
〈
研

究

論

文

４

〉

和

辻

哲

郎

と

解

釈

学

―
―
比
較
思
想
的
探
究
―

和

辻

哲
郎

の
上

・
中

・
下

三

巻

か

ら

な

る

『
倫

理

学

』

に
よ

っ

て

、

日
本

の

近

代

倫

理

学

は

、

体

系

的

学

問

と

し

て

の
内

実

を

与

え

ら

れ

た
。

こ

の

『
倫

理

学

』

の
序

論

の
第

二

節

と

、

そ

れ

に
先

立

つ
方

法

論
的

著

作

で

あ

る

『
人

間

の

学

と
し

て

の
倫

理

学

』

の

第
二

章

は
、

い

ず

れ

も

「
人

間

の

学

と

し

て

の
倫

理

学

の
方

法

」

と

題

さ
れ

て

い

る

が
、

そ

こ

に

お

い

て
和

辻

は
、

自

己

の
倫

理

学

の
理

論

的
基

礎

を

解
釈

学

に
す

え

る
こ

と

を
宣

言

し

て

い

る
。

例

え

ば

、
『
倫

理

学

』

序

論

に

お

い

て

、
和

辻

は

、
「
倫

理

学

が
主

体

的

人

間

を
主

体

的

に

把

捉
し

得

る

が

た

め

に
表

現

を
媒

介

と
せ

ね

ば

な

ら

ぬ

の

で
あ

る
な

ら

ば
、

右

の

ご

と
き

解

釈
学

的

方

法

〔
こ

こ

で

は

、

デ

ィ

ル

タ
イ

の
精

神
科
学
・
歴
史
科
学
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
解
釈
学
を
指
す
―
―
筆
者
注
〕

こ
そ

ま

さ
に

唯

一

の
方

法

と

し

て

選

び
取

ら

る

べ
き

で

あ

ろ
う

。
」

と

い

っ

て

い

る
。

こ

こ

で
和

辻

に
よ

っ
て
、

倫
理

学

の

「
唯

一

の
方

法

」

と
い

わ

れ

て

い

る

頼
　
住
　
光
　
子

解
釈
学
と

は
、
古
典

ギ
リ

シ
ヤ
時
代
の
ホ
メ

ロ
ス
の
叙
事
詩

解
釈
に
そ
の
源

を
持
つ
、
理
解

や
そ

の
妥
当
性
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
追
究
す

る
学
問
で
あ

る
。
中
世

か
ら

ル
ネ
サ

ン
ス
の
人
文
主
義
を
通
じ
て

、
解

釈
学

は
、
古
典
文

学
作
品
や
聖
書
や
法
律

な
ど
の
よ
う
な
、
個
々
の
分
野
で
の
解
釈
の
技
術
の

学
と
し
て
、
す

な
わ
ち

、
特
殊
解
釈
学
と
し
て
発
展
し

た
が
、
十
八
世
紀
か

ら
十
九
世
紀
に

か
け
て
、
こ
れ
ら
の
特
殊
解
釈
学

の
す

べ
て
に
妥
当
し
、
共

通
し
、
そ
し
て
先
行
す

る
一
般
的
解
釈
学
（
ア
ル
ゲ

マ
イ
ネ
・

ヘ
ル
メ
ノ
イ

テ

ィ
ー
ク
）

が
、

シ
ュ
ラ
イ
ア

ー
マ
ッ
ハ
ー
ら
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
一
般
的
解
釈
学
の
も
と
で
解
釈
の
範
囲
は
文
字
・
言
語
に
留
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
文
化
的
所
産
へ
と
拡
大
さ
れ
た
が
、
更
に

デ
ィ
ル

タ
イ
に
お
い
て

、

モ

の
解
釈
の
対
象
は
歴
史
全
体
へ
と
拡
大

さ
れ
、
「（

歴
史
的
・
現
実
的
な
）

生
を
生
そ
れ
自
身
か
ら
」
解
釈
す
る
こ

と
が
目
指

さ
れ
た
。
こ
こ
で
解
釈
学

は
現
実
的
存
在
に
対
す
る
解
釈
を
そ
の
使
命

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ



る
が
、
こ

の
立
場
は

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ
て
、
「
現
存
在
分

析
」

す

な
わ
ち

解
釈
学
こ
そ

が
、
哲
学
の
一
般
的
方
法
論
で
あ

る
と
す
る
哲
学
的

解
釈
学

が
成

立
す

る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ

る
。

と
こ

ろ
で
、
倫
理
学
の
体
系
形
成
に
先
立

っ
て
、
和
辻
に
は
、
原

始
キ
リ

ス
ト
教

や
原
始

仏
教

や
ギ
リ

シ
ヤ
古
典

を
研
究
し

た
「
原
始
的
な
る
も
の
の

探

究
の
時
代
」

と
よ

ぱ
れ

る
時
期

が
あ

る
。
『
ホ
メ

ロ
ス
研
究
』
『
原
始
キ
リ

ス
ト
教

の
文
化

史
的
意
義
』
『
原
始

仏
教

の
実
践

哲
学
』
『
孔
子
』
等

が
そ

の

結
実
で
あ
る
。
和
辻
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
際
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ィ
ロ

ロ
ギ
ー
（

文
献
学
）

の
最
新
の
成
果

を
と
り
入

れ
、
厳
密

な
テ
キ

ス
ト
・
ク

リ

テ
ィ
ー
ク
を
行

っ
て
い
る
。
和
辻

の
解
釈
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
こ

の

よ
う
に
、
ク
ル
ト
ゥ
ア
・
ヒ

ス
ト
リ

カ
ー
（

文
化

史
家
）

と
し
て
テ
キ

ス
ト

に
接
す
る
際
の
解
釈
の
技
術

、
す

な
わ
ち
特
殊
解

釈
学
へ
の
そ
れ

と
し
て
ま

ず
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
後

、
ド
イ
ツ

に
留
学
し
た
際

に
（

イ

デ

ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』

を
読
み

、
そ
こ
で
方
法

論
と
し
て
用

い
ら
れ
て

い

る
解
釈
学
的
現
象
学
に
触
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
哲
学
一
般
の
基
礎
的
方
法

論
と
し
て
の
解
釈
学
に
対
し
て
目

を
開
か
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
ハ
イ
デ

ガ

ー
の
現
存
在
分
析
と
い
う
方
法
論
に
よ
っ
て
、
和
辻
は
体
系
構
想
の
基
本
的

方
向
付
け

を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

私

は
本
稿
に
お
い
て
、
ま
ず
、
こ
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
現
存
在
分

