
    『 『『『
人

間
人

間
人

間
人

間
の ののの

学 学学学
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
倫

理
学

倫
理

学
倫

理
学

倫
理

学
』 』』』
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
    

前
半

ま
と

め
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
/２

５
 

栗
山

は
る

な
 

 

 和
辻

哲
郎

（一
八

八
九

ー
一

九
六

〇
） 

 
 

哲
学

者
、

倫
理

学
者

、
日

本
文

化
史

家
。

東
洋

的
、

日
本

的
性

格
の

上
に

西
洋

文
化

を
摂

取
す

る
こ

と
に

よ
り

、
新

し
い

国
民

的
性

格
の

創
造

、
新

し
い

文
化

創
造

を
提

唱
。

東
西

両
文

化
を

融
合

し
た

世
界

に
例

の
な

い
独

自
の

国
民

的
性

格
を

も
っ

て
、

日
本

は
世

界
の

平
和

に
貢

献
で

き
る

も

の
と

考
え

た
。

 

 第
一

章
 

人
間

の
学

と
し

て
の

倫
理

学
の

意
義

 

 一
 

「
倫

理
」と

い
う

言
葉

の
意

味
 

 ・「
倫

理
学

と
は

何
で

あ
る

か
？

」
→

「倫
理

と
は

何
で

あ
る

か
と

い
う

問
い

で
あ

る
」 

 
 

 
 

 
※

「倫
理

学
」→

（
et

h
ic

sに
井

上
哲

次
郎

が
当

て
た

訳
語

）社
会

的
存

在
と

し
て

の
人

間
の

間
で

の
共

存
の

規
範

・
原

理
を

考
究

す
る

学
問

。
（広

辞
苑

第
五

版
） 

 倫
理
学
は

倫
理
的
判
断
の

学
で

あ
る
と
か
、
人
間
行
為
の
倫

理
的
評
価
の

学
で
あ

る
と
か
と
定

義

せ
ら
れ
る

。
し
か
し
倫
理
的

判
断
と
は
何

で
あ
る

か
、
人
間
行

為
と
は
何
で
あ
る

か
、
倫
理

的
評

価
と
は
何

で
あ
る
か
。
そ
れ
は

既
知
量
と

し
て
倫

理
学
に
与
え

ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く

、
ま

さ

に
倫
理
学

に
お
い
て
根
本

的
に

解
か
る
べ
き
問
題

な
の
で

あ
る

。
P

1
0 

 ・「
倫

理
と

い
う

言
葉

に
よ

っ
て

表
現

せ
ら

れ
た

こ
と

」の
意

味
は

何
か

？
我

々
は

そ
の

上
に

い
か

な
る

概
念

を
作

り
得

る
か

？
 

 倫
理
と
い

う
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
立
ち
客

観
的
に

存
し

て
い
る
の

で
あ
る

。
p
10

 

 ・「
倫

理
」と

い
う

言
葉

に
関

す
る

思
想

史
的

考
察

 
 

 「倫
」→

シ
ナ

語
で

は
元

来
「
な

か
ま

」＝
単

に
人

を
複

数
的

に
見

た
だ

け
で

は
な

い
「人

々
の

間
の

関

係
と

こ
の

関
係

に
よ

っ
て

規
定

さ
れ

た
人

々
」と

を
意

味
す

る
 

 「人
倫

」→
人

間
の

共
同

態
を

意
味

 

 「人
倫

五
常

」→
人

間
共

同
態

に
お

け
る

五
つ

の
不

変
な

る
こ

と
「
父

子
有

親
・君

臣
有

義
・夫

婦
有

別
・長

幼
有

序
・朋

友
有

信
」
 

×
「父

子
に

親
有

る
べ

し
」（

当
為

）→
○

「父
子

に
親

有
り

」（
可

能
根

柢
）
 

 
 

 
 

