
〈
研

究

論

文

１

〉

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
道
具
論
お
よ
び
和
辻
風
土
論
の
環
境
思
想
へ
の
寄
与

〈
最
適
動
線
〉
概
念
の
導
入

太
　
田
　
和
　
彦

本

論

の
目

的

は

、

ハ
イ

デ
ッ

ガ

ー

が
一
九

二

七

年
に

『
存

在

と
時

間
』

で
著
し
た
「
道
具
」
（
Z
ｅ
ｕ
ｇ
）
概
念
と
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
和
辻
哲
郎
の

風

土
論

と
を

理

論

的

枠

組

と

し
て

、
〈
最

適

動

線

〉

を

見

出

す
過

程

を
、

生
活

的
自

然

と

の
身

体
的

関

わ
り

の
な

か
で
分

析

す

る
こ
と

に
あ

る
。〈
最

適
動

線
〉

と

は
本
論

の
造
語

で
あ

る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
と
和

辻

の
比
較
研

究

と
、
環

境

思
想

に

お
け

る
主
要

な
案

件
と

を
関

連

さ
せ

る
た

め
に
用

い

る
。

つ
ま
り

、
共

有
地

・
入

会
地

（
土
地

、

山
林

、
原

野

、
河
川

等
）

の

保

全
管

理
は

い
か
に

し
て

な
さ

れ

る
か
。
国

家

や
市

場

で

は
な

く
、

そ
の

場

所
に
利

害

関
係

を

も
つ
住

人

が
、

そ
の
場

所

に
適
切

な

規
範

を
見
出

す

こ
と
は

い
か
に

し
て
可

能

か
と

い
う
問

い
で

あ

る
。

複
雑

な
助

態

を
見

せ

る
共
有
地

の
維
持

に

お

い
て
は

、
変
化

し

つ

づ
け

る
状
況

に
合

わ
せ

た
最

適

な
ふ

る
ま

い
が
求

め
ら

れ
る

。
そ

れ

ゆ
え
、

単
一

の
組

織

や
個
人

の
占

有

に
よ

る
一
元

的
な

管
理

は
馴
染

ま

な

い
。

本

論

は
ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
の
道

具
論

お

よ

び
和
辻

の
風

土
論

か

ら
導

か
れ

る

「
存
在

」
と

「
所

有
」

の
関

係
か
ら
、
共
有
地
の
維
持
に
必
要
な
一
所
有
」
概
念
の
構
想
を
行
う
。

一
　

和

辻

の

風

土

論

と

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の
道

具

論

と

の

関

連

に

つ

い
て

和
辻
哲
郎
は
一
九
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と

時
間
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
風
土
性
の
問
題
を
考
え

始

め

た

と
、

主
著

『
風

土
』

の
序
言

に

お

い
て

述

べ
て

い

る
。

た

だ
し
、

そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
の
単
純
な
受
容
で
は
な
い
。

人

の
存

在

の
構

造

を
時
間

性

と
し

て

の
み

把
握

す

る
試

み
〔
『
存
在

と
時

間

』

の

こ
と
 
引

用

者

註
〕

は
、

自

分

に

と
っ
て

非
常

に
興

味

深

い
も

の
で

あ
っ
た
。

し
か

し
時
間

性

が
か

く
主
体

的
存
在
構

造
と

し
て

活

か

さ
れ
た
と

き
に
、

な

ぜ
同

時

に
空
間
性

が
、
同

じ
く
根
源

的

な
存
在

構
造

と
し
て

活

か
さ

れ
て

来

な

い
の
か
、

そ
れ

が
自

分

に

は
問

題
で

あ

っ
た
。
（
和

辻
哲

郎

『
風
土
　

人
間

学
的

考
察
』

四
頁
）
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和

辻

は

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

が

あ

く

ま

で

も

個

人

に

す

ぎ

な

い

こ

と

を

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

限

界

と

し

て

批

判

す

る
。

そ

し

て

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の
限

界

を

超

え

て

い

く

試

み

と

し

て

、
人

間

存

在

を

「
個

人

的
・

社

会

的

な

る

二

重

構

造

」

に

お

い

て
把

捉

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

「

充

分

に

具

体

的

に

現

れ

て

来

な

い
歴

史

性

」

の

真

相

を

呈

露

さ

せ

る

べ

く

、

風

土

性

に

着

目

し

た

と

述

べ

る

（

前

掲

書

、

四

頁

）
。

和

辻

の

風

土

論

の

理

論

部

分

は

、

次

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る
。

私

た

ち

が

寒

さ

を

感

じ

る
時

、

そ

の

体

験

は

主

観

の

境

界

外

に

あ

る

空

気

の

冷

た

さ

を

感

じ

る

と

い

う

も

の

で

は

な

い
。

そ

の

時

は

自

己

と

寒

気

と

の

区

別

は

な

く

、
「
寒

い

」

と

い

う

気

分

に

お

い

て

、「
我

々

自

身

が

寒

さ

の

う

ち

へ

出

て

い

る

」
の

で

あ

り

、

そ
の
意
味
で
「
我
々
自
身
の
有
り
方
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
力
説
す
る
よ

う

に

、
『
外

に

出

て

い

る

』
（
ｅ
ｘ
-ｓ
ｉｓ
ｔｅ
ｎ
ｃ
ｅ
）

こ

と

を

、

し

た

が

っ

て

志

向

性
を
特
徴
と
す
る
」
（
前
掲
書
、
一
二
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
風
土
は
生
活
す