析
の
解
釈

学

や
、
そ

れ
に
先
行
す

る
デ
ィ
ル

タ
イ
の
「
生
」

の
解
釈
学

を
受
容
す
る
こ

と

に
よ

っ
て
成

立
し

た
、
和
辻
倫
理
学
の
方
法
論

と
し
て

の
解
釈
学
と
は
い

か
な
る
も
の
か
を
考
察
す

る
。
そ
の
際
、
和
辻

が
ハ
イ

デ
ガ
ー
や

デ
ィ
タ
タ

イ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受

け
留

め
た
か
、
何
を
受

け
入

れ
、
何
を
切

り
捨
て

た
か
を
明

ら
か
に
し
て
み

た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

、
和
辻
倫
理
学
の

特
徴
の
一
端
を
う

か
び
上
ら
せ
て
み

た
い

と
思

う
。（

第
１

章
）
そ
し
て

更

に
、

ハ
イ

デ
ガ
ー
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
受
容
に
よ

っ
て
成
立
し
た
和

辻

の
解

釈
学
は
、
元
の
も
の
と
ど
れ
だ
け
の
隔
り

が
あ

る
か
、
そ
し
て

、
モ

の
隔
り

を
も
た
ら
し

た
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て

考
え

る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
現
れ
た
和
辻

倫
理
学
の
問
題
性
に
つ
い
て

も
論
及
し
た
い
と
思
う
。
（
第
Ⅱ
章
）

本
章
に
お
い
て
は
、
和
辻
倫
理
学
の
方
法
論
と
し
て

の
解
釈
学

を
、
明

ら

か
に
す
る
。

和
辻
は
、
倫
理

学
の
出
発
点

を
次
の
よ
う
に
設
置
す
る
。

出
発
点
に
お
い
て
は
我

々
は
た
だ
「
倫
理

と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い

う
問
い
の
前
に
立

っ
て

い
る
。
と
こ

ろ
で
こ

の
問
い
は
何
を
意
味
す

る

で

あ
ろ
う

か
。
こ
の
問

い
が
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
、
我

々
に
共

通

の
問
い
と
し
て
論
議
せ
ら
れ
得

る
と
い
う
こ
と

が
、
出
発
点
に

お
い

て

は
唯
一
確
実

な
こ
と
で
あ
る
。
我

々
は
倫
理
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て

表

現
せ
ら
れ

た
こ
と
の
意
味
を
問

う
て

い
る
。
そ
う
し
て

そ
の
言
葉

は

我

々
が
作
り
出
し

た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
倫
理
学
と
い
う
学
問

の

必
要

に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
一
般
の
言
語
と
同

じ

く
歴
史
的
・
社
会
的
な
る
生
の
表
現
と
し
て
す
で
に
我
々
の
問
い
に
先



だ
ち
客
観
的
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

こ
で
和

辻
は
、
そ
も
そ
も
問

い
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
問
い
に
先
立

っ
て

、「

歴
史
的
・
社
会
的
な
る
生
の
表

現
」
と
し
て

の

言
語
、

そ
し
て
、

そ

の
言
語
を
通
じ
て
の
「

こ
と
の
意
味
」

の
把
握
が
不
可

欠
で
あ
る
と
主
張

し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
『

存
在
と
時
間

』
序
論
「

存
在
の

意
味

に
対

す
る
問

い
の
開
陳
」
に
お
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
、
問

い
の
構

造

を
継
承

し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

ハ
イ

デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て

い

る
。

問

う
こ

と
は
、
す

べ
て
探
究
す
る
こ
と
で
あ

る
。
探

究
す

る
こ
と
は
、

す

べ
て
探
究

さ
れ

る
も

の
か
ら
の
先
行
的
導
き

を
持

っ
て
い

る
。
問
う

こ
と
は
、
存
在
者

が
存
在
し
て
い
る
事
実
と
存
在
し
て
い
る
状
態
に
お

い
て
、
そ
の
存
在
者

を
認
識
し
つ
つ
探
究
す
る
こ
と
で
あ

る
。

ハ
イ
デ

ガ
ー
は
こ
こ
で

は
、
我

々
は
す
で
に
あ

る
存
在
（

ザ
イ

ン
）
了
解

の
う
ち
に
あ
り
、
そ

の
先
行
的
な
了
解
に
よ

っ
て
問
い

が
規
定
さ
れ
て
い
る
、

と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
和
辻
の
言
葉

と
同
じ
こ

と
を
主

張
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
箇
所
で
ハ
イ

デ

ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
る
。

我

々
が
そ
の
都
度
す
で
に
何
ら
か
の
存
在
了
解
の
う
ち
に
生
き
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同

時
に
存
在
の
意
味
が
闇
に
お
お
わ
れ
て
い
る

と
い
う
ど
の
こ
と

が
、
「
存
在
」
の
意
味
へ
の

問
い
を
繰
り
返
す

原
則

的
な
必
然
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
問
わ
れ
探
究
さ
れ
る

べ
き
存
在
（
存
在
者

を

存
在
者

た
ら
し

め
る
も
の
）
は
、
己
れ
の
意
味

を
秘
匿
し

隠
ぺ
い
し
て

い
る

と
述

べ
て
い
る
。

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
存
在
は
、
日
常
的
・
平
均

的
な

存
在
了
解
に
お
い
て
は

隠
さ
れ
て
お
り

、

そ
れ
故

に
こ
そ
、「

己
れ
を
示

す

当
の
も
の
を
、
そ
の
も
の
が
己
れ
を
己

れ
自
身

の
方
か
ら
示
す
と
お
り
に

、

己
れ
自
身
の
方
か
ら
見
さ
せ
る
」
現
象
学
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

、
そ
の
現
象
学
は
、
日
常
的
に

あ
ら
わ
に

な
っ
て
い
る
存
在
者
、
と

り

わ
け
現
存
在
（

ダ
ザ
イ

ン
）

と
し
て
の
人
間
存
在
を
方
法
論
的
「
通
路
」

に
し
て

解
釈
を
行

う
こ

と
に
よ

っ
て
、
本
来
的
な
存
在
を
把
握
す

る
こ
と
を

目
指
す

も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
和

辻
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
こ

の
よ
う
な
、

日
常
的
存
在
者

と
、
日
常
に
お
い
て
は
つ
つ
み
隠
さ
れ
た
本
来
的

な
存
在
と

い
う
二
元
論

を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

か
く
見
定
め
て
さ
て
振
り
か
え
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
方

法

を
見

る
な
ら
ば
、
我

々
は
そ
こ

か
ら
学
び
取

る

べ
き
多
く
の
も
の
を

見
い

だ
し
得

る
と
思
う
。
我
々
は
彼
が
現
象
学
を
引

き
の

ぱ
し
て
行

っ

た
ち

ょ
う

ど
そ
の
点
に
立
脚
し
て

現
象
学

か
ら
離

脱
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
鍵

は
「
有

る
物
」
を
「
表

現
」

に
、「
有
」

を
「
人
間
存
在
」

に
転

ず
る
こ

と
で
あ

る
。

こ
こ
で
和
辻

に
よ

っ
て
「

有
る
物
」

と
い
わ
れ
て

い

る

の

は
、
普
通

は

「

存
在
者
」
と
翻
訳
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
「
有
」

と
い

わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
存
在
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
和
辻
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
あ
る
「
事
象
そ
れ

