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は じめ に

　 ア ウグス テ ィ ヌ ス の 『告 白』を読む と ， ア ウグス テ ィ ヌ ス が 繰 り返 し 自

分の 心 に 呼 び か け ， 大 きな謎 とな る深い 淵 の よ うな 自分 の 心 が絶 えず 問題

として 提示 され ， そ の 不安な心 の 最後の 安 らい へ の 道程が全巻 を通 じて 明

らか に され て い る こ と が強 く印象 づ け られ る。 ア ウグス テ ィ ヌ ス に お い

て ，
「心 」 は ま さに 中心概念 の

一
つ で あ り ， 彼 の 人 格 の 全 体 を言 い 表 す 言

葉 で ある
1）．そ の 際 ，

「心 」 を表す語 cor は ， ま さ に 「心臓」 を表す語で

あ り， 精神 活動 や 生命 活動 を司 る animus ない し anima とは 区別 され た 独

自の 次元 を形成す る 言葉 と な っ て い る こ とが 確 認 され る
2）．

　有名 な 「あな たの 言葉で ， あな たは 私 の 心 を貫 きま した 。そ れ で
， 私 は

あ なた を愛 して しま い ま した 」（且  ゑ 8），
「あなたの 愛の 矢で

， あなた は私

た ちの 心 を 貫 き ま し た 1（9．2．3）とい う表 現 は ，
「私 の 最 も内奥 」とい う「心 」

の 位置 が
，

「心 臓」 に 定位 して い る こ とを鮮 や か に 示 し ， 以 来 ， 矢 で 貫 か

れ た 心臟は ア ウグス テ ィ ヌ ス の 図像 の ア トリビ ュ
ー トな っ て い る

3）。ま た ，

西 欧中世末期 に
，
キ リス トの 受 難 とそ の 血 に よる救済 を象徴す る もの と し

て ， 傷 っ い た 心臟 そ の もの を大 き く描 く図像が数多 く描 か れ て い る
4）。近

代 に入 っ て ，
「聖 心 縫 蕗 跚 ed 騰 離 ）」す な わ ち 「イ エ ズ ス の み こ こ ろ」 さ

らに 「マ リア の 汚れ なきみ こ こ ろ 」 な ど，
「み こ こ ろ」 信 心 は 隆盛 を極 め

るが
， そ こ に は 日本 語 の 「み こ こ ろ」とい う響 きとは 趣 を異に す る 「心 臓」

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolrtan 　Unlversrty

2 哲 学 誌 43 号

そ の もの の 図示 とそ れ へ の 意識 の 集 中が明示 され る の で あるe心臓 に よ っ

て
， 人 の 全体 を表す 表 象は ， 西欧固有の もの で は な く，

た とえば ，
エ ジ プ

トで は ， 死者 は ， た だ 心 臓 の み が 他 の 臓 器 とは別 に身 体 と ともに ミイ ラに

され るの み な らず ， 葬祭 用 の 『死 者 の 書』に は ， 死 者の す べ て を表 す もの

として 心 臓が描 か れ て い る ．オ シ リス 神の 前に ， 死 後の 審判 の 天秤 の 左 右

に掛け られ るの は ， 真理 と正 義 の シ ン ボル で ある マ ア トの 羽 と， 当人 の 心

臓そ の もの で あ る ．こ の 心 臓 が正 義 と釣 り合え ぱ ， 永生 を得 るが ， 釣 り合

わね ば ， 怪 物 に捕 っ て 食 われ 消滅 して しま うとされて い る
5｝．

　ひ るが え っ て ， ギ リシ ア 哲学 ， と りわ けプ ラ トン で は ど うだ っ た で あ ろ

うか ．あの 『ゴ ル ギ ア ス 』で の 死後 の 審判 の ミ ュ
ー一

トス で は ， 裁 き に か け

られ る の は
，

生 前 の 全 生 涯 の 行 状 が 吟味 され る の は 裸 に され た 「魂

（vvxh ）」 で あっ て
， 決 して

，
「心 臓」 が 取 り出 され て い た の で は な い こ と

がす ぐに 思 い 出 され る （523e）．そ れ で は ， そ もそ も ， 魂 と心 臓 は ど う関

わ っ て い る と
，
ギ リシ ア 哲 学で は考 え られ て い た の だ ろ うか ．

一
っ の 解答

例 は ，
ス トア 派 の 主 張 で ，

「魂 の も っ と も 主要 な 部 分 は 統 括 的 部 分

（ηYεLLOVtKOV）で あ り ， そ れ に よ っ て
， 表象や衝動 が生 じ

， そ こ か ら， 言葉

が発 され る ．ま さに ， そ の 統括 的部分は ， 心臓 の 中に あるの で ある」 とい

うもの で あ ろ う
6）U ま た ， ア リス トテ レ ス は ，

「感 覚的魂 と栄養 的魂 の 起源

は 心臓 に ある」 と述べ て い る
D 。また

， 動物 の 運 動 の 起源 を考 察 す る に 際

して ， 彼 は ， 身 体の 中心 部の い わ ば支 点の 位置 に ある心 臓 に着 目 し ， 動 物

が ま さに欲 求 を働か せ て ，
「動か され て 動 かす」 とい う運 動の 源泉 とな る

力 を 「生 来の 気 息 」 に 認 め る 説 を受 け入れ て ，
「運 動 の 起源は ある 動物 で

は 心 臓 内 に あ り ， あ る動 物 で は 心 臓 に 相 当 す る部 分 に あ るの で
，
生 来 の 気

息 もそ こ に あ る もの と思 われ る 」 と結論 して い る
S〕。「魂 は どこ に 」 とい う

問い に ，
「そ れ は 心臓の 中に ある 」と し ，

「心 臟 は 魂 に と っ て 何 をす るの か 」

とい う問 い に ，
「そ れ は 感 覚な どの 始源 の 働 き を す る揚 所 で あ る」 とい う

答 えは ，
モ ノ とモ ノ との 関係 と して 魂 と心 臓 の 関係 をは っ き りさせ た もの

に は 違い ない ． しか し ，
「こ こ ろ 」 と言 い た くなる 「魂」 と ， や は り 「心 」

と言 い た くなる 「ハ ー ト （心 臓）」 の 関係 を明 らか にす る もの で は ない ．事

実 ，
ア リス トテ レ ス も 『デ ・ア ニ マ （心 とは何 か ）』や 『ニ コ マ コ ス 倫理

学』 の 中で は 「心 臓」 へ の 言及 は ほ とん どない ．「魂 ・こ こ ろ」 を ， 身 体
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の
一
部で あ る 「心 臓」に結び つ けて 考え る こ とがそ もそ も問題 をは らん で