る

人

間

の

自

己

了

解

の

仕

方

で

あ

る
と

さ

れ

る

（
前

掲

書

、

一

七

頁

）
。

し

か

し

、

和

辻

の

風

土

論

の

理

論

部

分

は

、

そ

れ

の

み

で

は

了

解

す

る

こ

と

が

む

ず

か

し

い

。

和

辻

が

風

土

論

の

導

出

に

至

っ

た

理

論

的

背

景

が

わ

か

り

に

く

い

た

め

で

あ

る
。

そ

の

た

め

、

風

土

の

三

類

型

（

牧

場

型

、

砂

漠

型

、

モ

ン

ス

ー

ン
型

）

が

主

に

着

目

さ

れ

、

さ

ら

に

各

地

域

の

具

体

的

風

土

と

は

大

き

く

乖

離

す

る

和

辻

の

恣

意

的

な

議

論

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

も

少

な

く

な

い
。

な

ぜ

和

辻

の

風

土

論

の

来

歴

は

わ

か

り

に

く

い
の

か

。

そ

れ

は

、

和

辻

の

風

土

論

が

、

和

辻

の

批

判

す

る

と

こ

ろ

の

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

空

間

論

に

由

来

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

宮

川

は
、
和

辻

が
、

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー
の
理

論

が
空
間

性
を
根

源
的

な
存

在
構

造

と
し
て

捉

え
て

い
な

い
こ
と

を
批
判

す

る
一
方

で
、
和

辻

の
風

土

論

は

『
存

在
と

時
間

』

に

お

け
る
空
間

性

の
議

論

、

と
り

わ
け

「
道
具

」

へ

の
考
察

を
応

用

し
、
独

自

に
拡
大

し
た

も
の
で

あ

る
と
指
摘

す

る
（
宮

川
敬
之
『
和
辻
哲
郎
―
人
格
か
ら
間
柄
へ
』
）
。

一

九
三
五

年

に
刊

行

さ
れ

た

『
風
土
』

に
先

立

ち
、

一
九
二

九
年

に
雑

誌
で

発
表

さ
れ

た
論

考

「
風

土
」

に

お

い
て
、

和
辻

は
、
「
日

常
生

活

の

最

も

手
近

い
」

道

具

は

、
「
使

用

す
る

も
の

と

し
て

の
我

々
自

身

を
理

解

す

る

」

も

の

と

し

て

位

置

づ

け

る
（
『
和

辻

哲

郎

全

集

』

別

巻

二

、

三
九

九
頁

）
。
「
道

具
」

は

も
ち
ろ

ん
た
だ

の

「
も

の
」

で

は
な

く
、
そ

れ

に
関

わ
る
私

た
ち

が
、

私

た
ち
自
身

の
あ

り
よ

う
を
そ

こ

に
発
見

す
る

も

の

と

し
て

あ

る
。

そ

れ

が
「
感

受
」

と

「
働

き
出

し
」

と

い
う
「
道

具
」

の
二

重

構

造
で

あ

る
。

和

辻

は
こ

の
構
造

に

お

い
て

、
『
我

々

は
か

く

の

如

き
か

か
わ

り
に

お

い
て

も
ま
た
風

土
の

う
ち

へ
出
で

、

そ
こ

か
ら
ま

た

我
々

自
身

を

、
即

ち
使
用

す
る

も
の
と
し
て

の
我

々
自
身

を
理
解

す
る
」
。

こ

の
和

辻

の
考

察
は
明

ら
か
に
、『
存
在

と
時
間

』
で

展
開

さ

れ
る
「
道

具
」

に

つ

い
て
の

ハ
イ

デ
ッ

ガ

ー
の
考
察

を
引

き
継
ぐ

も

の
で
あ

る
。
別

の
場
所
で
、
和
辻
は
、
そ
の
環
境
世
界
（
U
m
w
e
l
t
）
に
つ
い
て
の
議
論
が
、

人
間

が
自

然

環

境

を

能
動

的

に
利

用

す

る

こ

と

の
み

に
着

目

す

る

も

の

で
、
「
自
然
を
Z
e
u
g
と
し
て
考
へ
る
と
い
ふ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
特
性
が

