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人
間
の

産
物
で

あ
る
」

と

言
明
さ

れ
て

い

る
。

た
だ

美
的

仮
象
の

発
展
と

深
い

関
連
を
も
つ

趣
味
は
、

主

体
と

他
者

、

個
人
と

共
同
体
を
つ

な
ぐ
も

の

で

あ
り、

第
二

十
七
書
簡
の

結
末
で

は
、

趣
味
を

基
盤
と
し

た

共
同
体

論
が
展
開
さ
れ
る

。

そ
こ

で

は
「

共
通
感
覚
」

と
い

う
言

葉
が

出
現
す
る

。

遊
戯
衝
動
と

美
的
仮
象
の

解
明
に

は
、

趣
味
と

共
通
感
覚
と

の

関
連
の

考

察
が
更
に

必
要
で

あ
る
と

思
わ

れ

る
。

ジ
ェ

イ
ム

ズ
に

お

け
る
信
じ
る

意
志
の

射
程

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

林

　
　

研

　
ウ

ィ

リ
ア

ム
・

ジ
ェ

イ
ム

ズ

の

『

信
じ
る

意
志
』

（

以
下

、

『

意
志
』

）

で

主

張
さ
れ

る

テ

ー

ゼ

は、
「

知
的
根
拠
に

基
づ

い

て

決
め

ら
れ
な

い

真

の

選
択
は
、

情
的
本
性
に
基
づ

い

て

選
択
さ
れ
る

こ

と
が

正
当
で

あ
る

」

と

い

う
も
の

で

あ
り、

直
接
的
に

は
宗
教
的
信
仰
の

擁
護
で

あ
る

。

こ

の

説
は
し
ば

し
ば

、

「

信
じ
た
い

も
の

を

何
で

も

信
じ
て

い

い

の

か
」

と

い

う
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て

き
た

。

こ

う
し
た
批
判
へ

の

応

答
と
し
て

、

こ

の

説
の

適
用
範
囲
を

限

定
す
る

方

法
が

あ
る
。

例
え

ば
L
・

シ
ュ

レ

ヒ

ト

は
、

ジ

ェ

イ
ム

ズ

が

記
述
し
て

い

る

信
仰
は

字
宙
と
の

関
係
の

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

で

あ
り

、

伝
統
的

有
神

論
を

指
す
の

で

は

な
い

と
す
る

。

そ

し

て

ジ
ェ

イ
ム

ズ

が
示

唆
す
る

条
件

、

A
、

「

真
の

選
択
」

に

直
面
し
て

い

る
こ

と
、

B
、

知
的
見
地
に

基
づ

い

て

決

定
で

き
な
い

こ

と、

C、

仮
説
の

真
理

性

が、

少
な
く
と
も
部

分
的
に

は

行
為
主
体
に

依

存
し

て

い

る

こ

と
、

を
遵

守

す
る
こ

と
で

、

こ

の

説
の

有
効
性
が

保
証
さ

れ
る

と
い

う
。

　
こ

う
し

た

限
定
は

『

意

志
』

の

読
み

方
と
し

て

は

正

当
で

あ
る

。

だ

が、

『

宗
教
的
経
験
の

諸
相
』

（
以

下、
『

諸
相
』

）

で

多
様
な

個
人
的
信
仰

が

記
述
さ
れ
、

好
意

的
に

評
価
さ

れ
て

い

る

こ

と
を

考
え
れ

ば
、

対
象
の

限

定
が

妥
当
か

ど

う
か
は

疑
わ

し

い
。

そ
こ

で
、

こ

れ

ら

諸
条
件
を
外
す

こ

と
を
試
み

た
い

。

　
A
で

言

う
「

真
の

選
択
」

は

論
理
的
な
理
想
状
況
で

あ
っ

て
、

現
実
に

は

「

程
度
」

を

許
容
す
る

の

で

は

な
い

か
と
思
わ
れ

る
。

ジ

ェ

イ
ム

ズ

は

し

ば
し

ば
二

分
法
（
コ

度
生
ま
れ

／
二

度
生
ま
れ
」

、

「

親
密
／
疎
遠
」

な

ど
）

を

提
示
す
る
が、

こ

れ

は

対
立
項
と
い

う
よ

り
分
析
の

た

め
の

両
極

で

あ
り、

最
終
的
に

は

程

度
の

問
題
と

し
て

調
停
さ
れ
る

こ

と

が

多
い

。

ま
た
、

F
・

C
・