い るの で あ ろ うか ．して みれ ば ， 西 欧や エ ジ プ トの 表象 と対比 して ， ギ リ

シ ア 哲 学は どの よ うな志 向 を持 っ て い た と言 うべ きで あ ろ うか ．本論で は

ま ず ， プ ラ トン に 定位 して そ の 方 向を 見定 め て い くこ とに し よ う．

1

　プ ラ トン は ， 心臓 （Kap δior）とい う語 を ， 全 対話篇 の 中で
， 以 下 の 17箇

所 で 用 い て い る
9）．

　 Ion　535c8．

　 Symp ．215e2；218a3．

　 Phd ，94d8 ＊
；94el＊

；ll8a3．

　 R ．1．331a6．

　 R ．III．389el3 ＊
；390d4＊

；390d5＊．

　 R ．IV ．441b6 ＊．

　 R ．VI ．　492c3．

　 Tim．65dl；70a7；70cl；70d3．

　 Laws　VII．791a5．

　
一

見 して ， プ ラ トン 全 対話篇 にお ける 「魂 ・こ こ ろ」 と して の Ψu 蜘 の

多用 とそ の 重要 性 に 比 べ て
， 驚 く1まど少 ない 用例 と言わなけれ ば な らな

い ． しか し ， そ こ に何 らか の 特徴が 見 い だせ は し ない だ ろ うか ．

　まず ， 気 が っ くの は ， そ の うち ，

＊ 印 を付 した 『パ イ ドン 』 2例 と 『国

家』の 4 例 は ， ホ メ ロ ス の 引 用 にお ける K ρα δinとい うか た ちで ある こ と

で あ る．ま た ， 『国家』の 他 の 2 例 も，

一
つ は ピン ダ ロ ス （fr．202）

t°）
， も う

一
っ は 当時の 諺の 引用

1り
で あ り， 以 上 で ， 詩句 等の 引用 例 が全 体の 用例の

半数 を 占め る とい うこ とで あ る ．そ こ に は プ ラ トン 独 自の 用 法 は ない こ と

にな る．そ れ で は ， 地 の 文 にお け る そ の 他 の 用例 は ど うで あろ うか ．『イ

オ ン 』， 『法 律』で の 用例は ， 心 臓 の 鼓動 に関す る もの で 要す る に 「ど き ど

きす る 」 とい うこ とを述 べ た だ け の もの で あ る
t2）．ま た ， 『パ イ ドン 』の

最終部分で ， 毒杯 を あお ぐ ソ ク ラテ ス に対 して ， 刑 吏が
， 毒が 回 っ て き て

感覚 の ない 冷 た さが足 先か ら徐 々 に進 ん で きて
，

「つ い に 心臓 まで 達 した
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ときが 最期の 時で す 」 と告 げる と きに
，