著
し

く
現

は
れ

て

ゐ

る
と

思
は

れ

る
」
（
前

掲

書
、

三
九

〇
頁

）

と
指

摘

し
て

お
り

、

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー

の
道
具
論

が
風

土
論

を
定
式

化

す
る
媒
介

を

な
し

た
こ

と

が
窺

え

る
。



た
だ

し
、
以

上

の

よ
う

な
和
辻

の
議

論

は
、

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー

の
道
具
論

の
理
解

と

し
て
順

当
で

あ

る
と
は

い
え

な

い
。

ま
ず

、
現
存

在

が
身

の
回

り
に
そ
れ
ら
を
道
具
と
し
て
見
出
す
「
配
視
」
（
U
m
s
i
c
h
t
）
を
通
じ
て

築

か

れ
る
以

上

、
現
存

在

と
〈
世

界
〉

に

お
け

る

さ
ま

ざ
ま
な
物

と

の
関

係

は
、

自

然

環
境

と
集

団

心
性

と

の
関

係

を

保
証

す
る
理

論
で

は
な

い
。

そ
う

し
た

「
人
間

学
」

的

な
方
向

と

の
違

い
は

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー

が
力
説

し

た
と

こ
ろ
で

あ

っ
た

。

ま

た
、

ハ
イ

デ
ッ

ガ

ー
は
人
間

の
あ
り
方

に
つ

い
て
、
本

来
的

な

あ
り

方

と
非

本
来

的

な
あ

り
方

と
を
峻

別

し
、
自

ら
の
死

に
対

す
る
不

安

を
正

面

か

ら
引

き
受

け
て

生
き

る
の

が
本
来

的

だ
と

し
た

。
一

方
、
日

常

に
お

け
る
現

存
在

は
非

本
来

的

な
あ
り

方

を
し

て

い
る

の
で
あ

り
、
道

具
連

関

に

埋
も

れ
て

い
る
限

り
、
人

間

は

「
誰

で

も
な

い
誰

か
」

と
し
て

存
在

し

て

い
る
。
道

具
連

関

は
、
誰

の

も
の
で

も

な

く
、
誰

か
に

排
他
的

に
所

有

さ
れ
て

い
な

い
。
こ

の
道
具
連

関

の

な
か
で

人
間

が
何

か

の
道
具

を
用

い
、

熟

達

す

る
過

程

で
は

、
誰

の
も

の
で

も

な

い
も
の

を
誰
で

も

な

い
も
の

が

用

い
る
と

い
う
様
相

が
不

可

避

に
伴

う
。

ハ
イ
デ

ッ

ガ
ー
に

お

い
て

、
人

間

存
在

は
、
道

具
連
関

か

ら
切

り
離

さ

れ
る
契

機

（
自
分

一
人

に
固

有

な

も

の
と
し

て

の
死

）

を
必
要

と

す

る
の
で

あ

る
（

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー

『
存

在

と
時
間
　

中

』

二
四

一
―
六

二
頁

）
。

だ

が
、
和

辻

は

ハ
イ
デ

ッ

ガ
ー

の
こ

の
考

え
方

に
対

し
て
、

一
貫

し
て

批

判
的

で

あ

る
。
和
辻

は

一
九
三

七

年

に
刊
行

し

た

「
倫

理
学

」
上

巻

に

お

い
て

、
以

下

の
よ

う
に

述

べ
て

い
る
。

〔

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

に
よ

れ

ば
〕

死

に

よ

っ
て

全
体

性

を
現

わ
す

存

在

は
、

あ

く
ま
で

も
個
人

存
在

で
あ

っ
て
人

間
存

在
で

は
な

い
。
彼

自

身

も
人
間

の
死

の
現
象

と
し

て
た

だ
個
人

の
死

を

の
み
取
り

扱

い

得
た
。

人
間

の
死

に
は
、
臨
終

、
通
夜

、
葬
儀

、
墓
地

、
四
十

九
日
、

一
周
忌

等

々

が
属

し
て

い

る
が
、
彼

は

こ
れ

ら
を
す

べ
て
捨
象

す

る

の
で

あ

る
。
し

か
ら
ば
死

の
現

象

を
媒

介
と
し

て
把
捉

せ
ら

れ
た
全

体
性

は
個
人

存
在

の
全
体

性

に
過

ぎ
な

い
。
人
間

存
在

の
全
体

性

は

彼

の
手

か

ら
は
洩

れ
て

い
る
の
で

あ

る
。
（
『
和
辻

哲
郎
全

集
』
十
巻

、

二
三

三
頁

）

そ
れ
で

も
和
辻

が
ハ
イ
デ

ッ

ガ
ー

の
道

具
論

を
参
照

し

た
の

は
、

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
は
現

存
在

の
必
然

的

な
構

造

と
し

て
、
他
者

と

の

「
共
同

存
在
」

（
Ｍ
ｉｔｓ
ｅ
ｉｎ
）
を

あ
げ

る
た
め

で
あ

る
。

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー

が
〈
世

界
内

存
在
〉

を
論

じ

る
際
に

、
現
存

在

が
物
と
関

わ

る
環
境

世
界

の
み

な
ら
ず

、
他
者

と
関

わ

る

「
共

同
世

界
」
（
Ｍ
ｉｔ
wｅ
ｌｔ
）

を
取

り
上

げ
た

こ
と

が
、
風

土
論

に

お

い
て

重
要

な
意

味

を
も

っ
た
。
和

辻

は
論

文

「
風
土

」

に
お

い
て
、

こ

れ
を
寒

さ
の
体
験

に
即

し
て
解

釈

す
る
。

し

か
し

、

や
は

り
な

お

ハ
イ

デ
ッ

ガ

ー
に

よ

る
共

同

存
在

の
分

析

は
、

和
辻

に
と

っ
て
不

満
を
残

す
も

の
で

あ

っ
た
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
の
論

じ
る

と

こ

ろ
で

は
、
他

者
と

の
出

会

い
は
道

具

と
し
て

の
事
物

を
媒

介
と

し
て

成

り
立

つ

も
の
で

あ
り
、
共

同

世
界

は
環
境

世
界

に
対

し
て
副

次
的

な
位

置

し

か
も
た

な

い
。
ま

た
、
そ

の
関
心

は

そ
も

そ
も
存
在

一
般

の
意
味

の

分
析

に
あ
り

、
先

述
の

と
お
り

、
現

存
在

は
、
己

れ
一
人

の
死

の
不
安

に

直
面

す
る
自
己

の
根
抵

か
ら
生

じ

る
「
良
心

の
声
」
に
聴

き
従

う
こ

と
で
、

本

来
的

に
己

れ

の
存
在

を
了
解

す

る
と

さ
れ
る
。

し
た

が

っ
て

、
人

と
人
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と

の
間

を
取

り

結

ぶ
、
和

辻
の

い
う
と

こ
ろ

の

「
型

」

の
存
立

を

十
分

に

基

礎

づ
け

る
こ

と
は

で

き
な

い
。

そ
の
一
方

で

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
に
お

い

て

道
具

連
関

は

、「
固

有
性

」
が
な

い
非

本
来

的

な
あ

り
よ

う

と

さ
れ
る

が
、

和
辻

は

そ

の
固

有
性

の
議

論
そ

の

も
の
に
距

離

を

お

く
。

こ
の

点

は
和

辻

の
ハ
イ

デ
ッ

ガ

ー
受

容

・
批

判
に

お

い
て
核

心

的
な
部

分

で
あ

る
。

和

辻

の
関

心

は
形
而

上
的

な

存
在

（

あ

る
と

い
う
こ

と
）

に

つ

い
て

の
問

い
に
は

な

く
、
そ

う
し

た
問

い

の
主
体

と

も
な

る

「
人

間
存

在

」
の
身

体

的

・
実

践
的

な
あ

り
よ

う
に

あ
り

、
環

境
世

界

よ
り

も
共
同

世
界

を

よ
り

根
柢

に

位
置

づ
け

る
必
要

が
あ

っ
た
。

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
の
存

在
論

を

、
和

辻

は
価

値
論

に
変
換

し
た

と

も

い
え

る
だ

ろ
う
。

和
辻

の
帰

国
後

ま

も
な

く

に
発
表

さ
れ
た
風

土
論

は
、

そ

の
変

換

の
試
み

の
一

つ
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

る
。

で

は

、

な

ぜ
和

辻

は

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
の
本

来

性
と

結

び
つ

く
固
有
性

の

議

論
を

退
け

た

の
か

。
そ

れ
は
、

固
有

性

が
占

有
と
関

連

す

る
概
念

だ
か

ら

で
あ

る
。二

　

複
層
的

な
所
有
の
理
論

と
し
て

の
和
辻
風

土
論

や
は
り
帰
国
後
ま
も
な
い
一
九
二
九
年
、
和
辻
は
、
『
哲
学
研
究
』
に

論
文
「
日
本
語
に
於
け

る
存
在
の
理
解
」
を
発
表

し
て
い
る
。
論
考
は

一
九
三
五
年
に
加
筆
さ
れ
、
「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
と
改
題
さ
れ
て
、

『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
に
所
収
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
の
違