S
・

シ

ラ

ー

は

プ
ラ
グ
マ

テ

ィ

ズ
ム

の

立
場
か
ら

、

ジ

ェ

イ
ム

ズ

の

言
う
「

信
念
」

が
「

微
か
な
願
い

か
ら
確
信
ま
で

の
、

心
理

学
的

性
質
の

全
音
域
」

を

示
し

、

「

成
長
し
た

り
衰
え
た

り

す
る
」

も
の

だ

と

し
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

、

「

信
じ
る
」

こ

と
が

程
度
の

差
を

含
む

な
ら、

こ

の

条

件
の

厳
守
は

現
実
的
で

は
な
い

。

　
B
の

条
件
は、

本
来
「

信
じ
る

意
志
」

を

裏
打
ち

す
る
プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

に
よ

っ

て

保
証
さ

れ
て

い

る
。

『

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

』

で

は、

「

観

念
は
、

私
た
ち
が

私
た

ち
の

経
験
の

他
の

部

分
と

満
足
な

関
係
に

入
る

助

け
に

な
っ

て

く
れ
る

限
り
に

お

い

て

真
と
な
る
」

と
さ

れ
て

お

り
、

こ

れ

は
「

信
じ
る

意
志
」

が

認
め

る

宗
教
的

信
仰
に

つ

い

て

も

適
用
さ
れ

る
。

つ

ま

り
、

経
験
の

他
の

部
分
と
の

問
に

矛
盾
を
生
む

な
ら
ば
、

そ
の

信
念

は

問
い

直
さ
れ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

こ

れ

が

前
提
さ
れ
て

い

る

以
上

、

特
別
こ

の

条
件
を
持
ち

出
す
必

要
は

な
い

こ

と
に

な
る

。

　

C
の

条
件
は

「

信
じ
る

意
志
」

の

説
得
力
に

大
き
く
寄
与
し
て

い

る
の

だ
が

、

こ

れ

が

伝
統
的
有
神
論
の

よ

う
な

、

独
立

し
た

宗
教
的
真
理
を
信

じ

る

立

場
を

除
外
し

て

し
ま

う
と

す
れ

ば

疑

問
が
生
じ
る

。

『

意

志
』

で

記
述
さ
れ

て

い

る

の

は

確
か
に
ジ
ェ

イ
ム

ズ

流
の

宗
教
観
だ

が、

『

諸
相
』

で

は

様
々

に

展

開
さ

れ
る

個
別
の

宗
教
が
、

最

終
的
に

は

「

過

剰
信
念
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（
o
＜
Φ

「−
σ

呂
俄
ご

と

い

う
概
念
を

も
っ

て

許

容
さ
れ
る
。

「

過

剰
信
念
」

と
は

、

宗
教
の

共
通

項
を
越
え
た

、

各
個
人
が

持
つ

特
定
の

信
仰
を

意
味

し
、

そ
れ

は
生
き
た

信
仰
の

た
め
に

は

不
可

欠
だ
と

い

う
。

つ

ま

り
実
際

の

宗
教
生

活
で

は
、

信
仰
の

対

象
は

そ
れ

ぞ
れ

具
体
的
な
姿
を

取
る
ぺ

き

で

あ
り

、

こ

こ

に

は

伝
統
的
有

神
論
も

含
ま
れ

る

は

ず
で

あ
る

。

　

過
剰
信
念
を

許
容

す
る

た
め
に

は、

先
述
の

よ

う
に

信
念
を
変

化
す
る

も
の

と

捉
え
る

こ

と
が
必

要
で

あ
る

。

ジ
ェ

イ
ム

ズ

は
、

宗
教
的
仮

説
を

信
じ
て

生
活
し

て

い

く
こ

と
が
検
証
で

あ
り

、

そ
の

結
果
そ
の

仮
説
は
よ

り

確
か
な
も
の

に

な
っ

て

い

く
と

考
え
た

。

科
学
理

論
が

様
々

な
修
正
を

受

け
、

変
容
し

つ

つ

も
維
持
さ
れ
て

い

く
よ

う
に
、

宗
教
的
仮
説
も、

プ

ラ

グ
マ

テ

ィ

ッ

ク

な
検
証
を
受
け
つ

つ

肝
心
な
「

過
剰

性
」

を
維
持
す
る

こ

と
は

不
可
能
で

は

な
い

だ
ろ

う
。

　

