

、
近
世
、
現

代
に
至

る
二
千
五
百
年
以

上
も
の
歴
史

が
あ

る
に
加
え
て
、
そ
こ
で

は
常
に

人
間

が
問
わ
れ
て
い

る
の
で
、
短
時
間
に
巧
み
に
ま
と

め
る
こ
と
は
不
可

能

に
近

い
。
そ
の
上

、
私

は
体
系
的
思
索
を
仕
事
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
哲

学
の
歴

史
を
専
門

と
す

る
学

者
で

は
な
い
か
ら
、
こ
の
課

題
に
適
任
と
は
考

え
ら

れ
な
い

が
、
ひ
と
つ
の
方

法

を
工

夫
し
て

、
与
え
ら

れ
た
任

務
を
果

た

し
て
み

た
い
。
そ
の
方
法

と
は
以

下

の
よ
う
で
あ

る
。
す

な
わ
ち

、
体
系

的

に
考
え
て
人
間
論
の
基
本
と
な
る
条
項
を
定
め
、
そ
の
中
で
西
洋
哲
学
史
の

代

表
的
概
念
と
見

ら
れ

る
も
の
の
う
ち
三
つ
で
一
組
を
成
す
概
念
を
取
り
出

今
　

道

友
　

信

し
、
こ
れ
に
応
じ
て
古
代
、
中
世
、
近
世
を
特
色
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
三

概
念
を
析
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
理
念

と
関
係
さ
せ
な
が
ら

、
自
ら
東
西
の
比

較
の
問
題
点
が
明

ら
か
に
な
る
よ
う

な
指
摘
を
試
み

る
、
少一
い
う
方
法
的
行

程
で
あ
る
。
時
間

の
関
係
上

、
こ

の
方
法
の
過
程
的
操
作
の
詳
細

は
省
略
し
、

右
に
述

べ
ら
れ
た
諸
分
節
に
従
っ
て

そ
れ

ぞ
れ
の
結
論

を
明
ら

か
に
掲
げ
、

重
点
を
能
う
か
ぎ
り

人
間

に
関
す

る
思
想
の
比
較

に
置
く
よ
う
に
す
る
。

人

間

論

の
手

が

か
り

人
間

と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
最
も
端

的
に
答
え
て
い
る
哲
学
的
な
定

義
の

ひ
と
っ

は
、
そ
れ

が
理
性
的
動
物
で
あ

る
、
と
い
う
言
表
で
あ

る
。
こ

の
場
合
、
「

理
性
的
」
と
い
う
限

定
詞
の
意
味
を
追
究
す
る
の
も
ひ
と
つ
の

手
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
理
性

的
動
物
と
し
て
の

人
間

が
そ
の
理
性

的
で

あ
る
こ
と
を
示

す
機
能
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
方

が
理
性
の
み

ｊ



｀
に

注

目

す

る

よ

り

も

人

間

全

体

を

考

え

る

に

は

適

当

な

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

さ

て

、

そ

れ

を

考

え

る

に

は

、
西

洋

哲

学

の

発

端

を

成

し

、
現

在

に

至

る

ま

で

の

伝

統

に

於

い

て

も

重

要

性

を

失

わ

ず

に

い

る

思

想

に

注

目

す

べ

き

で
あ
る
が
ヽ
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ギ

リ

シ

ア

哲

学

で

あ

る

。

そ

こ

で

は

、

こ

の

人

間

の

、機

能

を

ど

の

よ

う

に

考

え

て
い
る
か
。
そ
れ
は
、
理
論
（
ｔ
ｈ
ｅ
。
ｒ
ｉ
ａ
）
、
実
践
（
p
r
a
i
s
）
、
制
作
（
ｐ
ｏ
ｉ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
）

の

三

つ

に

分

け

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

を

基

に

し

て

論

じ

進

め

て

み

よ

う

。

真
理
に
つ
い
て
―
―
理
論
考
―
―

理
論
（
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｉ
ａ
）
　
は
言
う
ま
で
も
な
く
真
理
に
迫
る
人
間
の
思
考
の
自
己