い
が
、

ド
イ
ツ
と
日
本
と
の
間

の
「
存
在
の
仕
方
」
そ
の
も
の
に
も
浸
潤

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
の
背
景
に
あ
る

の
も
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
D
a
s
e
i
n
で
あ
る
。

和

辻

が
論

じ

よ
う

と
す

る
の
は
、

存
在

の
仕
方

を
日

本
語

で
問

う

「
あ

る

と

い
う

こ
と

は
ど

う

い
う

こ
と
で

あ

る
か
」

と

い
う
問

い
そ
の

も
の
の

語
法

的
分

析

で

あ
る
。

和

辻

の
見
出

し

た
日

本
語

の
特
質

と

は
、
「
所

有

物
が
有
る
と
こ
ろ
の
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
熊
野
は
「
『
存

在
』

と

い
う
、

哲

学

一
般

の
基
礎

的
問

題

が
、
『
所

有
』

と

い
う
論
点

に

収
散

し

て

ゆ
き
、

理
論
哲

学

の
問

い
が
実

践
哲
学

的

な
そ
れ

へ
と
変
容

し

て

ゆ

く
」
（
熊

野
純

彦

『
和

辻
哲

郎
　

文

人
哲

学
者

の
軌

跡
』
）

と
整

理
し

て

い

る
。

で

は
、

な

ぜ
「
所
有
」

が
問

題

と
な

る
の
か

。
そ

こ
に
は
、

ド

イ
ツ

留
学

前
後

の
日

本

の
経
済
危

機

や
労
働

運
動

が
大

き
く
関

係
し
て

い

る
。

そ

れ

は
、

論

考

「
風

土

」

と

『
風

土
　

人

間

学

的

考

察

』

の
間

、

一
九
三

一

年
に

発
表

さ

れ
た
論
文

「
現

代
日

本
と
町

人
根

性
」

と
も
関
連

し
て

い
る
。

苅

部
は

、
和

辻

が
、
留

学
以
前

の
一
九

二
〇

年

代
初

め
、
無
所

有

の
共

同

生

活
と

社
会

奉
仕

を
旨

と
す

る
西

田
天

香

の
宗
教

団
体

「
一
燈

園
」

の

活

動

に
共

鳴

し

て

い
た

こ

と
を
指

摘

し
て

い
る
（

苅

部
直

『
光

の
領

国

和

辻

哲
郎
』
）
。

当
時

、
西
田
天

香

の
著
書
『
懺

悔

の
生
活
』（
一
九

二
一
年

）

が
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
一
燈
園
の
活
動
は
、
和
辻
の
他
に
も
倉
田