※
当

為
→

ド
イ

ツ
語

so
lle

n、
英

語
o
ug

ht
な

ど
の

訳
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「あ
る

こ
と

」（
存

在
）
「あ

ら
ざ

る
を

え
な

い
こ

と
」
（自

然
必

然
性

）に
対

し
て

、
人

間

の
理

想
と

し
て

「ま
さ

に
な

す
べ

き
こ

と
」
「ま

さ
に

あ
る

べ
き

こ
と

」を
意

味
す

る
。

（広
辞

苑
第

五
版

） 

「
そ

れ
ぞ

れ
の

間
柄

を
本

質
的

に
規

定
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

そ
れ

な
く
し

て
は

間
柄

そ
の

も
の

が

不
可

能
に

な
る

。
」＝

そ
れ

ぞ
れ

の
共

同
態

の
可

能
根

柢
 

 人
間
生
活

の
不
断

の
転
変

を
貫

い
て
常
住

不
変
な

る
も
の

は
、

古
く
よ
り

風
習
と

し
て
把

握

せ
ら
れ
て

い
た
。

風
習
は

過
ぎ

行
く
生
活

に
お
け

る
「
き

ま
り

」
「
か
た

」
で
あ

り
、
従

っ

て
転
変
す

る
生
活

が
そ
れ

に
お

い
て
転
変

し
行
く

と
こ
ろ

の
秩

序
、
す
な
わ
ち
人

々
が

そ
こ

を
通
り
行

く
道
で

あ
る
。

・
・

・
し
か
る

に
人
間

共
同
態

は
本

来
か
く
の

ご
と
き

秩
序
に

も

と
づ
く
が

ゆ
え
に

可
能
な

の
で

あ
る

 
ｐ
１

２
 

 人
間
共
同

態
の
存

在
根
柢

た
る

秩
序
あ
る

い
は
道

が
「
倫

」
あ

る
い
は
「

人
倫
」

と
い
う

言

葉
に
よ
っ

て
意
味

せ
ら
れ

て
お

り
、
「
理

」
（
こ

と
わ
り

、
す

じ
み
ち
）

は
そ
の

意
義
を

強

調
す
る
も

の
で
あ

る
。
 

つ
ま
り
「

倫
理
」

も
ま
た

人
間

共
同
態
の

存
在
根

柢
た
る

道
義

を
意
味
。

 

→
倫
理
と

は
芸
術

や
歴
史

に
表

現
せ
ら
れ

得
る
人

間
の
道

で
あ

っ
て
、
理

論
的
に

形
成
さ

れ

た
原
理
で
は
な
い

の
で
あ

る
。

P
1
6 

 倫
理

学
と

は
人

間
関

係
、

従
っ

て
人

間
の

共
同

態
の

根
柢

た
る

秩
序

・道
理

を
明

ら
か

に
し

よ
う

と
す

る
学

問
で

あ
る

。
→

で
は

人
間

と
は

何
か

？
間

柄
と

は
何

か
？

 

 二
 

「
人

間
」と

い
う

言
葉

の
意

味
 

 ・「
人

間
」と

い
う

言
葉

の
歴

史
的

考
察

か
ら

の
「人

間
」
概

念
の

確
立

 

  
日

本
語

 
 

 
 

人
 

 
 

 
≒

 
 

 
 

人
間

 

 
ド

イ
ツ

語
 

m
e
ns

c
he

n 
≠

 
zw

is
ch

e
n 

de
n 

m
e
ns

ch
e
n 

 
 

 

「よ
の

な
か

」
「世

間
」を

意
味

す
る

人
間

が
俗

に
誤

っ
て

「人
」の

意
と

な
っ

た
。

 

→
「数

世
紀

に
わ

た
る

日
本

人
の

歴
史

的
生

活
に

お
い

て
、

無
自

覚
的

に
で

は
あ

る
が

し
か

も
人

間
に

対
す

る
直

接
の

理
解

に
も

と
づ

い
て

、
社

会
的

に
起

こ
っ

た
事

件
」
p
1
9 

  
ギ

リ
シ

ャ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

シ
ナ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
本

 

an
sh

ro
p
o
s(

単
) 

 
＝

 
 

人
（弁

持
つ

こ
と

）（
単

）
 

→
ひ

と
（人

＋
他

人
＋

世
人

・
世

間
）（

単
複

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

≠
人

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＝

人
間

 

 

イ
ン

ド
 

 
 

 
 

シ
ナ

 

lo
ka

 
＝

 
 

中
・
間

・
上

 
 

（六
界

の
一

と
し

て
の

「人
間

界
」）

 