信
念
が
可
塑
的
な
も
の

で

あ
り、

絶
え
ざ
る

検
証
の

中
に
あ
る
と

い

う

プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ

ム

の

世
界

観
を

前
提
と

す
る
な
ら
ば
、

「

信
じ
た
い

も

の

を
何
で

も
」

信
じ
る
の

で

は

な

い

こ

と
を
担
保
し
つ

つ
、

信
じ
る

意
志

の

テ

ー
ゼ

を
あ
ら
ゆ
る

宗
教
の

場
面
に

適
用
す
る
こ

と

も
可
能
と

思
わ

れ

る

の

で

あ
る

。

ヤ
ス

パ

ー

ス

の

「

未
来
に

お

け

る

信
仰
」

に

つ

い

て

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

藤
田
　
俊
輔

　
ヤ

ス

パ

ー

ス

は
、

前
期
の

『

現

代
の

精
神

的
状
況
』

（
一

九一

二

年
∀

を

嚆
矢
と

し
て、

後
期
の

『

歴

史
の

根
源
と

目

標
』

（

一

九
四

九

年）

お

よ

び

『

原

子
爆
弾
と

人

間
の

未
来
』

（

一

九
五

八

年）

に

お

い

て

現
代

論

を

展
開
し

て

い

る
。

こ

う
し

た
現

代
論
に

お

い

て

未
来
の

問
題
が
扱
わ

れ

る

際
に
は

「

覚
醒
的
予
断
（

費
話
 
o
評
Φ

づ
◎
o

℃
門

ooQpo

°り
Φ）
」

と

い

う
立
場

が
と

ら
れ

る

が
、

こ

れ

は

我
々

の

可
能
性
を

開
く
こ

と
に

よ

り
諸
々

の

計

画
や
行
為
の

出
発
点
を

与
え、

我
々

を

最
も
広
い

地
平
へ

と

連
れ
出

す
こ

と

に
よ

り
我
々

の

自
由
を

高
め

る

予
断
で

あ
る

。

換
言
す
れ
ば、

覚

醒
的

予
断
と
は

「

我
々

の

現
在
の

意
識
」

を

高
め

る
も
の

に
他
な
ら
な
い

。

　

ヤ
ス

パ

ー

ス

に

よ
れ

ば
、

我
々

が

ど
の

よ

う
に
信
じ、

ま
た
何
を
信
じ

る

か

と
い

う
問
い

こ

そ

が

未
来
に

対
す
る

本
来
的
な
問
い

で

あ
り

、

そ
の

他
の

あ
ら

ゆ

る

諸
問
題
を

制
約
し

包
み

込
ん

で

い

る
問
い

で

あ
る

。

つ

ま

り、

未
来
の

諸

問
題
は

信
仰
に

よ
っ

て

担
わ
れ

る

の

で

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ

こ

に
、

現
在
の

信

仰
を

導
く

「

未
来
に

お

け
る

信
仰
」

の

問
題
が

生
じ

て

く
る

。

無
論

、

こ

の

考
察
の

立

場
は
ヤ

ス

パ

ー

ス

の

「

哲
学
的
信

仰
（

ユ
Φ
「

O
『

ま
の

o
ロ

げ

尻
o
け
Φ

9
，

信
σ
Φ
）

」

に

よ
る

も
の

で

は
あ
る

が
、

し

か
し

「

未
来
に

お
け
る

信

仰
」

の

問
題

自
体
は

宗
教
的
信
仰
に

お

い

て

も

共
有
さ
れ
る
べ

き
も
の

と

し
て

考
え
ら
れ
て

い

る

点
が

重

要
で

あ
る

。

そ

こ

で

本
発
表
は、

こ

の

問
題
が
最
も
明

瞭
な

形
で

提
起
さ
れ
て

い

る

『

歴

史
の

根
源
と

目

標
』

を
主
な
参

照
軸
と

す
る

こ

と
に

よ

り、

「

未
来
に

お

け
る

信
仰
」

と

い

う
ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

の

輪
郭
を

示
す
こ

と
を

試
み

た
い

。

　

考
察
の

手
順
と

し
て

は
、

ま
ず
「

未
来
に
お
け
る

信
仰
」

が
問
題
と

な

っ

て

く
る

背
景
を

確

定
す
べ

く、

「

枢

軸
時
代
（
＞
o
『
ω
Φ

昌
N
Φ

ご
」

を

中

心
と
し

た

「

世

界
史
の

図

式
（
ω
o
げ
Φ

日
簿

ユ

臼

毛
Φ

穽
瞬
Φ
の

o
巨
o

茸
Φ）
」

を

確
認
し、

そ
の

図
式
が

現
在
と

未
来
に

対
し
て

持
つ

意
義
を
提
示
す
る

。

こ

の

図
式
の

展
開
に

よ
っ

て
、

ヤ

ス

パ

ー

ス

は

現

代
の

危
機
を
人
類
に

普

遍
的
な
も
の

と

し
て

意
識
さ
せ
、

そ
の

危
機
を

好
機
へ

と

転
換
さ
せ

よ

う

と

す
る

。

ヤ
ス

パ

r
ス

は

現
代
的

危
機
の

根
本
に

信
仰
喪
失
を

見
て

お

り
、

そ
こ

か
ら

の

転
換
を
図
る

べ

く
「

未
来
に

お

け
る

信
仰
」

の

在
り
方

を

提
起
し
、

第
二

の

枢
軸
時

代
に

向
け
て

現
代
人
の

意
識
を
変
革
さ

せ
よ
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