百

三

や
西

田
幾

多
郎

な

ど
多

く

の
知

識
人

の
関

心

を
集

め
て

い
た
。
ま
た

、

一
燈

園

へ
の
注
目

と
同

時
期

の
、

一
九

二
二

年
に
学

習
院

で
行

っ
た
講
演

「
わ

が
国

体

に

つ

い
て
」

で

は
、
日

本

の

「
国
体

」

を
読

み
替

え

る
こ

と

に
よ

っ
て

、
華

族

や
富

豪

な
ど
特
権

階
級

の
改

造

を
主
張

し
て

い
る
。

そ

し
て

「
皇
室

の
率

先

し
て

の
私
有
地

投

げ
出

し
」

や
、
学

習
院

を
華

族

の
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学
校

か

ら

「
貧
民
学

校
」

に
変

え

る
こ

と
を

提
唱

し
て

い
る
。

留
学

前

の

和

辻
は
日

本
人

の
伝

統
的

な

民
族

精
神

に
つ

い
て

実
在

的
に
語

っ
て
は

い

ず

、
む

し
ろ

批
判
的

で

あ

っ
た
。

に

も
か

か
わ

ら
ず
、

こ

の
留

学

後
の

講

演

で

は

「
我

国
体

の
精
華

は

、
君
臣

が
曾
て

〈
徳

を
樹
て

た
〉

こ

と
、〈
道
〉

に
従

っ
た

こ
と
で

あ

る
」

と

、
普

遍
的

な

「
道
」

が
天

皇

の
上

に

あ

る
と

説

き
、

そ
し

て

「
道

」

の
内

容
と

し
て

社
会

政

策
の
実

行

を
具

体

的

に
提

起

す

る
。

そ
し
て

、
従

う

べ
き
規

範

は
よ

り
上

位
な

も
の

ほ
ど
根

柢
的

で

あ

る
と
す

る
存

在
様
式

の
あ

り

よ
う

は
、
後

の
一
九
四

二
年

刊
行

の

『
倫

理

学
』

中
巻

ま
で

一
貰

し
て

い
る
。

こ

こ
で
和

辻

の
思
想

の
総

体

を
全
体

主
義

と

位
置

づ
け

る
の

は
早
急

で

あ

る
。

和
辻

は
国

体

を
主
張

す

る
と
同

時

に
、
天

皇

イ
メ

ー
ジ

の
軍
事

化

や
〈
肥

私
奉
国

〉（
和
辻

の
言

葉
で

は
「
町
人

根
性

」「
ブ
ル

ジ
ョ

ワ
精
神

」
）

を
是

と
す

る
社

会
潮
流

を
強

く
非

難

し
て

い
る
。
と

り
わ

け
和
辻

が
警

戒

を
強

め
た

の
は

、
資
本

主
義

的

な

「
利

益

社
会

」

の
も
と

で
、

人
々

が
個

人
的
利

得

の
極

大
化

に
の

み
邁

進

す
る

「
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
精

神
」

に
支
配

さ

れ

る
こ

と
で

あ
っ
た

。
日
本

が
直
面

す

る
経

済
危
機

や
労

働
運
動

は
、
日

露

戦

争
後

の
経

済
発

展

が
「
利

益
社

会
化

」

を
極
端

に
進

め
、

日
本

人

の

「
国

民

的
自

覚
」

を
曇

ら
せ

た

た

め
に

発

生

し
た
。

し

た

が
っ
て

現

今

の

危
機

を
解

決

す
る
に

は
、

こ

の
自
覚

を
復

活

さ
せ
利

益
社

会

を
止

揚
し

て

「
国

民

的
共

同

社
会

」

を
築

く

し

か
な

い
と
、

和
辻

は

一
九

三

一
年

の

論

文

「
現
代
日

本

と
町

人
根

性
」

で

主
張

す

る
。
和
辻

の
い
わ

ゆ

る
「
町

人

根

性
」

へ
の
批

判

は
、
「

倫

理
学

」

に

お

け

る
「
経

済

的
組

織
」

論

の
根

底

に
流

れ
る
発

想
と

通
底

し
て

い
る
。

つ
ま

り
、

こ

こ
で

和
辻

が
主
張

す

る
の
は
、
個
人
に
せ
よ
、
政
府
に
せ
よ
、
物
（
経
済
や
文
化
、
教
育
、
福

祉
制
度
、
お
よ
び
民
俗
的
な
「
型
」
な
ど
を
含
む
）
の
一
元
的
な
占
有
・

管
理
の
否
認
で
あ
る
。

こ

こ

で

、

和

辻

が

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

を

経

由

し

て

向

け

た

「
人

間

存

在

」

の

身

体

的

・

実

践

的

な

あ

り

よ

う

へ
の

関

心

に

つ

い
て

、

存

在

か

ら

所

有

へ
の

収

斂

を

介

し

て

、

一

つ

の

物

の

上

に

重

畳

し

て

、

い

く

つ

も

の

所

有

が

成

立

し

得

る

よ

う

な

所

有

の

様

態

を

描

写

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

と

み

な

す

こ

と

が

で

き

る

。

前

述

の

と

お

り

、

和

辻

が

環

境

世

界

の
根

柢

に

位

置

づ

け

よ

う

と

し

た

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

共

同

世

界

は

、

複

層

的

な

所

有

の

状

態

で

あ

る
。

こ

れ

は

、

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

が

道

具

的

存

在

へ

の

「

配

慮

」

（

Ｂ
ｅ
ｓ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
）

と

、

世

界

内

部

的

に

出

会

わ

れ

る

よ

う

な

他

者

（

人

間

）

へ

の

「
顧

慮

」
（
Ｆ
ｕ
ｒ
ｓ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
）

と

を

、
「
気

遣

い
」
（
Ｓ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
）

と

し

て

統

一

す

る

過

程

に

準

じ

て

、

他

者

の

身

体

を

仮

想

的

に

取

り

込

む

こ

と

に

よ

っ

て

行

わ

れ

る

。

た

だ

し
、

こ

れ

は

く

り

返

す

と

お

り

、
『
存

在

と

時

間

』

に

お

い

て

は

非

本

来

的

な

あ

り

方

と

さ

れ

た

道

具

連

関

か

ら

導

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

所

有

物

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

な

行

為

も

な

し

得

る

と

い

う

こ

と

は

、

現

代

に

お

い
て

は

、

所

有

者

で

あ

る
以

上

当

然

で

あ

る

よ

う

に

思

え

る

。

し

か

し

、

入

会

権

に

つ

い

て

分

析

す

る

川

島

が

述

べ
る

よ

う

に

、

こ

の

こ

と

は

近

代

法

の

歴

史

的

特

質

に

す

ぎ

な

い

。

そ

れ

ぞ

れ

の

「

物

」

の

性

質

・

効

用

に

応

じ

て

、

ま

た

そ

れ

ぞ

れ

の

主

体

に

応

じ

て

、

限

定

さ

れ

た

異

な

る

内

容

の

権

利

が

成

立

し

た

の

で

あ

り

、

そ

れ

ら

の

権

利

は

い

わ

ば

並

列

的

に

、
広

義

の

「
所

有

」

と

呼

ば

れ

て

い

た

（
川

島

『
日

本

人

の

法

意

識

』
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六
五

頁

）
。
和

辻

は
利

益

社
会

の

も
と

に

お

い
て

す

べ
て

が
個
人

の
所

有

物

と
な

る

こ
と

、
あ

る

い
は
政
府

に

よ

っ
て

一
元

的

管
理

が
な

さ

れ
る
こ

と

を

「
経
済

組
織

の
本

来

の
面

目

が
人

倫
的

組

織
に

あ

る
こ
と
」

の
転

倒

で

あ

る
と

す

る
。

つ
ま

り
、

複
層

的

な

「
存
在

＝
所

有
」

を
肯
定

し

、
世

界

観
と

し
て

理
論

づ
け
た

の
が
、

和
辻

の
風

土
論

で

あ

る
と

い
え

る
。

三
　

風

土

論

に

も

と

づ

く

〈

最

適

勣

線

〉

の

構

想

ハ
イ

デ
ッ

ガ
ー
の
道

具
論

を
独
自

に

解
釈

し

た
和
辻

の
風

土
論

は
、

今

日

的
に

ど

の
よ

う
な
意
義

を
も
ち

得

る
の

か
。
本

論

は
、
日

本

の
環
境

思

想

の
一

分
野

で

あ
る
生
活

環

境
主
義

と

の
関

連

を
指
摘

し

た

い
。

す
で

に

述

べ
た

と
お

り
、
和

辻

の
複
層

的

な
所
有

概

念

は
、
入

会
地

に
お

け

る
所

有

意

識

と
親
和

的
で

あ

る
。

し
か

し
、「
共

有
地

の
悲

劇
」
が
示

す
と

お
り

、

特

定

の

誰
か

に
占
有

さ
れ
て

い
な

い
共
有

物

＝
複
層

的

な
所

有

が
な

さ
れ

て

い

る
も
の

を
取

り
扱

う
能
力

は
、

商
品

を
私

的

に
占

有

す
る
経

験
を

ど

れ

ほ
ど
積

み

重

ね
て

も
身

に

つ
く

も
の
で

は

な

い
。

こ

の

複
層

的

な

所

有

の
あ

り

よ

う

に

つ

い
て

手

が
か

り

を
与

え

る

の

が
、
生
活

環
境

主

義
で

あ
る
。

一
九

九
〇

年
代

以
降

、
生

活
環

境
主

義

は
、

伝
統

的

な
生

業
・

生
活
文

化

か
ら

、
人
間

と
自

然

と

の
親

密

な
関

わ
り
方

を
再

び
学

ぶ
こ

と
の
必
要

性

を
主
張

し
て

き

た
。
例

え

ば
、
上
下

水
道

が

整
備

さ

れ
た

こ

と
に
よ

り
、
本

来

の
水

と
地
域

の
環

境

と
の
関

わ

り
を
身

近

に
感

じ
る
機

会

が
少

な
く

な
り
、

水
質

汚
染

が
加

速

す

る
（

嘉
田

由
紀

子
「
シ
ャ
ド
ウ
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
　
見
え
な
く
な
っ
た
水
の
世
界
」
）
と
い