自
身
へ
」
（
ツ
ゥ
・
デ
ン
・
ザ
ッ
へ
ン
・
・
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
を
、
先
験
的
な
意



識
の
立
場
か
ら
離
れ
て
更
に
徹
底
さ
せ
、
現
存
在
の
分
析
へ
と
赴
い
た
が
、

こ
の
現
存
在

へ
と
い
う
方
向

を
も
っ
と
推
し
進

め
た
な
ら
ば
、
存
在
者
は
端

的
な
存
在
の
表

現
に

な
り
、
存
在
は
表

現
に
お
い
て
す
で
に
十
分
に
己
れ
を

顕
ら
か
に
し
て

い
る
、

と
い
う
こ

と
に
な
る
。
ま

た
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い

て
は
、
人
間

に
は
由
来
し

な
い
も
の
で

あ
っ
た
「
存
在
」

が
、
和
辻
に
お
い

て
は
た
だ
ち
に
「
人
間
存
在
」

へ
と
重

ね
合

さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
に
も
注
意
し

た
い
。
和
辻

の
立
場

に
お
い
て

は
、
本
来

的
な
存
在

と
は
即
ち
人
間
存
在
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
了
解

は
す
で

に
日
常
的
表

現
に
お
い
て

な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
表

現
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在

を
解
朋
す

る
こ
と

が
で

き
る
の
で

あ
り

、
そ
れ
故

に
、
日
常
こ

そ
が
本
来
性
の
あ
ら

わ

に
な
る
場
で

あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ

に
対
し
て
、

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
、

存
在
は
日
常
に
あ
っ
て
は
隠

さ
れ
て

い
る
。

ハ
イ

デ
ガ
ー
の
い
う
日
常

と
は
、

死
へ
の
先
駆
的
決
意

か
ら
目

を
そ
ら

せ
た
「

頽
落
」
で

あ
り
、
人
は
死

の
自

覚
に
よ
る
日
常
的
な
意
味
の
崩
壊
を
通
じ
て

日
常
の
深
淵

に
根
源
的

な
存
在

を
見
出
す
の
で
あ
る
。

以

上
、
和
辻
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
解
釈
学

が
、
先
行
理
解
を
そ
の
出
発

点
に

す
え

た
点
で
は
共
通
し
な
が
ら
も
、
そ
の
展
開
に
お
い
て
い
か
な
る
差
異
を

生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
か
を
、
そ
の
日
常
性
の
把
握
の
相
違
を
軸
と
し
て
考

察
し
て
き
た

が
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
和
辻
の
文
脈
を
簡
単

に
ま

と
め
て

お
こ
う
。
和
辻
は
、
倫
理
学

の
出
発

点
は
倫
理
と
は
何
か
と
問

う
こ

と
で

あ

る
と
し
、
そ
し
て
問

い
が
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
そ
こ

に
問

わ

れ
て
い
る
も
の
に
関

す
る
先
行

理
解

が
あ

る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
と
す

る
。

和
辻
は
。
こ
の
倫
理
に
対
す
る
先
行
理
解
は
日
常
的
な
言
語
そ
の
他
の
表
現

に
お
い
て
自
ら
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
、
日
常
的
表
現
を
解
釈
す

る
こ
と

に
よ
っ
て
倫
理
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

た

の
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
倫
理
に
関
す

る
具
体
的
な
言
語
表
現
を
通
じ
て

、
倫
理

学

の
基
礎
概
念
を
、
倫
理
に
対
す
る
先
行
理

解
と
し
て
析
出

し
提
示

す
る
こ

と
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

和

辻
は

こ

れ
を
「

倫
理
」
「
人
間
」
等

の
言

葉
を
用

い
て
行

っ
て
い
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
「
倫
理
」
の
「
倫
」
は
、

と
も
が
ら
・
仲
間

と
い
う
意
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
単
に
複
数
の
人
々
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
人