呈

示

で

あ

る

。

そ

れ

は

ど

の

よ

う

に

し

て

可

能

な

の

で

あ

る

か

。

ソ

ー

ク

ラ

テ

ー

ス

は

「

哲

学

者

の

最

大

の

オ

ル

ガ

ノ

ン

は

ロ

ゴ

ス

で

あ

る

」

と

言

う

が

こ

の

ロ

ゴ

ス

が

真

理

の

理

論

化

を

可

能

に

す

る

の

で

あ

る

。

ギ

リ

シ

ア

語

で

ロ

ゴ

ス

は

実

に

多

義

的

で

あ

り

、

真

理

、

概

念

、

推

理

、

宇

宙

の

理

法

、

命

題
、
言
語
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
西

洋
哲
学
で
は
、
真
理
と
は
概
念
を
介
す
る
推
理
に
よ
っ
て
宇
宙
の
理
法
を
命

題

の

形

式

で

言

語

に

表

さ

れ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

傍

点

が

附

さ

れ

て

い

る

語

は

そ

の

直

前

に

列

挙

せ

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、

い

ず

れ

も

ロ
ゴ
ス
の
意
味
群
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
理
と
は
、
人
間
に
於
い
て
は
、
口

ゴ

ス

の

同

一

性

の

変

容

的

自

己

運

動

の

結

果

な

の

で

あ

る

。

こ

の

点

に

関

し

て

東

洋

の

思

想

は

ど

う

い

う

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

ロ

ゴ

ス

に

対

応

す

る

よ

う

な

言

語

現

象

と

し

て

は

、

日

本

語

の

「

こ

と

」

語

群

で

あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
漢
字
で
書
く
と
言
語
に
示

さ
れ
る
事
象
聯
関

が
わ
か

ら
な
く
な
る

が
、
そ
も
そ
も
、
事
象
（
こ
と
）

を
理
解
す
る
た

め
の
分

析
に

よ

っ
て
成
立
す
る
理
論
（
こ
と
わ
り
）
は
当
然

、
事
象

を
分
割
し
た
一
部

で

あ
り

、
事
象
よ
り
小
さ
く
、
か
つ
そ
の
「
こ
と
わ
り
」

を
示
す
言
葉
（

こ
と

ぱ
）

は
「
こ

と
」
の
「
は
」
で
あ
り

、
事
象
の
一
片

に
過
ぎ

な
い
。∇
従
・
つ
て
、

そ

う
い
う
微
小

な
も
の
で
は
到
底
「
真
理
（
ま
こ
と
）
」
（
「
ま
」
は
美
称
）
す

な
わ
ち
「
完
成

さ
れ

た
事
象
」
、

を

と
ら
え

た
り

表
し

た
り
す
る
こ
と

は
で

き

な
い
。
「
ま
こ

と
」

は
真
で
あ

る
と
同
時
に
、

言
葉
で

は
な
く

こ
れ
を
完

‘

成
し
て
ゆ
く
行
為
た
る
誠
（
こ
と
の
端
韜
に
止
ま
ら
ず
そ
れ
を
も
と
に
し
て
成

し
遂
げ
ら

れ
て
ゆ
く
も
の
）

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間

を
真
理
認
識
に
関

し
て
見

た
場
合
の
東
西
思
想
の
比
較
の
原
点

が
明
ら

か
に
せ
ら
れ
た
。
そ
れ

は
真

理
と
言
語
の
関
聯
度
の
異
同
で
も
あ
る
と
と
も
に

、
真
理
と
人
間

の
関

わ
り

合
い
の
問
題
で
も
あ
る
。
真
を
人
間
が
発
見
し
言
表
す
る
西
洋
の
考
え

と
真
を
人
間

が
行
為

に
よ
ひ
実
現
し
て
ゆ
く
東
洋
の
考
え
と
で

は
、
人
間
の

真
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
多
少
の
異
同

が
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
る

べ
き
か
。

人
格
と
責
任
―
実
践
考
―

右
の
真
理
に
関

す
る
人
間

の
省
察
は
、
西
洋
の
古
代
ギ

リ

シ

ア

哲
学
を

基
に
し
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
際
の
結
論

に
含
ま

れ

る
問
題

を
、
西
洋
の
中
世

に
関
係
さ
せ
な
が
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
前
節

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
間
は
、
西
洋
の
よ
う
に
言
語
認
識
に
依
拠



す

る
に

せ

よ

、

東

洋

の

よ

う

に

行

為

的

実

現

に

依

拠

す

る
に

せ

よ
、

い

ず

れ

に

し

て

も

自

己

を

「

真
」

に

向

け

て

方

位

づ

け

る
こ

と

の

で

き

る

存

在

で

あ

る
し

、

そ

れ

に

は

そ

の

方

位

を

決

定

し

維

持

す

る

努
力

が

必

要

で

あ

る

。

と

い

う

こ

と

は

、

真

を
求

め

る

に

は

い

ず

れ

に

し

て

も

人
間

に

は

自

己

に

対

す

る
実
践
的
配
慮
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
実
践
（
p
r
a
x
i
s
）
の
主
体
は
何
か
。