ま さに 心 臓 が 言 及 されて い る
13）．

『饗宴』で は
，

ソ ク ラテ ス に会 っ た ときの ア ル キ ビ ア デス が そ の 心持 ちを

告 白す る部分で ， 「じ っ さい こ の 人 の 話 を聞 くご とに ， ぼ くの 心臓 は ， あ

の 秘儀 に参 じ る熱 狂 的 な コ リュ バ ン テ ス よ りもず っ とは げ し く動 悸 が し，

涙 が 出るの だ 」 と言 っ て い る
14）。 これ は ま さに ，

「僕の 心 は 高鳴 っ た」 と

言 うこ との 比 喩 と言 うよ り ， じ っ さい 「は げし く動悸が した」 とい うこ と

を述 べ た もの で あろ う．た だ し
， その 直後 の 箇所 で ， ア ル キ ビ ア デス は ，

ソ ク ラテ ス に よ っ て 「人 間が噛 まれ る揚所 と して は ，
い ち ばん 痛い とこ ろ

を噛まれ た の だ ．つ ま り， 心臓 とい うか魂 とい うか
， ま あ どん な名 前で 呼

ぶ に して ， そ こ を， あの 知 を愛 し求 め て な され る言論 に よ っ て ， ぶ ん なぐ

られ ， 噛み つ か れた の だ ．しか もそれ は ， ひ とたび 凡庸な らぬ 若 い 魂を っ

かま えた ら
， 毒蛇 よ りもは げ し く と りつ い て ， そ の 魂 に どん なこ とで も さ

せ た り ， 言 わせ た りす る もの なの だ」 と言 っ て い る
IS）． こ こ で は ，

「心臓

が噛まれ る こ と」 と 「魂 が つ か まれ る 」こ とが なん らか重 ね られ て ， 心臓

がそ の 人 の こ こ ろの 核心 を衝 くもの と して 位置づ けられて い る こ とは ， 注

纛に値す る ．しか し こ こ で ，
F心臟」 はす ぐに （若 い 人 の ）「魂 」 と言い 換

え られ て い る 。魂 を 1
’
こ こ ろ」 と読み替 え て も差 し支 え ない が

，
こ こ で 敢

え で
「
心臓 」 を こ こ ろ の 働 き を持 っ た 「心 」で あ る と考 え て い る こ と を強

く支 詩す るテ 葬 ス トとは 言 い 難 い ．さ らに
， 言論 を 聞 くこ とと心臓 との 関

係 を と りた て て 羽 らか に す る もの で も ない ．

　駆上 で ，童 とL、 て プラ トン の 地 の 文 に現れた rカ ル ディ ア （心 臓）」 の

用 例 を通 覧し た p けで あ る が ， 先 に も述 べ た よ うに ，
こ 烹，ら以外 は ， 『テ ィ

マ イ オ ス 』の 4 例 を除 い て
， す べ て ホ メ m ス の 引用 と して テ キ ス トに登

揚 ケ るの で あ る ，しか も，『パ イ ドン 』と 『国家jlの み に それ らは 現れ る 。

　 注 目に値す る の は ， 『パ ノ ドン 』 と if国家』第 3 巻お よび 第 嬶巻で ， ホ

メ ロ ス 『オ デ ＝ 一セ イ ア
ー

』第 20 巻 二7一鰺 の 同 じ詩句が
， 引用 され ， そ れ

ぞ れ の 文脈 で ， 彼 の 考察 の 典拠 とされ て い る こ とで あ る
孟6）t．そ の 同 じ詩句

ど は ．

　 1か れ は 胸 を 訂 ち ， 自分 の 心 （κ ραδ娩v ）を こ う言 っ て 叱 っ た ，

　耐 え忍 べ
， わ が 心 よ （印 αδ晦 ， お ま えは 昔も っ と恥 ずか しい こ とに 耐

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolrtan 　Unlversrty

プラ トン における心臓 と魂 ・こ こ ろ 5

　 えた で は ない か」

とい うもの で あ る．

　 こ の 詩句 が発 せ られ るの は，ま さにオデ ュ ッ セ ウス が ， 身 をや つ して 帰

郷 して み る と， 留守 宅 が 求婚 者 た ち に好 き放題 に され て ， 留守 宅 の 侍女た

ち も彼 らに通 じて し ま っ て い る様子 をま ざま ざ と見せ っ けられ て
，
オ デ ュ

セ ウス が 憤怒 を抱 く場面で あ る．彼 は憤 りなが ら も， 今討 っ て 出るの で は

な く， 時機 を待 つ べ く しば し堪 忍 す る際 に ， 彼 に よ っ て 発せ られ る言葉 が

こ れ で あ る ．こ の 詩句は ， 『国家』第 3 巻で は 尚武 の 気風 を養 うも の と し

て ， 守 護者 の 教育の た めに推 賞 され て い る
且7）．『パ イ ドン 』 と 『国家』第

4 巻で は ， あの オ デ ュ ッ セ ウス にみ られ た よ うな ，
こ こ ろ の 葛藤 とも言 う

べ き状態 に 焦点 が集 め られて い る
艮8）．しか し

， そ の 内実 は 両書で 大 き く異

な る ． プ ラ トン に とっ て こ の 詩句 が
，

ど うして繰 り返 され る ほ ど重要で

あ っ た の だ ろ うか ．

　 そ もそ も ， ホ メ ロ ス が 引用 され ， 議論の 典拠 と され て い る とは い え ，

「プ ラ トン に とっ て ホ メ ロ ス の 詩句 は 何で あっ た か 」 とい う重 要 な 問題 に

我 々 は直面 す る．そ の 際， 詩 的言語
一

般の 真実性 に つ い て は ， ホ メ ロ ス 語

りが 吟味にか け られ る 『イ オ ン 』の 解読 や 『国家』第 10 巻 の い わ ゆ る 「詩

人 追放論」の 解釈がす ぐに念頭 にの ぼるで あろ う．そ の 限 り
，
プ ラ トン が

ま ともにそ の 字義通 り信 じて い た な ど とは にわか には 信 じがた い もの が あ

る．しか し
，

こ こ で は ， 詩人 ホ メ ロ ス に 対 し て
一

般 に プ ラ トン が持 っ と さ

れ る
一

定の 教説 か ら個 々 の 詩句 を評定す るの で は な く， 文脈 を形成 し引用

の 地 とな っ て い る議論 の 進行 と引用 され る ホ メ ロ ス の 詩句 との 重 な り合

い
， な い し ， ぶ つ か り合い か ら ， そ の よ うに テ キ ス トを織 りな して い る著

者 プ ラ トン の 探求の 方 向を見定 めた い の で あ る．

　われ われ に は 計 り知れ ない ほ ど， 対 話 篇の 著者 プ ラ トン も 4 世紀の そ

の 読者た ち も ， ホ メ ロ ス の 詩 句 を熟知 して い た ．しか し同 時に ，
ホ メ ロ ス

と古典 期 との 時代の 隔 た りは 大 き く ， 両者 の 想念 は
， 同 じ言葉が 使 われ て

い る と して も大 き く異 なる こ と に 細 心 の 注 意 が 払 われ な け れ ば な ら な

い
19）． しか も， 対話 篇 は ， 前 4 世 紀 の 作者 プ ラ トン が ， 前 5 世紀 の ソ ク

ラテ ス が対 話 の 論 を進 めて い る様 として
，
い わ ば突 き放 して 描 い て い る わ
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けで
，
そ こ に も 種 の ずれ とい うか 留保が認 め られ るはずで あ る ．何 よ り