う
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
有
物
＝
複
層
的
な
所
有
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
を
取
り
扱
う
能
力
は
、
生
活
的
自
然
と
の
身
体
的
関
わ
り
の
な

か
で
育
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
は
こ
の
能
力
を
〈
最
適
動
線
〉
を
創
出
す
る
能
力
と
し
て
定
位
す

る
。
動
線
と
い
う
語
句
は
、
建
築
物
に
お
い
て
、
実
際
に
行
き
交
う
人
間

や
物
の
動
き
を
表
す
線
の
こ
と
で
あ
り
、
最
適
動
線
と
は
、
複
数
の
動
線

が
お
互
い
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
指
す
。
動
線
は
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
。
そ
し
て
複
数
の
動
線
が
重
な
り
合
う

混
雑
す
る
場
所
は
、
お
互
い
が
お
互

い
の
動
線
を
妨
げ
な
い
よ
う
、
余
裕

を
も
っ
た
空
間
作
り
が
求
め
ら
れ
る
。
一
般
的
に
動
線
を
描
く
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
か
物
の
移
動
で
あ
る
が
、
本
論
は
こ
こ

に
道
具
の
使
用
も
付
け
加
え
る
。
人
間
存
在
が
「
個
人
的
・
社
会
的
な
る

二
重
構
造
」
を
、
共
同
世
界
に
お
け
る
身
体
的
・
実
践
的
な
あ
り
よ
う
、

道
具

の
使
用
の
な
か
で
表
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
道
具
論
を
倫
理
学
と
し
て
継
承
し
た
和
辻
の
風
土
論
を
見
て
き
た
と

お
り
で
あ
る
。

〈
最
適
動
線
〉
が
創
出
さ
れ
る
過
程

で
は
、
動
線
を
妨
げ
得
る
さ
ま
ざ

ま
な
物
、
制
度
へ
の
関
与

が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な

物
、
制
度
の
破
壊
・
変
更
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
複
雑
な
連
関
の
も
と
に

あ
る
共
有
地
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
基
準
あ
る
い
は
形
式

が
、
他
の
基
準

あ
る
い
は
形
式
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
単

一
の
組
織
や
個
人
の
占
有
物
で
あ
れ
ば
（
例
え
ば
商
品
的
な
価
値
づ
け
に

よ
っ
て
）
そ
れ
を
破
壊
・
変
更
す
る
権
利
は
所
有
者
に
帰
せ
ら
れ
る
。
動

線
を
妨
げ

る
物
・
制
度
の
破
壊
に
よ
り
短
期
的
に
そ
の
場
所
の
生
産
物
は



増
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
期
的
に
は
、
そ
の
組
織
、
個
人
が
責
任

を
負
い
き
れ
な

い
よ
う
な
負
の
影
響
を
周
囲

に
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
以

上
、
共
有
物
＝
複
層
的
な
所
有

が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
扱
う
能
力

と
し
て
の
、
〈
最
適
動

線
〉

を
創
出
す

る
能
力
を

い
か
に
涵

養
す
る
か
。

そ
の
指
針
と
し
て
、

ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
道
具
論
お
よ
び
和
辻
風
土
論
の
射
程

を
示
し
た
。
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献
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辻
哲
郎
の
書
き
込
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を
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和
辻
倫
理
学
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今
日
的
意
義
』
法
政
大

学

出

版
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、

二

〇

一

〇

年

。

宮
川
敬
之
『
和
辻
哲
郎
－
人
格
か
ら
間
柄
へ
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
。

和

辻

哲

郎

『

風

土
　

人

問

学

的

考

察

』

岩

波

書

店

、

一

九

七

九

年

。

和

辻

哲

郎

『

和

辻

哲

郎

全

集
　

四

巻

』

岩

波

書

店

、

一

九

六

二

年

。

和

辻

哲

郎

『

和

辻

哲

郎

全

集
　

十

巻

』

岩

波

書

店

、

一

九

六

二

年

。

和

辻

哲

郎

『

和

辻

哲

郎

全

集
　

別

巻

１

』

岩

波

書

店

、

一

九

九

二

年

。

和

辻

哲

郎

『

和

辻

哲

郎

全

集
　

別

巻

２

』

岩

波

書

店

、

一

九

九

二

年

。

鷲
田
清
一
『
〈
あ
る
〉
と
〈
も
つ
〉
―
「
所
有
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
の
試
論
（
一
）
」

『
持
兼
山
論
叢
』
二
六
、
一
九
九
二
年
。

（
１

）
　
た
だ
し

、
牧
野
に

よ
れ
ば
、
和
辻

が
ド
イ
ツ
留
学
中
に
読
ん
で

い
る
は
ず
の
『
存

在
と
時
間
』
も
、
『
現
象
学
の
恨
本
諸
問
題
』
も
（
「
道
具
」
に
つ
い
て
の
考
察

は
『
存
在
と
時
間
』
に
見
え
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
端
的
に
「
外
に
出
る
」
と