 日
本

に
伝

わ
っ

た
当

初
「人

間
」
は

「人
の

世
界

」の
意

で
あ

っ
て

「
住

者
た

る
人

」
を

意
味

し
な

か

っ
た

。
「人

間
」が

「
人

」
の

意
に

転
用

さ
れ

る
の

は
全

く
の

偶
然

で
あ

っ
た

。
 

し
か
し
こ

の
偶
然

事
に
媒

介
せ

ら
れ
た
こ

と
自
身
は
決
し

て
偶

然
的
で
は
な
い
の

で
あ
る

。

P
2
5 



→
人
が
人
間
関
係
に
お
い

て
の

み
初
め
て
人
で
あ

り
、
従
っ

て
人
と
し
て

は
す
で

に
そ
の
全
体

性

を
、
す
な
わ

ち
人
間

関
係
を

現
わ
し
て
い
る

、
と
見

て
よ
い

な
ら
ば
、
人
間

が
人
の
意
に
解

せ

ら
れ
る
の

も
ま
た

正
し
い
の
で

あ
る
。

P
1
9 

人
は
世
間

に
お
い

て
人
で
あ
り

、
世
間

の
全
体

性
を

人
に
お

い
て
現
す
が

ゆ
え
に

、
ま
た
人

間

と
呼
ば
れ

る
の
で

あ
る
。

P
2
7
→

で
は

世
間

と
は

何
か

？
（
三

節
）
 

 人
の

全
体

性
（
世

間
）を

意
味

す
る

「人
間

」が
個

々
の

「人
」を

も
意

味
し

得
る

と
い

う
こ

と
 

→
「全

体
と

部
分

と
の

弁
証

法
」
 

部
分
は
全

体
に
お

い
て
の
み
可

能
と
な
る

と
と
も
に
、
全

体
は
そ
の
部
分
に
お
い

て
全
体

な
の

で
あ
る
。
我

々
は
す

で
に
古
く

か
ら
、
そ
の
日
常
性

に
お
い

て
、
部
分
に
全

体
を
見

、
部
分

を

全
体
の
名

で
呼
ん

で
い
る
。

P
2
7 

→
日

本
語

に
お

け
る

複
数

形
の

不
発

達
（と

も
だ

ち
、

兵
隊

、
女

中
、

et
c
） 

 言
葉
と
意

識
と
は

社
会
的
産
物

で
あ
り
つ

つ
し
か
も
個
人

に
お
い
て
現
れ
る
も
の

で
あ
る

。
一

人
の
人
と

い
え
ど

も
そ
れ
が
人

で
あ
る
限

り
、
す
な

わ
ち
言

葉
を
持
つ
限

り
、
社
会
を
個
人

に

お
い
て
現

し
て
い

る
の
で
あ
り

、
従
っ
て

人
間
と
よ
ば
れ

て
よ
い
。

P
27

 

→
人

間
の

本
質

 

 

・人
間

の
学

と
ア

ン
ト

ロ
ポ

ロ
ギ

ー
と

の
区

別
 

共
同

態
か

ら
抽

出
し

た
「
人

」
を

肉
と

霊
と

の
二

方
面

か
ら

考
察

す
る

の
が

そ
も

そ
も

ア
ン

ト
ロ

ポ
ロ

ギ

ー
の

は
じ

め
で

あ
り

、
我

々
の

学
と

は
違

う
も

の
で

あ
る

。
 

 三
 

「
世

間
」あ

る
い

は
「世

の
中

」の
意

義
 

 ・「
世

間
」の

歴
史

的
考

察
 

 

lo
ka

 
イ

ン
ド

仏
教

哲
学

の
用

語
 

 
 

 
 

衆
生

の
生

の
空

間
的

性
格

と
し

て
の

「
場

所
」の

意
。

近
代

科
学

に
お

け
る

空
間

で
は

な
く
、

生
き

る
場

で
あ

り
、

非
物

質
的

な
る

も
の

の
世

界
や

場
所

で
も

あ
り

う
る

。
（
人

界
、

畜
生

界
、

et
c）

 
 

仏
教

の
根

本
命

題
《
lo

ka
の

無
常

》 

 →
シ

ナ
仏

教
に

よ
る

読
み

替
え

「l
o
ka

は
可

破
壊

を
意

味
す

る
」 

 
無

常
＝

lo
ka

＝
遷

流
＝

世
？

 