も ， 前 5 世 紀 は啓 蒙 の 時代 で あ っ た ． ホ メ ロ ス で は
， 横 隔膜や心 臓 な ど

の 身体部位 は
， それ ぞ れ独 立 し て

， 知見 や気概 を も っ て い る と考 え られ て

い た 。 これ に 対 して ，た とえば ，
ヒ ポ ク ラ テ ス 文 書に は ， 次の よ うな

一節

が あるp 「私 は
， 脳 が意識 の 伝 達者で ある と主 張す る もの で あ る．横隔膜

（φpεv6 ⊆）が こ の 理 知力 （φρ6vησ◎ と呼 ばれ て い るの は ， 偶然 と し きた り

に よ る もの で あ っ て ， 真実 に も 自然 に も基 づ くもの で は ない ． ……
あ る

人 々 は われ われ は 心 臟で もの を考 え る （φρOV 就V）とい う， また苦痛 を感 じ

た り悲 しんだ りす る の も心臓 で あ る とい う．しか し こ れ は 本 当で は ない ．

心臓 が横 隔膜の よ うに ，
い やそ れ 以上 に振動す るの は次の 理 由 に よる にす

ぎな い ．す なわ ち心 臓 には全 身か ら脈管が延び て きて お り， それ らを心臓

が 統 括 して い るか らで ， 人 体 に苦 痛や 緊張 が くる と
，
そ れ を感 じる の で あ

るeg − ・（横 隔 膜 も心 臓 も） ど ち ら も知性 （φρ6vησ   に あず か っ て お ら

ず ，
こ れ らす べ て の 原 因 は脳 な の で ある」

2°）。プ ラ トン が こ の よ うな考 え

を知 らなか っ た はず は ない ．い なそれ どこ ろか
，
ソク ラテ ス そ の 入 を こ の

よ うな考 え を熟知 して い る人物 と して 登場 させ て い る．『パ イ ドン 』の ソ

ク ラテ ス は ， そ の す ぐ後の 箇所 で ， か つ て ， 自然 の 探究 に熱 中 して
， 例 え

ば
，

「われわ れが思考す るの は 血液 に よ っ て なの か
， そ れ とも空気 に よ っ

て なの か
， ある い は 火 に よ っ て なの か ．そ れ とも，

こ れ らの い ずれ で も な

くて ， 脳 が 視覚や聴 覚や嗅覚 な どの 諸感覚 を提 供 し ，
こ れ らの 諸感 覚か ら

記憶 と判 断が生 じ ， 記憶 と判 断が安定す ると ， そ こ か ら知識 が 生ず るの

か ．こ れ らの こ とを考 察 し なが ら ，
つ い に 自分 が こ うい う研 究 に生 ま れ っ

き全 く才能 が ない とい うこ とに思 い 至 っ た 」 と述 べ て い く
2 り。こ の 同 じ ソ

ク ラ テ ス が ホ メ ロ ス を引い て い る とこ ろ に
一

つ の ドラ マ が あ る の で あ る e

　 さて ， まず ，
こ の ホ メ ロ ス 『オデ ュ ッ セ イ ア 』の 引用 が最初 に登場す る

『パ イ ドン 』で は ， 魂 ・こ こ ろ そ れ 自体 が ， た とえば琴 の 弦 の よ うな調 和

で あ る とい う説 を反 駁 す る 文脈 に お い て ， こ の 詩 句 が引用 され て い る．す

なわ ち， まず ，
「魂 ・こ こ ろが

， 調 和 で ある とすれ ば ， 魂 ・こ こ ろ をっ く っ

て い る構成要素 とは 反対 の 歌 を決 して 歌 うこ とが で きない e 構成要素で あ

る弦は ， 締 め られ た り弛め られ た り弾かれ た りそ の 他何で あれ そ うい う情
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態 を被 る とき ， 調和 はた だ こ れ らの 情態 に追従す る の で あ り，
こ れ を支配

す る こ とは ない 」．「し か る に ， 魂 ・こ こ ろは ， ひ とが 挙げる とこ ろ の ， 魂 ・

こ こ ろ を構成 して い るすべ て の 要素に対 して 命 令を下 し全生涯 を通 じて ほ

とん どす べ て の 点で そ れ らに 反対 し ， あ らゆ る仕方で そ れ らを支配 し ， あ

る場合 に は
， 鍛錬や 医療の よ うに ， 厳 し く痛い 目に あ わせ 懲 ら し めた り ，

あるい は ， もっ と穏やか に ， 脅 した り戒 めた りしな が ら
， 欲 望や怒 りや恐

怖 に 対 して ， 別 の もの と して 語 りか け るの で は ない か 」 とい う，
い わ ば事

実 に基 づ く論 点 を提 出す る 。

　そ して ，
こ れ に加 えて ，

「こ れ は ， お そ ら く ， ホ メ ロ ス が ， 『オデ ュ ッ セ

イ ア 』の な か で 歌 っ た こ とで あ り ， そ こ で 彼 は オ デ ュ ッ セ ウ ス に っ い て

「か れ は 胸 を打 ち ， 自分 の 心 を こ う言 っ て 叱 っ た
， 耐 え忍 べ

， わ が 心 よ ， お

ま えは 昔 も っ と恥ず か しい こ とに 耐えた で は ない か 」と歌 っ て い るで はな

い か 」 と， ホ メ ロ ス を こ の 事 実 を証左 す る典 拠 と して 引き合い に 出 して

「ホ メ ロ ス が こ う歌 っ た とき ， 彼は 魂 ・ こ こ ろ が 調 和 で あ り， 肉体 の 諸 情

態 に よ っ て 引きず り回 され る よ うなも の と考えて い た ， と君 は思 うか ね」

と ， 問い か けてい る．そ して ， 以上 の 二 点か ら，
「こ こ ろは， 肉体 の 諸情

態 を引 きず り回 し ， それ らの 主人 と な る よ うな もの で あ り， 調和 とい う在

り方そ の も の よ りも （そ れ を越 えた そ れ を生 み 出す原 因 と して ）は るか に

神 的な何 か と考 えて い たの で は ない か 」と されて い るの で ある．魂 ・こ こ

ろ が調和 その もの で ある とい う説 を受 け入 れ る と 「思 うに ， われ われ は神

の よ うな詩人 ホ メ ロ ス と もわれ われ 自身 とも仲たがい する こ とになるだろ

うか ら」 と ， こ こ で の ソク ラテ ス は結論 して い る
22）．

　『パ イ ドン 』の 議論は ， 独 立 存在す る魂 ・
こ こ ろ の 確 立 が 急務 で あ り，

こ

れ に対 立す る も ろ もろ の 情念は ， 魂 ・
こ こ ろ の 内側 の 問題 で は な く， ひ と

え に肉体 ・身体 の もの と して ， 外側 に集約化 して い るの で ある． こ れ は

『パ イ ドン 』の 探求の 特徴で あ り，
い わ ゆる ，

こ こ ろ とか らだ の 二 元論 の

構 図 を描 き 出す の で あ る ．し か し ， そ の 代 償 と して ， ホ メ ロ ス で 生 き生 き

と した 独 立 の 働 きを為 して い た気概 （evp6g）の 消去 とい う事態 を招 い て い

る．そ の 証 拠 に ，
こ こ ろの 命令す る働 きに 対立 す る諸情念 とし て 枚挙 され

て い る の は ， 欲 望 と怒 りと恐 怖 な どで あ る ． これ に対 して ， ホ メ ロ ス の
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「心 （K ρα δtn＝Kap δiα）」 は ， 明 らか に
， 単な る欲 望や理 不尽 な怒 りに還元