そ

れ

こ

そ

知

情

意

の

統

一

と

し

て

の

人

格
（
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
）
で

あ

る
Ｊ

何

故

な
ら

秡

、

ボ

エ
ー

テ

ィ

ウ

ス

の

有

名

な
定

義

に

よ

れ

ば

、

「

ペ

ル

ソ

ー
ナ

は
理

性

的

本

性

の

個

的
実

体

で

あ

る
」

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な
い

。

さ

て

、

こ

の

よ

う

に

し

て

中

世
初

期

か
ら

西

洋

の

人

間

論

の

中

心

に

据

え

ら

れ

た

こ

の

概

念

は
、

単

な

る
自

我

と

異

な

っ
て

、
意

識

せ
ら

れ

る

と
否

と

に
拘

ら

ず

、

人
間

の

宇

宙

に
於

け

る
位

置

を

、
こ

れ

を

も

つ
限

り

で

は

、
神

や

天

使

と
同

系

統

に

匱

く

と

こ
ろ

の
存

在

論

的
位

格

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

れ

こ

そ

は

古

典

ギ

リ

シ
ア

哲

学

に

は

な

か

っ

た
概

念

で

、

キ

リ
ス

ト

教

的

中

世
の

特

色

を
示

す

も

の
で

あ

る
。

し

か
し

、
こ

の

語

は

ポ

エ

ー
テ

ィ

ク

ス

も

言

う

通

り

、

仮

面

と

関

係

の
あ

る
演

劇

用

語

で

あ

る

。

人

生

を

演

劇

に

た

と

え

て

み

れ

ば

、

確

か

に
仮

面

を
使

用

す

る
役

者

と

し

て

の

ペ

ル
ソ

ー

ナ

が

い

な

け

れ

ば

な

ち

な

い

か
ら

、

こ
の

概

念

は

貴

重

で

あ

る

が

、

こ

れ

と

同

時

に

こ

の

役

者

は

作

者

の

筋
書

や
相

棒

の
他

の

役

者

の

言

動

に

応

じ

答

え

る

（
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
）
と

こ

ろ

が

な
く

て

は

な
ら

ず

、

つ

ま
り

そ

の

よ

う

な

応

答
性

（
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ａ
ｂ
ｉｌ
ｉｔｅ
）

と
し
て
の
責
任
（
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｅ
）
　
が
常
に
重
視
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
実
践
（
p
r
a
x
i
s
）
の
面
か
ら
み
る
と
き
、
人
格
と
責
任
と
は
最
も
大

匐

な

概

念

で

あ

り

、

前

者

は
存

在

論

的

基

底

と

し

て

、

後

者

は

倫

理

的

徳

と

し

て

、

人

間

綸

の

中

核

を

な

す

も

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

全

く

不

思

議

な

こ

と

で

あ

る

が

、

西

洋

に

於

い

て

は

、

決

断

の

主

体

た

る

人

格

は

早

く

か

ら

深

く

反

省

せ

ら

れ

て

い

た

に

も

拘

ら

ず

、

実

践

的

徳

と

し

て

の

責

任

に

該

当

す

る

概

念

は

ギ

リ

シ

ア

語

に

も

ラ

テ

ン

語

に

も

見

当

た

ら

ず

、

契

約

社

会

が

近

代

化

し

た

十

八

世

紀

後

半

に

至

っ

て

先

ず

フ
ラ
ン
ス
語
の
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
e
次
に
英
語
の
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
が
使
わ

れ

、

ド

イ

ツ

語

の

Ｖ
ｅ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ
w
ｏ
ｒ
ｔ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
　
に

至

っ

て

は

十

九

世

紀

末

に

作

ら

れ

る

始

末

で

あ

っ

た

。

す

な

わ

ち

、

西

洋

の

人

間

論

は

長

く

人

格

論

で

あ

り

、

責

任

が

徳

と

し

て

人

間

論

の

一
部

を

形

成

す

る

に

は

未

だ

時

期

尚

早

と

言
う
に
ひ
と
し
い
。
こ
の
全
く
逆
の
こ
と
が
東
洋
の
人
間
論
に
当
て
は
ま
る

の

で

、

東

洋

（

漢

字

文

化

圏

に

限

る

）

の

伝

統

的

古

典

に

は

人

格

に

該

当

す

べ

き

概

念

は

全

く

見

当

た

ら

ぬ

代

わ

り

に

Ｉ

応

答

と

し

て

の

責

任

に

当

た

る

単

語

乃

至

概

念

が

あ

っ

て

、

そ

の

代

表

的

な

る

も

の

は

義

で

あ

る

。

こ

れ

は

字

の

構

造

か

ら

み

る

と

、

羊

を

我

が

献

げ

持

っ

て

い

る

と

か

背

負

っ

て

い

る

と
か
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
こ
の
羊
は
「
告
朔
之
■
羊
」
な
ど
で
表
さ
れ