 
 

本
来

場
所

・領
域

を
意

味
す

る
lo

ka
と

い
う

言
葉

が
、

そ
の

無
常

性
の

強
調

に
よ

っ
て

特
殊

の
概

念
に

化
せ

ら
れ

た
。

 

 
 

「
世
」
は
「
遷
流
」
の
義
で

あ
る
。
そ
れ
は

刻
々
と

し
て
他

の
も
の
に
転
化
し
、
絶

え
ず
破

壊
し

得
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
が

ゆ
え

に
世
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し

た
だ
破
壊
し

得
ら
れ

る
の
み
で
あ

っ

て
何
ら
本

質
的
な
も
の
で

な
い

な
ら
ば
、
そ

れ
は
一

つ
の
世
で

あ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
…
「

世
」

の
意
義
は

、
破
壊
性
・
対

治
性

・
覆
真
性
の
三
つ

の
契
機

に
お

い
て
規
定

せ
ら
れ

る
。
「
世
間

」

と
は
か
く

の
ご
と
き
世
の

中
に
堕
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る

。
p
3
0 

 こ
の

よ
う

な
世

間
の

無
常

を
苦

と
捉

え
た

と
き

に
人

の
存

在
が

浮
か

び
あ

が
る

。
 

→
世

間
の

概
念

は
、

人
間

関
係

を
そ

の
時

間
的

性
格

に
お

い
て

強
調

し
つ

つ
捕

ら
え

て
い

る
。

 

 日
本

に
お

け
る

世
間

は
そ

の
時

間
的

解
釈

に
場

所
的

解
釈

が
習

合
し

た
も

の
と

し
て

あ
ら

わ
れ

る
。

 

「主
体

的
存

在
の

領
域

」「
生

の
場

面
」
 

 

世
 

―
 

よ
 

―
 

代
 

 
 

＝
人

間
の

共
同

態
 

間
、

中
 

＝
行

為
的

連
関

と
し

て
そ

れ
自

体
人

間
関

係
を

意
味

す
る

 

（
人
は
行
為
す

る
こ
と
な
し
に

は
何
ら
の
「

間
」
「
仲
」
を
も

作
り
得
ぬ
。
が
、
ま
た
何
ら

か
の
間
、

中
に
お

い
て
で

な
け

れ
ば
人
は

行
為
す

る
こ
と

が
で

き
な
い
。

だ
か
ら

間
柄
と

行

為
的
連
関

と
は
同

義
な
の
で
あ

る
。

P
35

） 

 世
・間

が
結

合
し

て
一

つ
の

意
味

を
表

し
、

「
知

る
主

体
、

騒
ぐ

主
体

」と
な

る
（＝

社
会

） 

世
間

あ
る

い
は

世
の

中
と

は
、

遷
流

性
お

よ
び

場
所

性
を

性
格

と
せ

る
人

の
社

会
で

あ
る

。
あ

る
い

は
歴

史
的

・風
土

的
・
社

会
的

な
る

人
間

存
在

で
あ

る
。

 

 

・人
間

存
在

の
構

造
 

 

動
的

統
一

 

 
[ 

個
人

性
 

⇔
 

世
間

性
 

] 
＝

 
人

間
存

在
 

 
［ 

個
人

の
行

為
 

⇔
 

行
為

的
連

関
 

］ 
＝

倫
理

の
概

念
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
さ

れ
た

秩
序

・道
 

 四
 

「
存

在
」と

い
う

言
葉

の
意

味
 

 ・「
存

在
」と

は
、

「人
間

存
在

」と
は

何
か

 

 

論
理

学
 

「で
あ

る
（
is

）
」的

領
域

と
、

オ
ン

ト
ロ

ギ
ー

「あ
り

（e
xi

st
e
nc

e
）」

的
領

域
を

区
別

す
る

必

要
性

 ※
オ

ン
ト

ロ
ギ

ー
→

存
在

論
。

あ
ら

ゆ
る

存
在

者
が

存
在

者
と

し
て

も
つ

共
通

の
特

質
や

そ

の
根

拠
を

考
察

す
る

学
問

。
ア

リ
ス

ト
テ

レ
ス

以
来

、
形

而
上

学
の

基
礎

的
部

門
。

 