され るもの で は な く ， 同 時に ，
「かつ て の よ うに 堪 え忍 ぶ 力」 も備 えた も

の で あ っ た に違 い ない ． 「心臓 」 が その よ うな 「心 」 を表 し ， 魂 は そ の よ

うな 自身の 情念 へ の 関わ りを持 つ とい う事態 に対 し
， 『パ イ ドン 』で は ，

こ

れ を魂の 向 こ うに据 えて
， 手 前 に

一
歩踏み とどま っ て い る の で あ る．本来

こ こ で 要請 され るの は ， 情念 ・感情 （パ トス ）論で あ り， これ に人の 魂 ・

こ こ ろ が ど う関 わ るか とい う問題 で あ るの だ が
， 『パ イ ドン 』で は ， 何 か

単純 化 され ，

一
切 を 肉体 ない し欲望 とい う仕方 で ， 魂 ・こ こ ろ と切 り離 さ

れ て い く．だ が
，

プ ラ トン はい つ ま で も こ の 立 場 に と どま っ て い な か っ

た
23 ）．こ こ ろの 葛藤 を解明す る こ とは ， 『国家』の 重 要 なテ ー

マ とな っ て

お り
，

あの 詩 句 も ， も う
一

度引用 され る の で あ る ．

2

　『国家』第 4 巻 は ， 国家 ポ リ ス の 三 部分説 を提示 した上 で ， 単に こ れ ら

と同 じもの を三 つ な らべ る とい う仕方 で ， 小文 字 とし て の 魂 ・こ こ ろ の 三

部分 を提示 す る の で は な く ， ま ず ， 欲す る もの とそ れ を引 き留 め る もの と

の 対 立緊張の 原理 か ら， 欲 望 と理 知 を別 の もの と して え ぐり出 した 後 ， 次

に
，

レ オ ン テ ィ ノ ス の 事 例 を持 ち出 して ， 欲 望 と気 概が別 の も の で あ る こ

と を示 唆す る．す なわ ち ， ア グ ライ オ ン の 子 レ オ ン テ ィ ノ ス が
， 城壁 に外

に 沿 っ て や っ て くる途 中 ， 処刑 吏の そ ば に 死体 が横 た わ っ て い る の に 気づ

い て
，

「見 たい とい う欲望 に と らえ られ る と同 時に
， 他方で は ， 嫌悪 の 情

を もよお し ， 身をひ るが えそ うと した ．そ うして しば ら くは ， 1欲 望 と嫌

悪 の 情が）戦い な が ら ， 顔 を覆 っ て い た が ，
っ い に ， 欲望 に打 ちま か され

て
， 眼 をか っ と見 開 き ，

死 体の そ ばへ 駆 け寄 っ て 叫ん だ ，
こ の 美 しい 見物

を堪能せ よ と」．こ の 例 を持 ち 出 して ，
ソ ク ラテ ス は 「怒 りは 時 に は 欲望

と戦 うこ とが あ り，
この 戦 い あ うもの 同士 は 互 い に別 の もの で ある こ とを

示 し て い る」 とす る の で あ る
24 ）．

　そ の 際 ， 気概 の 役 目は ， 微妙 で ある ．ポ リス の 三 部 分説 に なぞ らえて ，

「い わ ば番 犬 の よ うに ， 国家 の 羊飼 い と言 うべ き支配者 た ち の 命 に従 う」
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か の 補助者 ・戦士 の よ うに ，
「こ こ ろの 中で 起 こ る内乱 に あた っ て は ， む

し ろ は る か に ， 理知 的部分 に味方 して 武器 を取 る もの で あ る」こ とが確認

され る
一方 で ， グラ ウ コ ン の 言 うよ うに ， 欲 望 に近 い もの で あ り， 子 ど も

で も生まれ なが らに も っ て い る こ の 部分 に対 し
，
理 知 的部分は ある もの は

無縁 あ る もの はず っ と後に な っ て か ら身 に つ け る もの とい う事実か らも ，

気概は理 知 とは 違 うと請 け合 う．そ して ， ソ クラテ ス は ， さらに ， 先の ホ

メ ロ ス の 詩 句 「彼 は胸 を打 ち こ う言 っ て 心 を咎 め た 」 を証拠 とし て 引い

て
，

「ホ メ ロ ス は こ こ で ， 明 らか に ，
こ こ ろ の

一
つ の 働 き を も う

一
つ の 働

き と対峙 させ て
，
よ り善い よ り悪 い を勘考す る部分 が ， 考 えな しに憤慨 し

て い る部分 を叱 りつ け る様 を描 い て い るの だ 」 と結 んで い る
25〕．

　パ イ ドン に 見 られ る よ うに ， こ の 二 つ を よ り神 的 な部分 と激情の 部分 と

の 二 分 と して 読む こ とも可能 で あ る が ， 国家で は ， 気概の 二 重の 働 きに視

線が注がれて い る．おそ らく，
プ ラ トン はテ ユ

ー モ エ イデ ス の 中に 二 っ の

種別 を ， あるい は テ ユ
ー

モ エ イデス 気概の 部分 とテ ユ
ーモ ス と して の 激情

や怒 りそ の もの と を 区別 して 考 え て い るの で は な い だ ろ うか。 そ の 際 ，

「心 臓」 は ，
理 知 に 近い なが らも ， どち らか とい うと，

ア ロ ギ ス モ に憤慨

す る気概そ の もの に 指定 して い る よ うで あ る ．しか し
，
心 臓 の そ の よ うな

反 応 は ， 即欲望 と同
一

視 され るの で はない 。レ オ ン テ ィ ノ ス は 身 をひ る が

えそ うとす る嫌悪感 ， 目前 の 不 正 に 我慢の な らない 憤怒を 覚え る部分 と し

て い る こ とが 特徴的で ある．プ ラ トン の こ こ ろ にお け る 心 臓の 位置 は ，
こ

の よ うな義憤 の 心 を指す もの と言 っ て もよ い で あろ う．

　 「心 」 を め ぐるホ メ ロ ス の 引 用 は ，
こ の よ うな気概 （evp6g）と気概的部

分 （evp 。εtδhg）につ い て の 考察 の 文脈 に置 か れ て い る ．す な わ ち ， まず ，

気概 が欲望 と退 治す る よ うに説 き起 こ され なが ら （レ オ ン テ ィ ノ ス の 例）

ホ メ ロ ス を証拠 に善悪 を勘考する理知 的部分に よ っ て 叱 りつ けられ る 「分

別 をわ きま えず に憤慨 して い る も の 」として ， 理 知 的部 分 とは別 の 種 族 で

あ る こ とが え ぐ り出 され る の で ある。

　 レ オ ン テ ィ ノ ス の 例 にお い て は ， 死体 をみ た い とい う黒 々 と した欲 望 に

対 峙 し て
，

こ れ を押 し と どめ よ うとす る
，
理 知 と言 うよ りは も っ と直截 な

憤 り， 嫌 悪感 を指 し て い た 。自身 を 引き 戻 そ うとす る こ の よ うな直截な気
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概 は，そ の 発 動の 要 と して
， 自らが不 正 を して い る と思 うか ， あ る い は ，