々
の
間
の
関
係

と
、
そ
し
て
こ

の
関
係
に
よ

っ
て
規
定

さ
れ
た
人

々
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
つ
。

つ
ま
り
、
「
倫
」
に
は
、

人
間

関

係
・
共
同
態
と
と
も
に
、
そ
れ
を
成
り
立
た
し

め
て
い
る
可

能
的
根
柢
と

し
て

の
秩

序
が
含
意

さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、
「
理
」
は
「

筋
道
」

で
あ
り
「
人
間
生
活

に

お
け
る
道
義
」
を
意
味
す

る

こ
と
か
ら
、
「
倫
」
の

字

が
既
に
含
ん
で

い
た
秩
序
性

の
強
調
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

和
辻
は
「

倫
理
」

を
、
日
常
的
現
実

の
人
間
関
係
の
成

立
条
件
と
し
て
、
眼

前
の
人
間
関
係
に
既
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
。

そ
れ
故
、
倫
理

を
問
う

た
め
に
は
、
日
常
的
な
用
法

に
お
い
て
「
人
間
」
と
い
う
言
葉

が
ど
う
使
わ

れ
て
い
る
か
を
分

析
・
解
釈
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

、
人
間
存
在
の
本
質
を
把

握
す
る
こ
と
が

必
要

と

な
る
の
で

あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
人
間
」
と

い
う

言
葉
は
、
中
国
で
は
単
に
世
の
中

・
世
間

を
意
味
す
る
「
心
戦
」

で

あ
っ
た

が
、
漢
訳
仏
典
等
を
通
じ
て

日
本

に
移
入

さ
れ
て
以

来
、
そ
れ
は
「
ひ
と
」



と

い

う
意

味

に
転

用

さ
れ

る
。

和

辻

は
こ

の
転

用

に

、

日
本

人

の

「
人

間

が

社

会

で

あ

る

と

と

も

に

ま

た

個
人

で

あ

る

と

い

う

こ

と

の
直

接

の
理

解

」

を

見

い
出

す
。

そ
し

て

、
人

間

と
は

、

個

と

全

体

と

い

う
相

対

立
す

る
契

機

を

ふ
く

み

な

が

ら

、

日

常
的

実

践

的

な
行

為

連

関

を

な

す

こ

と

を
通

じ

て

間

柄

を

形

成

し

て

ゆ
く

間

柄

的

存

在

で

あ

る
、

と

す

る
。

そ

こ

で

、

和

辻

は

「

人

間

の

学

と
し

て

の

倫

理

学

」

の

使

命

は

、

こ

の

日

常

的

・
無

自

覚

的

に

行

わ

れ

て

い

る
、

間

柄

に

お
け

る
実

践

的

行

為

連

関

を

、

理

論

的

反

省

の

立

場

か

ら

、

一
定

の

「

で

あ

る
こ

と

」

へ

翻

訳

す

る

こ

と

だ

、

と

主

張

す

る
。

理

論

的

反

省

に

お
い

て

日

常

的

・

現

実

的

な

主

体

的

連

関

が
、

意

味

連

関

と

し

て

の

「

で

あ

る
こ

と

」

と

し

て

概

念
化

さ

れ

、

そ

れ

に

よ

っ
て

、
「

こ

と

」

の

「

わ

サ

」

が
「

わ

か

る
」

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

関

し

て

、

和

辻

は

次

の

よ

う

に

述

べ
て

い

る
。

従

っ
て

倫

理

学

が
実

践

的

連

関

を

「

で

あ

る

こ
と

」

に

翻

訳

し

得

る

た

め
に

は
す

で

に

先

立

っ
て

一

定

の

準

備

が

な

さ
れ

て

い

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

実

践

的

行

為

的

な
連

関
そ

の

も

の

の
内

部

に

お
い

て

す

で

に

実

践

的

に

「

わ

け

」

が

わ

か

っ
て

い

る

と
い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な
実

践

的

了

解

を

媒

介

と

し

て

の

み

倫

理

学

は

主

体

的

な

る

も

の

を
意

味

に

化

し

得

る
の

で

あ

る

。

こ

こ

で

和

辻

は

、

学

と

は

実

践

的

に

す

で

に

了

解

さ

れ

て

い

る

も

の

を

、

再

び

理

論

的

立

場

か

ら

な

ぞ
り

返

す

こ

と

だ

、

と

主

張

し

て

い

る
。

そ

し
て

、

こ

の

先

行

的

な

了

解

は
間

柄

的

な
行

為

連

関

の

根

柢

に

す

で

に

横

た

わ

っ
て

い

る

の

で

あ

る
が

、

こ

れ

に

つ

い
て

、

和

辻

は

次

の

よ

う

に

言

っ
て

い

る
。

し

か

ら

ば

間

柄

に

お

い

て

実

践

的

行

為

的

に

す

で

に

分

か

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

ど

う

い

う

こ

と

で

あ

る

か

。

そ

れ

は

自

と

他

と

に

分

離

し

つ

つ

し

か

も

間

柄

と

し

て

合

一

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

分
離
は
あ
く
ま
で
も
統
一
に
お
け
る
分
離
で
あ
る
。
根
柢
に
お
い
て
一

で

あ

る

も

の

で

な

く

て

は

分

離

す

る

と

い

う

こ

と

が

な

い

。

も

と

も

と

二

つ

の

も

の

で

あ

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

分

離

を

待

た

ず

し

て

離

れ

て

い

る

。

だ

か

ら

分

離

は

た

だ

一

な

る

も

の

の

否

定

と

し

て

の

み

起

り

得

る

。

…

…

し

か

も

自

と

他

と

は

、

本

来

一

で

あ

る

ゆ

え

に

、

自

他

不

二

的

に

連

関

す

る

。

自

他

不

二

と

は

自

と

他

と

の

否

定

で

あ

る

。

か

く

一

者

が

分

か

れ

つ

つ

不

二

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

お

い

て

の

み

間

柄

は

成

立

す

る

。

だ

か

ら

実

践

的

行

為

的

連

関

と

し

て

間

柄

が

存

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

統

丁

分

離

・

結

合

の

連

関

が

あ

る

こ

と

で

あ

り

、

か

か

る

連

関

と

し

て

実

践

的

行

為

的

に

す

で

に

分

か

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

間

柄

と

し

て

の

実

践

的

行

為

的

な

「

わ

け

」

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

「

わ

け

」

は

、

言

葉

に

表

現

し

得

ら

れ

る

の

み

な

ら

ず

。

さ

ま

ざ

ま

の

習

慣

、

生

活

様

式

な

ど

と

し

て

も

客

観

化

せ

ら

れ

る

。

こ

こ

で

い

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

ま

と

め

て

み

よ

う

。

間

柄

的

連

関

を

支

え

て
い
る
も
の
は
、
統
一
・
分
離
・
結
合
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
統
一
と
は
「
こ