一
般

に
存

在
＝

se
in

と
し

て
用

い
ら

れ
て

い
る

が
se

in
は

主
辞

と
賓

辞
と

を
結

ぶ
繋

辞
で

あ
る

た

め
S

ei
nの

訳
語

は
あ

り
の

方
が

適
切

。
 

 オ
ン

ト
ロ

ギ
ー

を
「有

論
」と

し
て

規
定

し
た

上
で

、
「有

」と
い

う
言

葉
の

意
味

に
つ

い
て

考
察

す
る

。
 

所
有

物
を

意
味

す
る

ギ
リ

シ
ア

語
o
us

ia
＝

有
る

と
こ

ろ
の

も
の

 

交
渉

的
存

在
と

し
て

の
「有

」
→
有
つ
の
は

人
間
で

あ
り
、
有
る

の
は
人
間

に
お
い
て
で
あ

る
。

根
柢
に
は

必
ず
人

間
が
見

出
さ

れ
る
。

p
4
2 

 で
は

「
人

間
が

あ
る

こ
と

」は
い

か
に

解
す

べ
き

か
？

 



→
人
間
が

あ
る
の

は
人
間

が
人

間
自
身
を

有
つ
こ

と
で
あ

る
と

見
ら
れ
な

く
て
は

な
ら
ぬ

。
そ
う

し
て
ま
さ

に
こ
の

点
に
人

間
が
あ
る
こ
と

の
特
徴

が
存
す

る
。

p4
2 

 
一
切
の
「
が
あ
る
」
は
人
間

が
有
つ
こ

と
を
根

柢
と
し
、
そ

う
し
て
か

く
物
を

有
つ
人

間
が

あ
る

こ
と
は
人

間
が
己

れ
自
身

を
有
つ
こ
と
に

ほ
か
な

ら
ぬ
と

す
れ

ば
、
「
が
あ
る
」
の
学
で
あ
る

有

論
は
究
極

に
お
い

て
人
間

が
己
れ
自
身
を

有
つ
こ

と
に
ま

で
突

き
入
ら
ね

ば
な
ら

ぬ
。
そ
う
し

て

人
間
が
己

れ
自
身

を
有
つ

こ
と
を
言
い
現

す
言
葉

が
ま
さ

に
「

存
在
」
な

の
で
あ

る
。

p
4
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 ・「
存

」
の

根
源

的
意

味
 

 
 

「
存

じ
て

お
り

ま
す

」 
 

単
な

る
「が

あ
る

」で
は

な
く
、

自
覚

的
に

有
つ

こ
と

 

 
 

己
れ

自
身

の
保

持
を

意
味

す
る

 
「亡

失
」
⇔

「
生

存
」 

 
 

す
な

わ
ち

「主
体

の
作

用
、

行
為

で
あ

っ
て

、
客

体
が

あ
る

こ
と

で
は

な
い

。
」
p4

4 

 
 

か
つ

、
時

間
的

性
格

を
帯

び
る

。
（有

つ
こ

と
は

失
う

こ
と

を
含

み
、

把
持

は
亡

失
を

含
む

）
 

 
 

 
※

ノ
エ

マ
（n

o
e
m

a）
→

思
惟

さ
れ

た
も

の
。

現
象

学
に

お
け

る
意

識
の

対
象

面
を

い
う

。
 

 
 

 
 

⇔
ノ

エ
シ

ス
（
no

es
is

）→
思

惟
。

意
識

の
作

用
面

。
ギ

リ
シ

ャ
語

の
n
o
u
sに

由
来

。
（共

に
広

辞

苑
第

五
版

） 

 

・「
在

」
の

根
源

的
意

味
 

 
 

「
に

あ
り

」 
あ

る
場

所
に

あ
る

こ
と

。
主

体
的

場
所

的
な

意
味

。
 

 
 