る

よ

う

な

祭

儀

の

犠

牲

で

あ

り

、

そ

れ

を

村

落

な

り

団

体

な

り

に

代

わ

っ

て

自

己

が

担

う

と

い

う

こ

と

、

そ

れ

は

つ

ま

り

、

天

と

自

分

の

仲

間

と

に

対

し

て

自

分

が

重

大

な

責

任

を

も

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

し

か

る

に

、

人

格

、

そ

れ

も

存

在

論

的

位

格

を

表

す

ほ

ど

の

語

で

な

く

て

も

せ

め

て

人

間

の

内

的

統

一

の

道

徳

的

主

体

を

表

す

如

き

概

念

と

し

て

の

人

格

、

こ

れ

に

当

た

る

単

語

乃

至

概

念

は

、

東

洋

に

於

い

て

は
古

典

期

や

中

世

に

は

見

当

た

ら

ず

、

人

間

に

の

み

妥

当

す

る

語

に

し

て

も

王

陽

明

ら

の

「
良

知

」

･II･?



r･

が
幾
ら
が
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
に
止
ま
る
。
東

洋
（

漢
字
文
化
圏
に
限

る
）
に
於

け
る
人
間

論
は
実
践
に
関
す
る
限
り
、
仁

義
礼
智
信
の
枢
要
徳

を
見
て
も
明
ら

か
な
よ

う
に
、
関

係
と
し
て
の
間
柄
に

於
け
る
態
度

と
し
て
の
徳
に
注
目

し
、

人
格
論
で
は
な
く
責
任
論
な
の
で
あ

る
。実

践
に
即

し
て
み
る
と
、
人
間
の

在
り
方
に

つ
い

て
の
東
西

思
想
の
根
本

的
差
異

が
と

の
よ
う
に
し
て
「
個

的
位

格
の
重
視
と
責
任
の

無
視
」

か
「
個

的
位
格
の
無
視

と
責
任
の
重
視
」
と
い

う
殆
ん
ど
反

対
対
当

の
形

式
で
明
ら

か
に

な
っ
て

い
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
れ

そ
れ
偏
っ
て
展
開
し
て
来

た
人
間
の

実
践
に
関
す
る
こ
の
経
緯
は
何
を
我
々
に
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
を

経
れ

ば
い
ず

れ
の
側
も
自
己
の
伝
統

を
充
全
化
し
う
る
と
見

て
よ
び
の
で
あ

ろ
う

か
。

表

現

と
再

現

―

制
作

考

―

右

の
実
践
に
関

し
て
の
人
間

の
省

察
は
、
西

洋
の
中
世

を
基
に
し
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
際
の
結
論
に
含
ま
れ
る
問
題

を
近
世

に
即
し
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
前

節
で
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
よ

う
に
、
真`
を

求

め
る
人
間

が
実
践
に
際
し
て
自
己
を
定
位
す
る
と
き
、
新

た
に
問

わ
れ
る

善
は
「
個
的
人
格
の
成
長
」

と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
他
者
と
の
関
係
の

発
展
」

と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題

が
立
て
ら
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
つ
き
つ

め
て
み
る
と
、
内
部
世
界

の
問

題
と
外

部
世
界
の
問
題
に
一
般

化
せ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
西
洋
の
近
世
思
想
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
自
我
の

確
立
に
於
い
て
開
花
す
る
の
で
あ
る
が
り
こ
れ
が
中
世
の
ペ
ル
ソ
ー
ナ
の
展

開

に
負

う

と
こ

ろ

は
大

き

い

に

し

て
も

、

そ

れ

と
決

定

的

に
異

な

る

点

は

、

デ

カ

ル
ト

の
自

我

の
確

立

ば
人

間

の
自

我

の

確

立

で
あ

り

、

そ

の

保

証

は

存

在

論

で

は
な

く

認

識

論

に

よ

る

、

と
い

う

こ

と

で
あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

に
し

て

確
立

せ

ら

れ

た
自

我

は
内
部

世

界

の
豊

饒

を

外

化

す

る

傾

向

を

育

成

す

る

。
こ

れ

は

外
部

世

界

の

美

し

さ

を

人
間

の
手

で

写

し

と

ろ

う

と

し

た

と

こ

ろ

の

、

そ

れ

ま

で

の

芸

術

制

作

（

ポ

イ

ェ

ー

シ
ス

）

の

理

念

で

あ

っ

た

模
倣
（
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
）
と
し
て
の
再
現
（
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
と
は
全
く