と

」

で

あ

り

、

自

他

不

二

的

・

一

な

る

連

関

で

あ

る

。

分

離

と

は

文

字

通

り

「

こ

と

」

の

「

分

け

」

で

あ

り

、

統

一

的

連

関

が

言

語

そ

の

他

の

表

現

へ

と

分

節

化

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

結

合

と

は

、

「

こ

と

」

の

「

わ

け

」

が

「

わ

か
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
分
離
の
自
覚
に
よ
っ
て
、



分

離
以

前
の
統
［

を
自

覚
し
て
「

わ
か
る
（
分

か
る
）
」
こ

と
な
の
で

あ
る
。

「
表
現
」
を
「
理
解
」
す

る
と
は
、

本
来
的

統
一
性

を

自
覚
し
、
分
離

を
分

離
以

前
の
統
一
へ
と
再

び
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

さ
て

、
こ
の
統

Ｔ
・
分
離
・
結
合

と
い
う
図
式
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「

生
」

の
解
釈
学
の
三

つ
の
契

機
、

生
（

経
験

）
・
表
現
・
了
解

へ
と

重

ね
ら

れ
て

ゆ
く
。
和
辻
は

、
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
く
生
・
表
現
・
了

解
の
連
関

は
、
そ
の
「
生

」
が

人
間

存
在

と
し
て
把

捉
せ
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
の

優
秀
な
る
方
法

的
意

義

を
発
揮
し

来
た
る
と
思

う
。
表

現
は
あ
く
ま
で
も

個
人

的
で
あ

る
と

と
も
に
共
同

的
で

あ
る
と
こ

ろ
の
生
の
表

現
で
あ
る
。
意

識
的
努
力
に

お
い
て
把
捉

し
得

ら
れ
な
い
主
体
的
な
人
間
存
在

は
、
た
だ
表

現
に
お

い
て

の
み
己

れ
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

す
な
わ
ち
意

識
せ
ら

れ
る
よ
り
も

先

に
表

現
せ
ら
れ
、
表
現
を
通
じ
て
初
め
て

意
識

に
も
た
ら
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。

意
識
に
与
え

ら
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
言
語
そ
の
他
へ
と
分

節
化
さ
れ

た
表

現
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
を
了

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
釈
者

は
、
分

節
化

以

前
の
統
一
性

を
と
り
戻

す
、
と
和
辻
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
・
表
現
・
了
解

と
い
う
図
式
を
説
明

す

る
の
で
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
お
い

て
デ
ィ
ル
タ
イ

に
一
応
の
評
価
を
与
え

な

が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
デ
ィ

ル
タ

イ
批
判
を
行

う
。

し
か
し
な
が
ら
デ
ィ
ル

タ
イ

が
こ
の
方
法
を
説
く
時
に
は
、
そ

の
眼

中

に
た
だ
芸
術
や
哲
学
や
人
生
観
な
ど
の
歴
史
的
認
識
の
み

が
あ

っ
て

倫

理

の

認

識

は

問

題

で

な

か

っ

た

。

表

現

と

は

ま

ず

何

よ

り

も

偉

大

な

芸

術

家

・

哲

学

者

の

作

品

で

あ

り

、

理

解

と

は

こ

れ

ら

の

表

現

の

追

体

験

に

お

け

る

生

の

深

み

の

把

捉

で

あ

っ

た

。

し

か

し

表

現

は

そ

の

よ

う

な

偉

大

な

作

品

と

し

て

結

晶

す

る

以

前

に

す

で

に

日

常

的

な

る

人

間

存

在

の

欠

く

べ

か

ら

ざ

る

契

機

で

あ

り

、

ま

た

理

解

は

か

か

る

作

品

に

よ

る

生

の

深

み

の

把

捉

で

あ

る

よ

り

さ

ら

に

直

接

に

日

常

的

な

る

身

ぶ

り

や

会

話

の

了

解

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

そ

れ

は

芸

術

的

哲

学

的

等

の

表

現

と

理

解

と

で

あ

る

よ

り

も

前

に

実

践

的

行

為

的

連

関

の

契

機

と

し

て

の

表

現

と

了

解

で

あ

る

。

従

っ

て

理

解

は

一

つ

の

認

識

の

仕

方

で

あ

る

よ

り

も

前

に

実

践

的

了

解

と

し

て

間

柄

的

な

存

在

の

仕

方

な

の

で

あ

る

。

こ

の

和

辻

の

デ

ィ

ル

タ

イ

理

解

は

決

し

て

全

面

的

に

正

当

な

も

の

と

は

い

え

な

い

。

和

辻

の

批

判

す

る

よ

う

な

心

理

学

的

理

解

―

即

ち

表

現

の

追

体

験
に
よ
る
芸
術
家
の
原
体
験
の
把
捉
―
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、

フ

ッ

サ

ー

ル

を

通

過

し

、

自

己

の

相

関

概

念

と

し

て

の

他

者

・

世

界

を

発

見

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

乗

り

越

え

ら

れ

た

立

場

で

あ

る

。

後

期

デ

ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て

解

釈

の

対

象

と

な

っ

た

の

は

、

決

し

て

他

者

の

心

的

状

態

と

そ

の

「

深

み

」

で

は

な

く

て

、

普

遍

的

な

「

意

味

の

連

関

」

で

あ

っ

た

。

こ

の

普

遍

性

こ

そ

が

他

者

と

の

間

の

共

通

性

を

支

え

、

理

解

を

可

能

に

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

デ

ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て

、

了

解

と

は

意

味

連

関

を

形

成

す

る

こ

と

だ

っ

た

の

で

あ

る

が

、

こ

う

考

え

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

和

辻

の

統

一

・
分

離

・
結

合

の

図

式

の

中

の

結

合

に

お

け

る

統

一

的

連

関

の

自

覚

と

、

一
見
同
じ
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
重
大
な
差



驀
然
あ
る
。
そ
れ
ぱ
ビ
ル
ド
ヶ
ン
ク
（
教
養
）
概
念
の
有
無
で
あ
る
。
デ
ィ

ル

タ

イ
に

お
い

て

、

意

味

連

関

の

形

成

と

は

、
過

去

の
個

々
の

経

験

に

解

釈

が
加

え

ら

れ

、

現

在

の

視

点

か

ら

新

し

い

意

味

連

関

へ
と

止

揚

さ

れ

て

ゆ

く

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

精

神

の

自

己

発

展

の

形

式

に

お

い

て

は

、

現

在

の

視

点

か

ら

過

去

の

想

起

を

通

じ

て

開

か

れ

た
未

来

の
可

能

性

へ

と

い

う

、

人

間

存

在

の

歴

史

性

が
導

入

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

意

味

連

関

の

形

成

と
同

時

に

進

行

す

る

個

人

の

生

（

レ

ー

ベ

ン
）

の

発

展

が

考
え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

に
対

し

て
和

辻

の

統

丁

分

離

・
結

合

の
図

式

に

お

け

る

結

合

、

す

な

わ

ち
了

解

と

は

、

す

で

に

あ

る

統

一

の
再

把

握

で

あ
り

、

自

己

還
帰

的

な
性

格

の
も

の

で

あ

る

。
了

解

と

は

、
和

辻

に

お

い

て

は
（

す

で

に

所

与

の

も

の

と

し
て

日

常

的

実

践

に

お

い

て

実

現

さ

れ
て

い

る

統

一
的

連
関

へ

と
回

帰

す

る
こ

と

だ

っ

た

の

で

あ

る
。

ま

た

、
和

辻

も
先

の

引

用

で

指

摘

し

て

い

る

と

お
り

、

デ

ィ

ル

タ

イ

に

お

い

て

表

現

の

典
型

は

芸

術

・

哲
学

で

あ
り

、

そ

れ

に
対

し
て

、
和

辻

に

お

け

る
表

現

の
原

型

は
日

常

的

な
身

振
り

や

会

話

で

あ

っ

た

。

デ

ィ

ル
タ

イ

に

お

い

て

、
理

解

の

プ

ロ

セ

ス

と

は

、

芸
術

や

哲

学

を
手

が

か
り

と
し

て

よ
り

高

次

な

普

遍
性

へ

と
質

的

に
向

上

し
発

展

し

て

ゆ

く

プ

ロ

セ

ス
で

あ

っ

た

が
、

和

辻

に

お

け

る

そ
れ

は
、

日

常

的

次
元

に

お

い

て
同

心

円

を
描

き

な

が
ら

量

的

に

拡

大

し

て

ゆ
く

プ

ロ

セ

ス
で

あ

っ

た
の

で

あ

る

。

Ⅲ

以

上

、
和

辻

の
倫

理

学

の

方

法

論

と
し

て

の
解

釈

学

の

概

略

に

つ

い

て

述

ぺ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
そ
の
問
題
跋
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
先
に

述

べ
た
ハ
イ

デ
ガ
ー
・

デ
ィ
ル
タ
イ

と
の
相
違
に
つ
い
て
確

認
し
つ
つ
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一

に
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
の
相
違
で
あ
る
が
、
彼

が
存
在
（

ザ
イ
ン
）
へ

の
通
路

と
し
て
現
存
在
（

ダ
ザ
イ

ン
・
人
間
存
在
）

を
分
析
す

る
際
に
、
存

在

と
現
存
在
は
決
し
て
同
じ
も

の
で
は
な
く
、
現
存
在
は
日
常
性
の
う
ち
に

「
頽
落
」
し
て
本
来
性

た
る
存
在

を

見
失
っ
て
い

る
、

と
し
た
の
に
対
し
、

和
辻

は
、
日
常
的
人
間
存
在
の
あ
り
方
に
こ
そ
本
来
性

が
あ
ら
わ
に
な
っ
て

い

る
と
し

た
こ
と
で
あ
る
。
和
辻
に
と

っ
て

は
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
い
う
と
こ

ろ
の
現
存
在
、
す
な
わ
ち
人
間
存
在
こ
そ
が
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
存
在