自
由

に
去
来

し
得
る

も
の

の
み
が
あ

る
場
所

に
在
り

得
る

。
P
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従
っ

て
自
由

に
去
来

す
る

と
は
か
か

る
人
間

関
係
の

中
を

自
由
に
去

来
す
る

こ
と
、

す
な
わ

ち
人
間
の

間
柄
に
お
け
る

実
践

的
交
渉
を
意
味
す

る
の
で

あ
る

。
P
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 両
者

を
あ

わ
せ

持
つ

「
存

在
」 

→
間
柄
と
し
て
の

主
体
の

自
己

把
持
、
す
な
わ
ち
人
間
が

己
れ

自
身
を
有

つ
こ
と

の
意
で
あ
る

p4
6
 

 
＝

「
自

覚
的

に
世

の
中

に
あ

る
こ

と
」＝

実
践

的
交

渉
に

お
け

る
「
人

間
の

行
為

的
連

関
」 

 
物

の
存

在
を

い
う

の
は

存
在

の
概

念
の

擬
人

的
転

用
に

過
ぎ

な
い

。
 

 五
 

人
間

の
学

と
し

て
の

倫
理

学
の

構
想

 

 ・s
ei

nで
も

so
lle

nで
も

な
い

人
間

存
在

 

 S
ei

n
（自

然
的

な
る

有
の

地
盤

）
と

so
lle

n
（観

念
的

な
る

も
の

の
地

盤
）と

は
い

ず
れ

も
人

間
存

在
か

ら

導
き

出
さ

れ
る

も
の

と
し

て
取

り
扱

わ
れ

得
る

。
 

人
間

存
在

→
物

を
有

つ
か

ら
物

が
有

る
へ

の
有

の
系

譜
→

se
in

 

 
 

 
 

 
 

→
人

間
存

在
の

構
造

が
い

か
に

自
覚

さ
れ

る
か

→
so

lle
n 

 こ
の
よ
う

な
存
在

は
個
で

あ
る

こ
と
を
通

じ
て
全
と
な
る

と
い

う
運
動
に

お
い
て

ま
さ
に

存
在
な

の
で
あ
り

、
従
っ

て
か
か

る
運

動
の
生
起

す
る
地
盤
は
絶

対
空

で
あ
る
。
す
な
わ

ち
絶
対
的
否

定

で
あ
る
。
絶
対
的
否
定
が

己
れ

を
否
定
し
て
個
と

な
り
さ

ら
に

個
を
否
定

し
て
全

体
に
還
る
と

い

う
運
動
そ

の
も
の

が
人
間

の
主
体
的
な
存

在
な
の

で
あ
る
。

P
4
9 

 と
こ
ろ
で

一
切
の

人
間
共

同
態

を
可
能
な

ら
し
め

て
い
る

も
の

は
、
ま
さ

に
こ
の

運
動
に

ほ
か
な

ら
な
い
。

そ
れ
は

一
般
に
間
柄

を
作
る
た

め
の
ふ
る
ま
い
方
と
し
て
、
行

為
的
連

関
そ
の

も

の
を
貫
い

て
い
る

。
そ
れ

が
ま

さ
に
倫
理

で
あ
る
。
だ
か

ら
人
間
存
在
の

中
に
は

す
で
に

倫

理
が
あ
り

、
人
間

共
同
態
の
中

に
は
す
で

に
倫
理
が
実
現

せ
ら
れ
て
い
る
。

P
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→
「人

間
の

学
と

し
て

の
倫

理
学

」 

 ・人
間

の
学

と
し

て
の

倫
理

学
の

課
題

 

問
題

一
 

「世
間

」
た

る
と

と
も

に
「
人

」で
あ

る
と

い
う

人
間

の
根

本
構

造
 

 
 

 
二

 
人

間
の

世
間

性
の

構
造

(世
間

や
存

在
の

概
念

が
示

し
て

い
る

空
間

性
・時

間
性

の
問

 
 

題
) 

 
 

 
三

 
人

間
の

連
帯

性
の

構
造

（共
同

態
の

さ
ま

ざ
ま

な
層

に
お

け
る

実
践

原
理

の
実

現
の

問

題
）
 

 
 