い
う
こ
と

が
ら
と
結
び

つ
け
ら
れ
て

い
る
の
は
、
む
し

ろ
『
現
象

学
の
根
本
諸

問
題
』

の
ほ
う
で
あ

る
）
、
法
政
大
学
の
和
辻
文
庫
に
残

さ
れ
て

い
な
い
。
和
辻

が
ど
れ
ほ

ど
同

書
を
読

み
込

ん
で

い
た

の
か
は
類

推
す

る
他

な
い
（
牧
野
英
二

『
和
辻
哲
郎
の
書
き
込
み
を
見
よ
』
）
。

（
２
）
　
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
、
「
交
渉
」
に
つ

い
て
、
予
め
物
に
備
わ
っ
て

い
る
道
具
的

存

在
性
を
見

抜
く
力
と
し

て
の
「
配

視
」
（
U
m
ｓ
ｉｃ
ｈ
ｔ
）
と

い
う
様
式
を

も
つ
と

述

べ
る
。

こ
の
「
配
視
」

に
よ
っ
て
、
現
存
在
は

、
道
具

が
も
ち
得

る
道
具

的

存
在
性
を
見

抜
き
、
そ
の
道

具
が
も
ち
得

る
可
能

性
を
よ
り
活

か
す
こ
と

が
で

き
る
よ
う
に

そ
の
物
と

「
交
渉
」
す

る
こ
と
で
、

物
を

「
道
具

」
と
し
て
見

出

す
の

で
あ
る
。

（
３
）
　
和

辻
は
以
下

の
よ
う
に
述

べ
る
。

寒

さ

を
感

ず
る
と

き
に
は
自

分
一
己

が
そ

れ
を
防

ぐ
ふ
る
ま
ひ

を
す

る

の
で

な
く
し
て
子
供
に
着
物
を
着
せ
老
人
を
火
の
そ
ば
に
押
し
や

る
。
我
々

は
こ
の
場
合

お
の
れ

よ
り
も
む
し
ろ
傍

の
人

を
先
に

す
る
の
で
あ

る
。
即

ち
我
々

は
、

逆
具
或
は

風
土

の
う
ち

へ
出
て

ゐ
る
と
同
時

に
人
の

う
ち

へ

出
て

ゐ
る
。

お
の

れ
を
「
我
」
と
し
て
反
省

す

る
よ

り
も
前
に
、

す
で
に

人
の
う
ち
へ
出
て
ゐ
る
お
の
れ
を
理
解
す
る
。
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
別
巻

一
、
四
〇

一
頁

）

ま
た
、
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
が
も
と
も
と
は
漢
語
の
「
人
閥
」
で
あ
り
、
人