自らが不 正 な仕 打 ち に あ っ て い る と思 うか ，
の 場 面に あ っ て

， 不 正 を して

い る と自認す る揚合は ， 罰 として 何を されて も憤 るこ とが ない の に 対 し

て
， 他方 ， 不 正 を受 けて い る と感 じる 揚合 に は ， こ の 憤 りが ， 理 知 に よ っ

て な だ め られ て 呼び 戻 され るま で ， あ くまで も憤 り続 ける とい うとこ ろで

分かれ て く るn して みれ ば ， 気 概 はそ れ 自身一種 の 道徳的判断 の 主体 で あ

り， ま た ， それ に基 づ く行 動の 担 い 手 ともみ なせ よ う．しか るに ， 不 思議

な こ とに ， 以上 の 気概 の 働 きに つ い て ，
こ れ が理 知 的部分の

一
種 族 と して

包含 され ， 魂 ・ こ こ ろは 欲望的部分 と理 知的部分の 二 分構成 に な る の か ，

それ とも ， 両者 と もそ れ ぞれ に異 なる第三 の 部分 と して 「気概的部分」 と

して 存立 すべ きもの で あ るの か とい うソ ク ラテ ス の 問い を受 けて ， そ れ は

容易 に理 知 的部分 と 区別で き る．なぜ なら，
「子 供で も気概は あるの に 対

して ， 理 知 は後 か ら身に っ ける か ， 結局身 に つ か ない 者もい る」 とグ ラ ウ

コ ン が答 え るの を引き受 け て
，

ソ ク ラ テ ス は ，
「確 か に獣 の 場合で もそ う

だ 」と肯い
，

こ こ で 気概 は 単 な る激情の よ うな もの に位 置づ け られ る よ う

に なる．そ して ，
こ の よ うに分別 を欠 い て 怒 る例 とし て ， ホ メ ロ ス の 詩句

が 証 拠 と して 出 され るの で あ る 。ホ メ n ス の 文脈その もの は ， 先に述べ た

よ うに ， は っ き りと義憤 を現 して い るオデ ュ ッ セ ウス の 胸 中の 心 臓 ・心 で

ある．内容 的に ， 不正 を憤 る気概で あ り， 子供や獣 の 誰 に で もみ られ る よ

うな怒 りの 激情で は ない で あ ろ う．こ の 落差 を どの よ うに解 した らよ い の

で あろ うか ．まず ，
こ の 部分は 「分別 をわ きま えず に憤慨 して い る」 とさ

れ る もの の
， そ れ は ， 今 し ば ら く待 っ て 復讐の 時機 を見計 ら うとい うオ

デ ュ ッ セ ウス 的計 略 を欠 い て い る とい う意 味で あ っ て ， そ の 心 自体が
， 不

合理 な激情の 赴 くま ま で あ る こ とを意 味 しな い ．『国家』第 4 巻 の 理知 的

部分 の 働 きが巧 み な思量 で あっ た こ とを想起すれ ば，
こ の 点は納得 がい く

で あ ろ う． さ らに ，
示 唆 を与 え る 表 現 と し て ，

「気概 の 部分 は ， 第三 の 種

族 と して 区別 され ， 悪 し き養 育に よ っ て だ め に され ない か ぎ りは ，理 知 的

部分の 補助者 で あ る こ とを本性 に する もの で あろ うか 」とい う問い か けが

あ る
26）．こ こ で は ， 気概 が気概 の 部 分 と し て形成 され て ， 理知 的部 分の 補

助者 と して 本性 的に 位置づ け られ る と い う方 向が示 され て い る．しか し ，
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同時 に悪 し き養 育の 影 響 をま ともに受 け る もの で ある こ とも示 唆 して い

る
2D

．「本性 とす る」 とは対立 して い る もの が 強制 的 に従 わせ られ て い る

とい うの で は な く， それ 自体の 固有の 働 き として そ の よ うに な る こ とを意

味す る．ホ メ ロ ス の 引用 され ない 次の 行 「耐 え忍 べ
， わ が 心 よ ， お ま えは

昔 も っ と恥ずか しい こ と に 耐 えた で は ない か 」が響 い て い る と考 え る の は

考 えす ぎで あろ うか ．気概 の 部分 と して の 心の あ り方 にお い て ， 魂 ・こ こ

ろ全 体の あ り方 が決 定 され て い る機微 が伺 われ る考察 と言 えよ う． しか

し ， こ の こ とは ， 『パ イ ドン 』で 確 立 した か に見 え た魂 の 魂 と して の 独 立

優位性 に と っ て は危機 的で あ っ た ．す なわ ち， 何 らか 身体的振る舞い をす

る部分 を， 魂 の 中に組 み込ま な ければな らない 現実 に直面 して い るか らで

あ る ．そ れ が 単な る無際限 の 欲望で あ る な らば
，
ひ た す らに 無分別 な もの

と して外 化 す る こ と もで き た で あろ う。 しか し ， 魂の 気概 的部分 の 形成

は ， そ の よ うな魂 を持 っ た 人 と して ， ま さに現 実 に存 在 して くる
as）．そ の

時 ， 現 実の 主 導権 は どこ に あ る こ とに な る の で あろ うか ．
一

見安定 し て い

た魂の 三 部分の 関係 が容易に主導権争い を引き込 ん で くるゆ えん は そ こ に

あ っ た の で あ る． （『国家』 第 9 巻参照）

3

　魂 ・こ こ ろ の 全体 の あ り方 を ， さ らに 身 体部位 の 構 成の 人 間学 として 考

察 を試 み た も の が ， 『テ ィマ イ オ ス 』の 人 間論 で あ る．こ の 中に現 れ る心

臓 ・心 の 位置づ けを次に確認 しよ う．『テ ィ マ イ オ ス 』は ， 宇宙論か ら始

ま っ て ， 身体論 へ と展 開 して い る。こ の 論 を どの よ うに 受 け止 め る べ きで

あ る か は ， 論 が 分か れ て い る ．『テ ィ マ イ オ ス 』全 編 の 「あ りそ うなお 話」

とい うプ ラ トン の 再三 の 注 意書きか ら して ， そ の まま ま ともに受 け入れ る

の に は慎重 で あ るべ きだ と指摘 が 当然 ある
29）．他 方 ， ガ レ ノ ス は ，

こ れ を

ま じ め な もの と して 受 け取 っ て
，
ス トア 派 の 心 臓 中心 説 に反対 す る 自説 を

補強す る典 拠 として ，
ヒ ポ クラテ ス 説 と並 べ て 検討 して い る

3°）
，い ずれ に

せ よ ，
プ ラ トン の 教 説 doctrineが 何 で あ っ た か

，
で は な く， 彼 の 探 求 を見

っ め て い く こ とを大切 に した い われ わ れ と して は
， 『テ ィ マ イ オ ス 』に お
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い て ， 魂 ・ こ こ ろが身体 ， と りわ け心臓 に い か に 関わ っ て い る か ， こ の 心