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
気

が
つ
く
こ

と
は
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
が
世
界

を
、

死
へ
の
先
駆
的
決
意
か
ら
目

を
そ
ら
せ
た
日
常
的
存
在
者

の
次
元

と
、
死

の

自
覚
に
よ

っ
て

日
常
的
意
味
の
す

べ
り

お
ち

た
と
こ
ろ
に
開
け
て

く
る
非

日

常
的
・
本
来
的
な
存
在
の
次
元

と
い
う
二
層
構
造
で
と
ら
え

、
日
常
の
次
元

か
ら
本
来
的
次
元

へ
の
超
出
の
導
き
手

と
し
て
解
釈
と
い
う
方
法

を
用

い
て

い
る
の
に
対
し
て

、
和

辻
に
お
け
る
解
釈
は
日
常
の
次
元

で
循
環
し
て

い
る

こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ

デ

ガ
ー
の
解
釈
が
、
日
常
の
根
柢
に
あ
る
非

日
常
へ
の

超
出

と
い
う
、
い
わ
ぱ
垂
直
の
方
向
で
進

め
ら
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
日

常
に
本
来
性

を
見
出
す
和
辻
に

お
い
て

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
比
で
い
う

な
ら
ぱ
解
釈
が
水
平
方
向

の

ベ
ク
ト
ル
を
持

っ
て

い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き

よ
う
。

和
辻

も
ハ
イ

デ
ガ
ー
も
自
己

が
す
で
に
持
っ
て

い
る
先
行
理
解

か
ら
解
釈



を
始

め
る
と
い
う
点
で
は
共
通
で

あ
り

な
が
ら
も

、
和
辻

に
お
い
て
自
己
は

決
し
て
孤
立
し
た
主
体
で
は
な
く
「
我

々
」

と
し
て

の
「
我

」
で

あ
っ
た
の

に
対
し
て

、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
自

己
と
は
、「
我

々
」

に
よ
っ
て

成
力

立
つ
頽

落
的
日
常
を
離
れ
て
自
己
の
深
み

に
降
り
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
在

を
見

出

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
和
辻
に

お
い
て

は
、
こ

の
同
質

的
な
「
我

我
」
の
日
常
的
実
践
的
連
関
こ
そ
が
解
釈

の
出
発
点
で

あ
り

、
ま
た
終
点
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「

我
々
」

に
つ
い
て
和
辻

は
次

の
よ
う
に
言

っ
て

い
る
。

し
か
ら
ば
実
践
的
な
主
体
と
し
て

の
人
間

と
は
何

で

あ

る

か
。
人

間

と
は
一
定

の
間
柄
に
お
け
る
我
々
自
身
で

あ
っ
た
。

そ
の
「
我

々
自

身
」

が
実
践

的
主
体
で
あ
る
。
間
柄
に

お
い
て

汝
・
我

れ

あ

る

い

は

彼
・
我
れ
な
ど
と
し
て
働
き
合
う
と
き
、
モ
れ
が
主
観
客
観
の
対
立
に

陥
ら

ず
、
汝
は
ま
た
我
れ
で

あ
り
我
れ

は
ま

た
汝
の
汝
で
あ
る
と
い
う

ご
と
き
主
体
的
連
関

が
あ
る
ゆ
え

に
、
「
我

々
」

が
成

立
す
る
。

和
辻

は
、
解
釈
の
出
発
点

に
お
い
て
「
我

々
」

が
実
践

的
主
体
と
し
て
行

為

し
合

う
同

質
的
な
世
界
を
前
提

と
し
て
置

い
て

い
る
。

そ
れ
は
、
異
質

な

る
も
の
の
な
い
世
界

で
あ
る
。

し
か
し
、
解

釈
の
必
要

と
さ
れ
る
状
況

と
は

そ
も
そ
も
異
質

な
他
者

と
の
出
会

い
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
同
質
性

と
は

解

釈
の
前
提
で
は

あ
り
得

ず
、
解
釈

の
結
果

と
し
て
暫
定

的
に
獲
得

さ
れ

る

べ
き

も
の
で

あ
る
。
異
質

な
る
他
者

に
よ

っ
て
先
行
理
解

の
構
造

が
ひ
っ
く

り
返

さ
れ

る
と
こ

ろ
に
、
新

し
い
地
平
の
獲
得
・
真

の
意
味
で

の
理

解
の
広

が
り
が
手
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
辻
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

一
我

な
る
我

々
」
「
我

々
な
る
我
」
を
そ
の
他
者

論
の
基

底
に
す
え
て
い
る
。
。

そ
れ
故

、
他
者

は
つ
ね

に
我
と
同

質
の
基
盤
に
あ
る
も

の
で
あ
り
、
異
質

な

ら

ざ
る
も
の
で
あ
る
。
和
辻
に
お
け
る
他
者

と
は
、
最
終
的
に
は
我
に
収

斂

し
て

ゆ
く
我

々
と
し
て
の
他
者
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
和
辻

の

い
う
と
こ

ろ
の
日
常
に
お
い
て
は
真

の
他
者

は
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
い

（
一
切
）

え

よ
う
。

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
解

釈
は
自
己
理
解
で
あ
り
、
解
釈
の
対

象

と
し
て

の
他
者

の
不
在
に
お
い
て
は
和
辻

と
共
通
し

な
が
ら
も
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
自
己

が
我

々
か
ら
離
脱
し
た
と
こ

ろ
に
存
在

へ
の
通
路

を
見
い
出

そ

う

と
し

た
の
に
対

し
て

、
和
辻
の
自
己

は
つ
ね
に
我

々
に
融
合
す
る
も
の
で

あ
り
、

そ
し
て
我

々
と
し
て
の
統
合
性

を
自
己

還
帰
的
に
把
握
す
る
こ
と

が

解

釈
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

次
に

デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
相
違
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
理
解