の
間
す
な

わ
ち

「
世
の
中

」
の
意
味

を
も
っ
て
い
た

こ
と
は
、
ま
さ
し

く
人

が

本
質
的

に
「
世

の
中
に
於

け

る
存
在
」
で

あ
る
こ

と
を
示
し

て

い
る
と
す

る
。

和
辻
の
「
間
柄
」

と
し
て

の
人
間

観
、
「
人
間
の
学
」
と
し
て
の
哲

学
体

系
に
も

強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。

（
４
）
　
和
辻
は
論
文
の
冒
頭
で
「
日
本
語
と
い
う
一
つ
の
特
殊
な
言
語
を
通
じ
て
こ

の
民
族
の
精

神
的
活
助

の
根
本
的
な
一
面

を
解
釈
し
よ
う

と
す
る
精
神
史
的

な

考
察
」
を

行

い
、
『
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

が
そ
の
驚

く

べ
く
綿
密

な

Ｄ
ａ
ｓ
ｅ
ｉｎ

の
存

在

論

的
分
析

に
も
と

づ
い
て

言
語
の
構
造

の
存
在
論

的
存
在
法
的

全
体
を
明

ら
か
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に
し
た
と

き
に
は
、
言
語

の
民
族

的
な
相
違

の
ご
と

き
は
全
然
問
題

と

さ
れ
な

か
っ
た
」
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
四
巻

、
五
〇
六
頁
）

と
述
べ
る
。

（

５
）
　
「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」

よ
り
、
や
や
長

い
が
関
連
箇

所
を
引

用
す

る
。

で
は
「
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
「
が
あ
る
」
と
は
ど
う
い

う

こ
と
で

あ

る
か
。
「
私

は
閑

が
あ

る
」
と

は
私

が
閑
暇

を
有

つ
（

も

つ
）

こ
と
で

あ
る
。
私

は
用

事

が
あ
る
、
私

は
読
書
に

興
味

が
あ

る
、
私

は
食

欲

が
あ
る
、
等
々
、
我

々
は
日
常

数
限

り
な
く
か

か
る
言

い
現

わ
し

を
用

い
て

い
る
。

す

べ
て
有

つ
の
意

味
で
あ

る
。
そ

こ
か
ら
し
て
庭

に
は
植
木

が
あ

る
、
町

に
は
家

が
あ

る
、

山
に
は
岩

が
あ

る
、

等
々
の
用

法
も
発
展

し
て
来

る
。
庭

が
植
木

を
有

ち
、
町

が
家

を
有

っ
て

い

る
の
で

あ

る
。

し

か
し
厳
密

に
言
え

ば
有

つ
と

い
う
ご
と

き
係
わ
り
方

を
す

る
の
は
人
間

で

あ

っ
て
、
庭

や
町
で

は
な

い
。
人

間

が
庭

を
有
ち
、

そ
の
庭
に

お

い
て
植

木
を
有

つ
の
で
あ
り
、

ま
た
人
問

が
町

を
つ
く
り
、

そ
の
町
に

お

い
て
家

を
有

つ
の

で
あ

る
。
だ

か
ら

こ
そ
「
有

る
所
の
も
の
」

は
所
有
物

な
の
で

あ
る
。
【
中
略

】

か

く
見

れ
ば
総

じ
て

「
も
の

が
あ

る
」

の
は
人
間

が
有
つ
の
で

あ

る
と

言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ

う
。

そ
う
す
れ
ば
「

が
あ

る
」
が
限
定

せ
ら
れ
て
「
で

あ

る
」
に

な

る
と

い
う
こ
と

は
、
人
間

が
そ
の
有

ち
方

を
限
定

す

る
こ
と

に

ほ
か
な
ら
な

い
。
庭

に
は
植

木

が
あ

る
、
美
し

い
木
で
あ

る
、

と

い
う

場
合

に
は
、
人
間

が
庭

の
植
木

を
有

つ
有

ち
方
を
美

し

い
と

い
う
語
に

よ

っ
て
現

わ
さ
れ

る
よ
う
な
仕

方
に
限
定

す

る
の
で

あ
る
。
す

な
わ
ち
そ

れ

を
愛
玩

し
賞
美

す
る
と

い
う
仕
方
で
有

つ
の
で

あ
る
。
そ
う
し

て
み

る
と

「

が
あ

る
」

も
「
で
あ

る
」

も
と

も
に
人
間

の
存

在
に

属
し
、
「
で
あ

る
」

は
そ

の
存

在
の
仕
方

の
限
定

を
表
現

し
た
も
の
で

あ
る
と

い
う
こ
と
に

な

る
。
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
四

巻
、
五
四
八
－

九
頁

）

（
６
）
　
三
枝
博
音
は
、
一
九
二
一
年
頃
、
和
辻
を
訪
ね
た
三
枝
に
向
か
っ
て
「
い
ま
代
々

木
の

ほ
う
を
歩

い
て

き
た

が
、
一

燈
園
を

つ
く

る
こ
と
で

ど

う
い
う
と
こ

ろ
が

よ

い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を

い
ま
見
て
歩

い
て
き
た
」
と
語

り
た
と
い
う
。
ま
た
、

京
大
時
代

に
は
「
一
燈

園
の
人

が
よ
く
遊

び
に
来
た
」

と
和
辻
自
身

も
回
想

し

て
お
り
、
和
辻
に
引
率
さ
れ
て
京
大
倫
理
学
教
室
の
メ
ン
バ
ー
が
鹿
ケ
谷
の
一

燈

園

を

見

学

し

た

こ

と

も

あ

っ

た

。

こ

の

注

目

に

つ

い

て
、

苅

部

は

、

第

一

に

西

田

天

香

の

人

格

そ

の

も

の

と

無

所

有

の

主
張

に

惹

か

れ

た

た

め

と

思

わ

れ

る

が
、

そ

の

教

え

の
、

キ

リ

ス

ト
教

・

仏

教

・
神

道

の

ど

れ

を

信

じ

て

も

か

ま

わ

な

い

と

す

る
開

放

的

（
折

衷

的

）

な

性

格

も

ま

た

、

和

辻

の

教

養

主

義

に

適

合

的

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

と

分

析

し

て

い

る

（

苅

部

『
光

の

領

国
　

和

辻

哲

郎

』

二
八

八
－

九

頁

）
。

（
７

）
　

『
倫

理

学

』

中

巻

。
「
人

倫

的

組

織

』

と

題

す

る
第

三

章

で

和

辻

は

、

家

族

・

親

族

・
地

緑

共
同

体

（
村

・
町

）
・

経

済

的

組

織

（
会

社

・

労

働

組

合

）

や

。

さ

ら

に

生

産

（
流

通

シ

ス

テ

ム
全

体

）
・

文

化

共

同

体

（

学

校

・
教

会

や

民

族

）
・

国

家

と

い
う

順

番

で

、

さ

ま

ざ

ま

な

組

織

形

態

を

検

討

し

て

ゆ

く

。

そ

し

て

家

族

に

お

け

る

「
親

愛

」
、

親

族

に

お

け

る

「
相

互

扶

助

」
、

地

縁

共

同

体

に

お

け

る

「
慎

し

み

」
、

経

済

的

組

織

に

お

け

る

「
職

分

の
自

覚

」

と

い

っ
た

よ

う

に

、

そ

れ

ぞ
れ

の
組

織

に

つ

い
て

行

為

の

型
（

の
原

型

を

な

す

モ
ラ

ル

）
を
列

挙

す

る

。

そ

し

て
、

人

が

家

族

（

そ

の

な

か

で

も

二

人

共

同

体

た

る

夫

婦

）

を

出

発

点

と

し

て

。

文

化

共

同

体

・

国

家

へ
と

、

よ

り

広

範

囲

の
共

同

性

に

参

与

す

る

に

つ

れ

て

、

そ

こ

で

従

う

べ

き

規

範

は
、

よ

り

上

位

で
根

柢

的

な

も

の

と

位

置

づ
け

ら
れ

る
。

し
た

が

っ

て

、

文

化

共

同

体

の
内

で
最

も
広

い
集

団

で
あ

る
民

族

と

、

民

族

の

全

体

性

を

具

体

的

に
実

現

す

る
組

織

と

し

て

の

国

家

が
、

最

商

位

を

占

め

る
こ

と

と
な

る

。

（

８

）
　
近

衛

政

権

下

に

お

け

る
統

制
経

済

に

よ

り
、

政

府

に

よ

る

指

令

が

自

由

競

争

を

全

面

的

に
排

す

る

「
単

な

る
外

的

強

制

」

を
批

判

し
、
『
経

済

組

織

の
本

来

の

面

目

が
人

倫

的

組

繊

に

あ

る

こ

と

を

自

覚

す

る

こ

と

、

そ

れ

が
統

制

の

前

提

と

し

て

何

よ

り

も

必

要

な

の

で

あ

る

」
（
『
和

辻

哲

郎

全

集

』

十

巻

、

五

〇

三

頁

）

と
述

べ

る
。

（

９

）
　

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

は

所

有

（
Ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
）

に

つ

い
て

多

く

を

述

べ

て

は

い

な

い

が
、

他

の
誰

に

も

譲

渡

で

き

な

い
本

来

性

＝

固

有

性

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌｉｃ
ｈ
ｋｅ
ｉ）

は
、

哲

学

史

的

に
『
存

在

』
で

は

な

く
「
所

有

」
と

い
う

観

念

と

連

繋

関

係

に

あ

る
（
鷲

田

『〈

あ

る
〉

と

く
も

つ
〉
－

「
所

有

」

と

い
う

覬

念

に

つ

い
て

の

試

論

（
一

）
」
）
。

（
1
0
）
　

「
共

有

地

の

悲

劇

」

と

は

、

多

く

の

人

々

が
利

用

で

き

る

共

有

資
源

は

、

よ

り

多

く

の
利

益

を

そ

の

資

源

か

ら
得

よ

う

と

す

る
個

人

が
現

れ

る

こ

と

に

よ

り

、
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搾
取

さ
れ
、

や
が
て
枯
渇

す
る
と

い
う
経
済
学
上

の
法
則
で

あ
る
。
生
態

学
者

ギ
ャ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
。
共
有
地
の
悲
劇
を

防
ぐ
た
め
に
、
行
政
政
策
と
し
て
利
害
関
係
者
に
所
有
権
、
独
占
権
を
与
え
て

管
理

さ
せ

る
方
式

が
知

ら
れ
て

い
る

が
（
例
え

ば
、

電
波
利
用

に
お

い
て
、
政

府

が
特
定

事
業
者
に
電
波
帯
域

の
占
有
を
認
め
る
こ
と

な
ど
）
、
本
論

は
こ
れ
と

は
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
る
。

（
お
お
た
・
か
ず
ひ
こ
、
農
林
共
生
社
会
科
学
・
環
境
倫
理
学
、

東

京

農

工

大

学

大

学

院

）
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