臓が 「心 」 と して ど の よ うに考 え られ て い る か を考察 したい ．

　『テ ィ マ イオ ス 』に お い て ， 心 臓 ・心 （lcαρδtα）は ， 4 ヶ 所現 れ る。一
つ

は ， 65dで ， 舌 の 感 覚 との 関係 で
，

「舌か ら心臓 ま で の び て い る小 さい 管」

とい う表現 で あ る．感覚の 中心 と して の 心臓 とい うア リス トテ レ ス の 心臓

理 解 との 関連が 予想 され るが
， 『テ ィ マ イオ ス 』に お い て ， 心臓 がそ の よ

うな位 置を占め る記述は ほ か に は な く，
五 感の 統合ス テー シ ョ ン の 地 位に

心臓 が据え られ る こ と は ない と言 え よ う。む し ろ ， 興味深 い の は ， 他 の 3

ヶ 所で
， 『テ ィ マ イ オ ス 』にお い て ， 身体の 創造 に つ い て 次の よ うな記述

の 中 に置 か れ た もの で あ る ．少 し丁 寧 に見 て い こ う．

　ま ず ， 創 造主 で あ る神 が ，
「様 々 の 原 因を い わ ば素材 の よ うに用 い て 」人

間な どを創造す る際 ，
「神 的な もの につ い て は 自らが造 り主 とな り，

死 す

べ き者た ちの 生 成に っ い て は 自分の 子 ど もた ち に 造 る こ とを命 じ た」とい

う． さて ，
「彼 らは ， 父 をまね なが ら ，

こ こ ろ （魂）の 不 死 な る始源 を受

け取 る と， 次 には ， そ の ま わ りに 死すべ き身体 をま る く造 り ［＝ 頭］， 乗

り物 （6xnpeα）とな る よ うに ， そ れ に身体全 体を与 えた b そ の 身体の 中に ，

魂 の 別 の 種類の もの
，

っ ま り死 すべ き種類の もの を ， も う
一

つ つ け加 えて

組み 立 て よ うとした 」
31〕．こ の 「乗 り物」 とい う表現は

，
ま さに 心身二 元

論の 典 拠 と して 受 け止 め られ るか も しれ ない ．しか し ， 身 体に 浸透 した も

の として 「死 す べ き魂」 も同時 に措定 して い る こ とは 『テ ィ マ イ オ ス 』の

新機軸で あ る．

　さて
，

こ の 種 の 魂 は
，

「自分の 内に恐 ろ しい 諸情態 （παe魚 α τα）を必 然的

に も っ て い る」 とい う。そ れ らは 「悪 事 へ の 最大 の 餌で あ る快 ， 次 に善い

こ と を避 け させ る苦 ， さ ら に思慮 の ない 助 言 者 で あ る無 謀 と恐れ ，押 さえ

が た い 気概 ， あ て に な らな い 希望 な ど」で あ るが ， それ がある の も 「必 然」

だ とい う．そ して ，
「ま さに こ れ らの 諸情念に よ っ て ， 万

一
や む を得 ない

場合 は 除い て
，

か の 神 的な もの を汚す こ と があ っ て は な らぬ とは ば か っ

て
，

こ の 死 すべ き魂の 種族 を神 的な もの か ら離 し て
， 身体 の 中の 別 の 住居

に 住 まわせ る よ うに し た」 とい うの がそ の 子細 で あ る ．以 下 ，
「そ の 隔離

の た めに ， 頭 と胸 との 間 に頚 を介在 させ る こ とに よ っ て
，
この 両者 を仕 切
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る境界 とな る 峡部を造 り，
こ うして ， 胸 ， あ るい は ，

い わ ゆる胸郭 の 中に ，

魂の 死 すべ き種 族 を縛 り付 け」よ うとし
， さらに ，

「こ の 種 の 魂 の 中に も ，

本来 的にす ぐれ た もの と劣 っ た もの とが ある の で ， ち ょ うど女の 住居 と男

の 住居 を区別す る よ うに ， こ の 胸郭 の 腔所 に も改 めて ， そ の 真ん 中に 隔壁

と して 横 隔膜 を置 き ， そ うす る こ とで
，

これ に 仕切 りを入 れ た 」 と して 身

体 図式 に なぞ らえて
， 魂 ・こ こ ろの 秩序 を図 っ て い る の で あ る

32 ）．

　 さて ， こ の よ うな 図式 の も と ，
「魂の うち ， 勇気 と気 概 を備 えた ， 負 け

ず嫌 い の 部 分 は ，
こ れ を ， 頭 に近 く， 横 隔 膜 と頚 の 間 に住 ま わせ た 」 と さ

れ るが ， そ れ は ，
「魂の こ の 部分が ， 理性 の 言葉の よ く聴 ける 位置」（70a）

だ か ら とい うの で ある．こ の よ うな主導 と聴従 とい うか た ちで
， 魂 ・こ こ

ろ の
一

体 化 は な され て い る ．

　 こ の よ うな魂 ・
こ こ ろ の 機制の もと ， 心臓 に つ い て の 言及 が な されて い

る ．そ れ は ，
「血管の 結節 をな し ， 身体四肢を余す とこ ろな く激 し くめ ぐっ

て い る 血液 の 源 泉 を な して い る 心臓 （K αρδ鋤 を ， 衛兵 の 待機 所へ 配 置 し

た 」（7  a7 ）とす る もの で あ る ． そ の 役 目は ，
「外 部 か らあ る い は 内部 の 欲

望 か らで も， 何 らか の 不正 行為が
， 身体諸部分の とこ ろ で な されて い る と

い う理 性 の 通 告 に ， 気 概 が激 して た ぎ る よ うな とき ， 身 体 内の お よ そ感 覚

能力 を持 っ た もの が どれ で も ， あ らゆ る狭 い 通 路 を通 っ て
， 敏速 に ， そ の

勧告や威嚇 を感知 して ， その 言 うこ とを聴 き ， 全 面 的に従 うよ うに
， そ し

て こ の よ うに して ， それ らが
，

か の 最もす ぐれ た部分 に ， か れ らす べ て の

聞 で 無 事 に 最後 まで 主 導権 （贈 馳 劔 ε宜v）を行 使 させ る よ うに す る た めで

あ っ た 」． こ こで は ， か の 「不 正の 感 知 に 対す る気概 の 働 き」 が再確認 で

きる が ， や は り ， 頭脳 内 の 魂 の 主導権 へ の 聴従 に位 置づ けられ て い るの で

あ り， そ の 独立 は認 め がた い 。そ して
， 気概の 発憤 と連動 して 起 こ る 「心

臓 （K 嘩 δ絃 ）の 動悸」（7  G 且）1こ対 し て は ， 激 昂す る 部分 の こ の よ うな高ぶ

りが
， 火 の 熱 に よ る もの で あ るの で

， そ の た め 救 援 策 を こ うじ て ， 肺 とい

う種類 の もの を植 え付 けた 。そ れ は 「ま る で 海 綿の よ うに ， 内 部 に い くつ

もの 孔が あい て い る もの なの で
，

こ うして
， 気 息や飲 み物 を受 け入 れ て ，

心 臓 を冷や し
， 灼熱 状態 に あ る それ に ， 元 気 を回復 させ ， くつ ろ が せ る こ

とがで き る よ うに な っ て い る の で ある 」．つ ま Ol　p
「肺 そ の もの は こ れ を心
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臓 （xap δtα）の ま わ りに （70d3）， ち ょ うど柔 らかい 詰 め物 の よ うに め ぐ ら