反

対

の

「
絞
り

串

し
」

と

し

て

の

表

現

（
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉｏ
ｎ
）

を

生

み

出

す

に
至

っ

た
。

こ

の

表

現

は
西

洋

で

は

全

く
新

し

い
語

で

あ

り

新

し

い

概

念

で

あ

っ

て

、

ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉｏ

と

い

う

ラ

テ

ン

語

も
古

典

期

に

は

見

当

た

ら
ず

、

そ

の

後

使

わ

れ

て

い

て

も
果

汁

を

し

ぼ
り

出
す

と

い
う

農

業

用

語

に

ほ

か

た

ら
な

い

。

こ

れ

が
芸

術

制

作

に
関

す

る
美

学

的
術

語

と
な

る

の

は

フ

ラ

ン

ス

の
十

八

世

紀

に
萠

芽

が
み

え

る
位

で

、
正

式

に
美

学

術

語

と

な

る

の

は
十

九

世

紀

の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
東
洋
で
は
、
む
し
ろ
同
じ
時
期
に
、
渡
辺
峯
山
ら

が
写

生

す

な

わ

ち

外
部

対

象

の
再

現

を

唱

え
始

め

た
の

で

あ

り

、

そ

れ

ま

で

の

伝

統

的

理

念

は

、
写

意

す

な

わ

ち

ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉｏ
ｎ

表

現

で

あ

っ

た
。

そ

の

辺

の

事

情

は

、

あ

た

か

も

前

節

の

実

践

の
場

合

と
同

じ

く

、

言

わ
は

逆
現

象

の

同

時

展

開

が
見

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

し

か

し
、

制

作

の

事

実

を

み

る

と

、

事

情

は

し

か
く

単

純

で

は

な

い

。

西
洋

の
表

現

は
、

機

械

の
再

現

力

の
及

ば

な
い
内
部
思
想
乃
至
情
感
の
自
己
表
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
洋
の
写
意
と

し
て
の
表
現
は
、
む
し
ろ
「
気
韻
生
動
」
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
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が
宇
宙
の
神
韻
を
聴
取
し
こ
れ
を
体
得
す
る
と
い
う
半
ば
宗
教
的
な
神
秘
思

想

に
支

え

ら

れ

て

い

る

。

前
者

が
自

我

主
張

で

あ

る

に
対

し

、

後

者

は

自
我

抑

制

な

の

で
あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

単

に

概
念

上

の
同

一

性

や

言

語

上

の

類

似

は
必

ず

し

も

人
間

の

制

作

の
実

態

が
同

一

で

あ

る

と

か

類

似

で

あ

る

と

か

と

い

う
こ

と

は
で

き

な

い

。

そ
れ

は
作

品

の

事

実

経

験

か

ら

も
知

ら

れ

る
こ

と

で

あ

る
。

結
　
　
　
　
論
　

全

体

の

結

論

と

し

て

、
我

々

は

、
次

の

よ

う

に

言

う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

人
間

論

に

関

し

て

、

我

々

は
東

西

の

思

想

が
、

理

論

、

実

践

、

制

作

に

関

し

て
、
ほ
ぼ
相
反
的
な
面
が
あ
り
、
時
代
的
に
概
念
上
の
補
填
は
そ
れ
ぞ
れ
自

己

の

歴

史

の

内

部

で

果

た
し

て

居

り

、

そ

の

意

味

で

は
相

接

近

し

て
い

る

が
、

実

態

と

し

て

は

尚

遠

い

と

こ

ろ

が
あ

り

、

意

図

的

に

相

補

性

の
実

現

を

は

か

ら

な

く

て

は

、

人

間

の

自

己

省

察

は
充

全

の

形

で

人

類

に
可

能

と

は

な
ら

な

い

で

あ

ろ

う

。

尚

、

上

述

の

考

察

を
図

示

す

る

と

下

の

よ

う

で

あ

る

。

（
原
文

は
、
旧
仮
名

づ
か

い
に

よ
る
。
）

（
い

ま
み

ち
・
と
も
の
ぶ
、
美
学
、
東
京
大
学
教
授
）
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