 
四

 
人

間
の

特
殊

性
の

問
題

（人
間

の
風

土
性

・歴
史

性
に

培
わ

れ
る

特
殊

性
の

問
題

） 

  
我
々
は
こ
の
よ

う
な
構

想
を

、
倫
理
、

人
間
、

世
間
、

存
在
と
い
う
ご

と
き
言

葉
か
ら

導
き

出
し
た
。

我
々
は

一
つ
の
民
族

の
体
験
を

客
観
的
に
結
晶

さ
せ
た
も
の
と

し
て
言

葉
を
重

視

す
る
。
だ

か
ら
右

の
ご
と
き
構

想
が
単
に

恣
意
的
な
も
の

で
あ
る
と
は
考
え
な
い

。
し
か

し

我
々
は
さ

ら
に
倫

理
学
の
歴
史

を
通
じ
て

、
こ
の

構
想
が

す
で
に
古
く
よ

り
哲
学

者
の
間

に

動
い
て
い

た
と
い

う
こ
と
を
証

示
し
得
る

と
思
う

。
P
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六
 

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
の

p
o
lit

ik
e 

 ・E
th

ic
s

の
思

想
史

的
考

察
 

 倫
理

学
は

単
純

に
et

hi
cs

の
同

義
語

と
し

て
通

用
し

て
い

る
。

 

人
間

の
学

と
し

て
の

論
理

学
と

e
th

ic
s

と
は

相
覆

う
物

な
の

か
？

 

 ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
の

著
作

に
は

et
hi

ca
 

ni
co

m
ac

he
a（

ニ
コ

マ
コ

ス
倫

理
学

・人
の

善
と

徳
に

つ
い

て
）
po

lit
ic

a(
政

治
学

・
国

家
と

法
に

つ
い

て
)他

が
あ

る
が

、
そ

の
区

分
け

は
後

の
人

に
よ

っ
て

な

さ
れ

た
物

。
両

書
を

通
じ

て
ア

リ
ス

ト
テ

レ
ス

は
po

lit
ic

a
に

つ
い

て
語

っ
て

お
り

、
両

書
を

通
じ

て

ひ
と

つ
の

m
e
th

o
do

s
が

形
作

ら
れ

て
い

る
。

 

→
ア

リ
ス

ト
テ

レ
ス

に
お

い
て

も
「
人

の
哲

学
」は

同
時

に
「社

会
の

学
」で

あ
る

 

＝
「人

間
の

学
」
（人

間
の

最
高

目
的

に
つ

い
て

の
学

≠
個

人
に

と
っ

て
の

善
の

学
） 

 
→

法
律

と
道

徳
の

基
礎

づ
け

 

 ・ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
の

「個
人

」解
釈

 

個
人
の
存

在
根
拠
、
権
利
根

拠
は
普
遍
に

存
せ
ず
し
て
そ

れ
自

身
の
内
に
存
す
る
。
個
性
と

は

形
式
に

お
い
て
統

一
せ
ら
れ
た

多
様
、

す
な

わ
ち

形
式
に

限
定

せ
ら
れ
た
質

量
に

ほ
か
な

ら

ぬ
が
、

こ
の
統
一

は
た

だ
質
量

の
内
か

ら
の

発
展
に
よ
っ

て
、

す
な
わ
ち
根

源
的

に
す
で

に

そ
こ
に

あ
る
も
の

の
開
展
に
よ

っ
て
達

せ
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

そ
こ
で
個
人

は
そ

れ
自
身

に

根
拠
を
持

つ
も
の

、
普
遍
の
領

域
か
ら
何

物
か
を
借
り
る

に
及

ば
な
い
も
の
と
な

る
。

P
5
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人
は
習
慣

に
よ
っ

て
そ
の

本
性

を
変
え
る
。
習
慣

の
結
果

と
し

て
習
性
的
（
す
な

わ
ち
道

徳
的

）

の
卓
越

性
（
す
な

わ
ち
徳
）
を

作
り
出

す
。

こ
れ
が
人
の

動
物

と
異
な
る
ゆ

え
ん

で
あ
り

、



そ
う
し
て

道
徳
の
領
域
な

の
で
あ
る
。

P5
9 

→
個

人
が

そ
れ

自
身

に
根

拠
を

持
つ

と
い

う
立

場
に

お
け

る
、

こ
の

根
拠

よ
り

の
発

展
と

し
て

の
道

徳
 

 
＝

個
人

主
義

的
倫

理
学

 

 ・
 

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
の

「
ポ

リ
ス

」解
釈

 