の
過
程

と
は
意
味

連
関

の
普
遍
性
の
拡
大
に
よ
る
自
己
形
成
の
過
程
で
あ
っ

た
。
解

釈
や
理

解
は
、
そ
の
都
度
意
味

連
関

の
統
合
的
・
全
体
的
把
握
を
め

ざ
す
の
で
あ
る
が
、
先

の
全
体
的
把
握
は
、
次
の
全
体
的
把
握
に
よ

っ
て
破

ら

れ
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
全
体
性

が
開

か
れ
た
無
限

の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
開
か
れ
た
全
体
性
へ
の
無
限
の
接

近

が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
解
釈
学
で

あ
り
、

ピ
ル
ド

ゥ
ソ
ク
（
教
養
）
で

あ
っ
た
。

そ
れ

に
対
し
て
、
和
辻
の
全
体
性
は

す
で
に
予

め
与
え
ら
れ
た
日

常

的
行
為

連
関

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
解
釈
す

る
こ

と
は
、
統
一
的
全
体
へ
の

単

な
る
自
己

還
帰

で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
全
体
性

を
開
か
れ
た
と
形
容

す

る
力
ら

ぱ
、
和
辻

の
そ
れ
は
、
い
力

ぱ
佃
じ
ら

れ
た
全
体
牲
で
あ
ろ
う
。



ま
た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て

、
学
と
は
普
遍
性

へ
の
無
限

の
接
近
で
あ

り
発

展
過
程
で
あ
っ
た
が
、
和
辻
に
お
け
る
学
と
は
、
日
常

的
無
自

覚
的
に

行

っ
て

い
る
了
解

の
自
覚

的
繰
り

返
し
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
際

、
な
ぜ

理

論
的
反
省

に
よ
っ
て
自
覚

的
な
繰
り
返

し
を
な
さ
ね

ば
な
ら
な
い
の
か
と

い
う
必
然
性

は
、
和

辻
の
自

己
還
帰

的
体
系

に
は
う
ま
く
位
置
付

か
な
い
。

デ
ィ
ル
タ
イ

に
お
い
て
は
、
普
遍
性

の
設
定

に
よ
り
、
現
実

は
、
相
対

的
な

も
の
・
無
限

に
超
出

さ
れ
る

べ
き

も
の
と
し
て
表
象

さ
れ
て
い

た
が
、
和
辻

に
お
い
て

現
実
の

シ
ス
テ

ム
は
所
与

の
ま

ま
で
固
定
化
・
絶
対
化

さ
れ
本
来

的
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

以
上

の
比
較
・
検
討

を
通

じ
て

、
和
辻

の
解
釈
学
は
、
そ

の
概
念

や
用
語

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
デ
ィ
ル
タ
イ
に
多
く
負
い
、
ま
た
倫
理
学
体
系
の
方
法
論

を
確

立
す

る
に
あ
た
っ
て

、
彼
ら

か
ら
多
く

の
刺
激

を
与
え
ら
れ
は

し
た
も

の
の
、
和
辻

は
そ
の
本
質

を
彼
ら
と
は
共
有

し
て
い

な
い
こ

と
が
明

ら
か
に

な
っ
た
で

あ
ろ
う
。

和
辻

は
、
聖
書
や
ギ
リ

シ
ャ
古
典

と
い
う
日
常
性

を
超

出
し
た
次
元

に
お
い
て
成

立
す
る
テ
キ
ス
ト
の
解

釈
の
術

と
し
て
発

達
し
て

き
た
西

洋
の
解
釈
学
の
伝
統
よ
り
む
し
ろ
、
自
ら

の
学

を
「
人
倫

日
用
」

の

学
と
し
た
伊
藤
仁
斎
の
古
学
や
、
「
事
」
を
重

ん
じ
た

国
学

の
方
法

論
の

系

譜
を
ひ
い
て

い
る
と
思
わ
れ

る
。
西

洋
哲
学
の
概
念
や
用

語
に
よ
っ
て
飾
ら

れ
て

は
い
る
も
の
の
、
そ
の
本
質
に
お
い
て

は
近
世

の
古
学
や
国

学
の
思
惟

方
法

・
発

想
を
引

き
ず

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
和
辻
に
は
次
の
よ

う
な
一
節

が
あ
る
。

最
も
日
常
的
な
存
在
の
表
現
と
は
、
前

に
言

っ
た
よ

う
に
、
素
朴

な
、

常

識

的

な

、

自

然

的

態

度

に

お
け

る

、
事

実

の
こ

と

な

の

で

あ

る
。

我

我

は

あ

ら

ゆ

る
学

問

的

定

立

を
離

れ
て

こ

の
素

朴

な

「
事

実

」

か

ら
出

発

す

る

。

し

か

し

我

々
は

か

か

る
事

実

を

事

実

と

し

て
取

り

扱

い

、
モ

の
事

実

の
間

の

関

係

・

法

則

と

い
う

ご
と

き

も

の

を

見

い

だ

そ

う

と
す

る

の

で

は

な

い

。

か
か

る
こ

と
は

事

実

を

た
だ

対

象

的

に
取

り
扱

う

立

場

の

仕
事

に

過

ぎ

な

い

。

こ

の

よ

う

な
事

実

を
事

実

と

し
て

把

握

し

、

そ

こ

に

「

理

」

を

介
入

さ

せ

な

い

立
場

は

、

伊

藤

仁

斎

の
理

を

「
残

忍

刻

薄

」

な

も

の

と

す

る

立
場

や
、

本
居

宣

長

の

「

漢

意
」

の

排

斥

と
同

じ

系

譜

に

属

す

る

も

の

で

あ

ろ

う
。

そ

の

よ
う

な
理

を

た
て

な

い
学

問

態

度

に

お
い
て

、

仁

斎

は

「

最
上

至
極

宇

宙

第

一

の
書

」

た

る

『
論

語

』
『
孟
子

』

の

注

釈

へ

、

宣

長

は

「

最
上

た

る
史

典

」

で

あ

る

『
古

事

記

』

の

注

釈

へ
と

赴

い

た
。

彼

ら

に

と

っ
て

そ

の

よ

う

な

古
典

世

界

は

、

批
判

を
許

さ

な

い
絶

対

的

規
範

・
根

源

的

所
与

と
し

て

立

ち

あ
ら

わ

れ

た

の

と
同

様

に

、

和

辻
に

と

っ
て

は

日

常

的

な
間

柄

が

、

絶

対

的

な

る

も

の

、

本

来

的

な

る

も

の

と
し

て

立

ち

あ

ら

わ

れ

た
の

で

あ

る
。

以

上

、

私

の

論

点

を

ま

と

め

る
と

、

ま

ず
第

一
に

、

和

辻

の

解

釈
学

は
西

洋

の

解

釈

学

、

と

く

に

ハ
イ

デ

ガ
ー

・

デ

ィ

ル

タ
イ

を

受

容

し

て

成

立

し

た

も

の

で

あ

る

が

、

そ

の

発

想

の
根

柢

に

お

い
て

は

、
古

学

・
国

学

の
方

法

を

受

け

継

い

で

い

る
と

い

う

こ

と

、

第
二

に
、

解

釈

学

が
日

常

的

表

現

に

基

づ

く

自

覚

的

自

己

還

帰

と

し

て

捉

え

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て

、

学

の

批
判

性

の

面

が
看

過

さ

れ

て

い

る
こ

と

、

第

三

に

、

我

々
と

い
う

同

質

性

を
解

釈

の
前



提

と

し

て

お

く

た

め

、

結

局

解

釈

対

象

の

他

者

性

が

充

分

位

置

付

け

ら

れ

ず

、

解

釈

は

日

常

的

な

同

質

性

の

中

で

循

環

す

る

だ

け

で

、

先

行

理

解

の

シ

ス

テ

ム

は

永

遠

に

崩

れ

る

こ

と

が

な

く

な

っ

て

い

る

こ

と

、

以

上

の

三

点

で

あ

る

。

（

１

）
　

岩

波

『

和

辻

哲

郎

全

集

』

第

十

巻
4
6

頁

。

以

下

、

和

辻

の

著

作

の

引

用

は

全

て

同

全

集

に

よ

る

。

（

２

）
　

金

子

武

蔵

『

同

全

集

』

第

十

一

巻

解

説
4
5
3
1
4
5
5
頁

参

照

。

（

３

）

『

同

全

集

』

第

九

巻

７

１

８

頁

。

（
４
）
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ａ
ｒ
,
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Z
ｅ
ｉ
t
　
１
５
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｌ

．
　
１
９
７
９
,
　
Ｓ
．
　
５
訳

は
中
央
公
論
社
・
世
界
の
名
著
7
4
『
ハ
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
に
よ
る
が
、
適
宜
改
変
し

て

あ

る

。

（

５

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ｓ

．
　
４

（

６

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ｓ

．
　
３
４

（

７

）
　
『

同

全

集

』

第

九

巻
1
8
2頁

。

（

８

）
　

和

辻

と

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

死

の

位

置

付

け

や

日

常

性

把

握

に

つ

い

て

は

、

市

倉

宏

祐

「

ハ

イ

デ

ガ

ー

と

和

辻

倫

理

学

」

『

同

全

集

』

第

十

・

十

一

巻

月

報

。

拙

論
「
和
辻
倫
理
学
と
天
皇
制
」
『
淳
心
学
報
』
第
６
号
掲
載
予
定
参
照
。

（

９

）
　

言

論

分

析

・

解

釈

に

よ

っ

て

現

実

を

支

え

動

か

す

も

の

を

析

出

さ

せ

る

解

釈

学

に

お

い

て

は

、

方

法

的

要

請

と

し

て

、

言

語

シ

ス

テ

ム

や

伝

統

を

現

状

の

ま

ま

で

受

け

入

れ

、

そ

れ

を

根

柢

と

し

て

解

釈

を

行

う

こ

と

が

な

さ

れ

る

が

、

こ

の

場

合

、

そ

の

よ

う

な

シ

ス

テ

ム

な

り

伝

統

な

り

を

相

対

化

す

る

視

点

が

欠

如

し

や

す

い

。

現

実

が

言

語

シ

ス

テ

ム

に

よ

り

生

み

出

さ

れ

る

と

同

時

に

、

言

語

シ

ス

テ

ム

も

現

実

に

よ

っ

て

生

み

出

さ

れ

る

と

い

う

よ

う

に

、

両

者

は

相

互

媒

介

的

な

関

係

に

あ

る

の

だ

が

、

解

釈

学

的

方

法

に

お

い

て

は

、

所

与

と

し

て

の

言

語

か

ら

現

実

へ

至

る

と

い

う

方

向

の

み

が

ク

ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ

さ

れ

が

ち

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

点

を

ふ

ま

え

て

、

和

辻

の

解

釈

学

を

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

批

判

し

た

の

が

、

戸

坂

潤

「

日

本

倫

理

学

と

人

間

学

」

（
『

日

本

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

論

』

所

収

）

で

あ

る

。

山

田

洸

「

和

辻

倫

理

学

と

解

釈

学

」

（
『

倫

理

学

年

報

』
1
8
.
所

収
）
も
戸
坂
の
立
場
を
う
け
つ
い
で
い
る
。
な
お
、
か
の
「
ガ
ー
ダ
マ
ー
=
ハ

ー
バ
ー
マ
ス
論
争
」
に
お
い
て
、
ハ
Ｉ
バ
ー
マ
ス
が
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
哲
学
的

解

釈

学

に

お

い

て

は

「

伝

統

と

し

て

の

言

語

」

が

絶

対

化

さ

れ

、

そ

れ

が

「

組

織

的

に

歪

め

ら

れ

た

虚

偽

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

」

で

あ

る

か

も

し

れ

な

い

可

能

性

が

観

念

的

に

無

化

さ

れ

て

し

ま

う

と

指

摘

し

て

い

る

が

、

戸

坂

ら

の

批

判
も
、
こ
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
類
似
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
0
）

『

同

全

集

』

第

九

巻

７

－
2
1

頁

。

及

び

第

十

巻
1
2
－
1
8

頁

参

照

。

（
1
1
）
　

『

同

全

集

』

第

九

巻
1
4

頁

。

（
1
2

）
　
『

同

全

集

』

第

十

巻
3
7

頁

。

（
1
3
）
　

「

同

全

集

」

第

九

巻
1
5
1－
1
5
2
頁

。

（
1
4
）
　

「

同

全

集

」

第

九

巻
1
6
2頁

。

（
1
5
）
　

『

同

全

集

』

第

十

巻
4
6

頁

。

（
1
6
）
Ｄ
ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ
,
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
，
　
Ｖ
Ｉ
Ｉ
，
　
Ｓ
．
　
７
３
-
７
４
麻
生
建
『
解

釈

学

』

第

三

章

（

世

界

書

院

）

参

照

。

（
1
7

）
　

『

同

全

集

』

第

九

巻
1
3
9頁

。

（
1
8

）
　

こ

の

同

質

的

全

体

と

し

て

の

我

々

の

世

界

と

は

、

和

辻

が

『

日

本

倫

理

思

想

史

』

で

日

本

人

の

根

源

的

エ

ー

ト

ス

と

し

て

明

ら

か

に

し

た

清

明

心

、

す

な

わ

ち

我

が

私

性

を

捨

て

相

手

に

と

っ

て

の

汝

と

な

る

事

を

通

じ

て

成

立

す

る

世

界

で

あ

る

。
な

お

、
こ

の

清

明

心

と

天

皇

制

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

前

掲

拙

論

参

照

。

（
1
9

）
　

『

同

全

集

』

第

十

巻
4
8

頁

。

（
2
0
）
　
仁
斎
は
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
解
釈
を
通
じ
て
、
眼
前
の
現
実
世
界
以
外
に

真

な

る

世

界

は

な

い

こ

と

を

見

い

出

し

た

。

「

俗

の

外

に

道

無

く

、

道

の

外

に

俗

な

し

」

（
『

童

子

問

』

中

ノ
6
1

）

と

い

う

言

葉

か

ら

も

う

か

が

え

る

と

お

り

、

こ

の

「

日

用

卑

近

」

の

世

界

の

人

倫

的

和

合

に

お

い

て

こ

そ

道

が

実

現

さ

れ

る

の

だ

。

こ

れ

は

、

和

辻

倫

理

学

の

源

流

と

も

い

え

る

思

考

態

度

で

あ

る

。

（

よ

り

ず

み

・

み

つ

こ

、

倫

理

学

、

東

京

大

学

大

学

院

）
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