せ 」 「気概 の 憤 りが 心臓 の 中で 頂点 に 達す る とき に も ， 心臓 が ， ふ か ふ か

した 抵抗の ない もの に 向か っ て 弾み ， また 冷や され る こ とに な り， そ れ だ

け労苦 も軽減 され ， そ の 分だ け余計 に気概 に 与 して ， 理 性 に仕 え る こ とが

で き る よ うに な る た め」 に ， 周到 に備 え られ て い る とい うの で あ る ．

　『テ ィ マ イ オ ス 』にお い て ， 心臓 は 「心 」 な の だ ろ うか ．魂 ・ こ こ ろの

気概 の 部分が
， 首 と横 隔 膜の 問 に位置す る とされ なが ら ， これ と血 管の 結

節点で あ る 心 臓 とは ， 同 じ もの で あ る とは 言え ない で あ ろ う．それ で は 両

者は どの よ うな 関係 に あ るの か e 心臓 が
，

「衛 兵の 待機所」 で あ り， 不 正

を感 知す る と怒 りを発憤 して 事態 に対処 す る ．他方 ， 怒 りで 熱 くな りすぎ

るの を防 ぐた め に ，周 りの 肺 に取 り込 まれ た空 気 や液 に よ っ て 冷却 され ，

穏 や か に身 を引い て い く． 見 した とこ ろ ， 魂 ・
こ こ ろ の 働 き に随伴 して ，

機械的に熱 くな っ た り冷や された りす る働 きを司 り， 要 す る に， 血液 の 熱

源 と して の 中心性 を有 して い る に すぎない よ うに 見え る ．しか し
， 両者 は

と もに胸 中に位置す る よ うに 語 られ て い る ．こ こ で 注 意 して お か な けれ ば

な らない こ とは ， ガ レ ノ ス は彼 な りの 解剖学的ア プ ロ
ー チ をもっ て 人 体を

「対 象」 と して扱 っ て い るの に対 して ， プ ラ トン は こ こで ， 魂 ・こ こ ろ の

場所 として ， 生 き られ て い る身 体 を問題 に して い る こ と で あ る 。そ の 際 ，

中心 ない し起点 となるの は ， 頭部 に位置す る不 死 の 魂 ・こ こ ろ で あ る ．こ

の 魂 に対 して ，
こ れ をい た だ く乗 り物 と して の 身体の 位置に 「死 すべ き

魂 ・こ こ ろ」が 据え られ る。そ の 際 に ， 頭 部 か らの 近 い 遠 い の 隔た りが指

定 され て い る の で あ る ．しか し ， そ れ らは 隔て られな が らも ， 人 間の 不 可

分の 部分 をな し て い るの で あ る ．こ れ が身体を持 っ て 生 きて い る人 間の 必

然 なの で ある v

結　び

　プ ラ トン は ， まず 『パ イ ドン 』に お い て ， ホ メ n ス にお い て 身体 に 位置

す る 「心 臓」 と して 措定 された 「心 」 と対 立す る 「別 な も の 」 と して 魂 ・

こ こ ろを純 粋 に 取 り出す こ とを企 図 した ．『国家』で は
，

こ の 魂 ・こ こ ろ
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の 中に 「別 なも の 」 として ， や は りホ メ ロ ス で 「心臓」 と言 われ て い た 気

概 的部分を繰 り込 み つ つ
， そ の 自立 の 有様 を え ぐ り出 した ．最後 に ， 『テ ィ

マ イ オ ス 』 に お い て ， 身体 は それ ぞれ の 部位 に役割 が あ て が われ なが ら

も， どこ か に ， 魂 ・こ こ ろ を局在 させ るで は な く， 全体 と して 魂 ・こ こ ろ

の 乗 り物 と して ， こ こ ろが こ の 世 に 場所 を 占め る身体 に 浸透す る もの と

な っ て い る ．む ろ ん ， 頭の 中， ない し脳 に ， 不 死 の 魂 ・こ こ ろ が 宿 る もの

と して ， 理 性 中心の 上 方指 向を， 強 く打 ち出 して い る の で は あるが
，

しか

し
， 身体 に なぞ らえて ，

こ の 主 導的部分か ら の 距離化 の うち に ， 心臓 も位

置 す る 「死 す べ き魂 」も位 置づ けられて い るの で ある 。こ れ が成熟 した プ

ラ トニ ズ ム で ある．そ の 意味で ，
「心臓」 は 精神活動 ない し人 格全体の 中

心 の 位置 を 占め ない が
， 魂 ・こ こ ろの 全 体の 中に不 可 分 に組み 込 まれて い

る こ とが確認 で きる の で ある．

　さきに西方の 中世末か ら近世の 心臓 を象徴化 した 図像 を確認 した が ， 東

方の イ コ ン には あの よ うなキ リス トや マ リア の 描 き方 は ない の で は ない と

思 われ る ．他方 ， キ リス トの 頭 部な い し胸像 を描い て も ， 十分 に
， 受 肉 し

た キ リス トの イ コ ン で あ り得 るの も ， そ の よ うな理解 が底流に あ るか らで

は ない か と想 像す る の で ある
33）．

　 し か し ， ギ リシ ア 哲学の 心臓 の 取 り扱い 方 は プ ラ トン 流 だ けで は ない 。

ア リス トテ レ ス やプ ラ トン とは対照的なス トア派の 心臓の 取 り扱い も注 目

に値す る ．また
， 西 方東方 問わず ， キ リス ト教 の根底 に ある聖 書の 心臓 一

心 理解 の 文脈 ， お よび そ れ ぞれ の 受容 と変容 を突 き合 わせ て み る こ と に

よ っ て ， 冒頭 の ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 独 自性 も浮 き彫 りにな ろ う． しか し ，

こ れ ら につ い て は ， 稿 を改 め て 論 じなけれ ば な らない
34）．
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