「
ポ

リ
ス

は
本

性
上

家
族

及
び

個
人

よ
り

も
先

で
あ

る
。

…
（
そ

の
）
証

拠
は

、
個

人
が

孤
立

さ
せ

ら

れ
る

と
自

足
的

で
な

く
な

る
こ

と
、

従
っ

て
個

人
は

ポ
リ

ス
に

対
し

て
全

体
に

対
す

る
部

分
の

関
係

に

立
っ

て
い

る
こ

と
で

あ
る

。
」
p
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・言
葉

へ
の

視
線

 

言
葉
の
共

同
が
共
同
態
の

根
柢

と
な
る
側
面
か
ら
言
え
ば

、
言

葉
は
個
人

の
も
の
と
し
て

、
し

か
も
自
他

の
間
に
共
通
な

の
で

あ
る
。
し

か
し
何

人
も
言
葉
を

自
ら
作
り

は
し
な
い
。
言

葉
は

社
会
的
産

物
と
し
て
個
人

に
与

え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
だ

か
ら
我
々
は
共
同
の
も

の
と
し

て
の

言
葉
を
個

人
の
も
の
と
し

て
用

い
、
し
か

も
そ
の
個
人
の

も
の
の
う
ち
に
あ
る
共

同
性
の

ゆ
え

に
我
々
は

言
葉
に
よ
っ
て

共
同

態
に
帰
り
行
く
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
全
体

の
否
定

と
し

て
の
個
別

、
個
別

の
否
定
に
よ

る
全
体
へ

の
帰
還
と
い
う

べ
き
図
式
を
見
い
だ
し

得
る
で

あ
ろ

う
。
…

根
源
的
に
は
人

間
存
在

に
お
い
て

ロ
ゴ
ス
と
ロ
ゴ

ス
に
よ
る
実
践

と
が
生

起
す
る
。
が

、

ロ
ゴ
ス
に

よ
る
実
践
に
よ

っ
て

人
間
存
在
が
実
現
せ
ら
れ

る
。
こ
の
動
的
構
造
が

人
間
の

学
の

目
標
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
P
6
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七
 

カ
ン

ト
の

an
th

ro
po

lo
gi

e
（
人

類
学

） 

 ・カ
ン

ト
の

「
人

間
知

」の
可

能
性

 

 
（自

然
学

的
）人

類
学

の
知

→
観

察
・
認

識
（あ

り
の

ま
ま

で
は

な
い

） 

 
 

 
 

 
カ

ン
ト

の
人

間
知

→
交

際
（あ

り
の

ま
ま

の
姿

）：
ア

ン
ト

ロ
ポ

ロ
ギ

ー
①

 
 

 
 

 ・
 

カ
ン

ト
の

哲
学

体
系

の
構

造
・２

つ
の

ア
ン

ト
ロ

ポ
ロ

ギ
ー

 
 

 「
世

間
的

概
念

に
お

け
る

哲
学

は
、

あ
ら

ゆ
る

認
識

及
び

理
性

使
用

を
人

の
理

性
の

究
極

目
的

に
関

係
さ

せ
る

学
で

あ
る

。
」
ｐ

7
3 

一
、
 我

は
何

を
知

る
こ

と
が

で
き

る
の

か
→

形
而

上
学

 

二
、
 我

は
何

を
な

す
べ

き
で

あ
る

か
→

道
徳

学
 

三
、
 我

は
何

を
望

ん
で

よ
い

か
→

宗
教

 

四
、
 人

と
は

な
ん

で
あ

る
か

→
ア

ン
ト

ロ
ポ

ロ
ギ

ー
②

 

①
 

経
験

学
と

し
て

の
ア

ン
ト

ロ
ポ

ロ
ギ

ー
 

②
 

実
践

哲
学

と
し

て
の

ア
ン

ト
ロ

ポ
ロ

ギ
ー

 

＝
あ

ら
ゆ

る
認

識
が

人
の

理
性

の
本

質
的

目
的

に
対

し
て

持
つ

関
係

の
学

 

＝
人

の
全

体
的

規
定

の
学

 
 

 
人
は
単
に
客
観

と
し
て
あ
る

の
み
な
ら

ず
、
客
観
化

せ
ら
れ
得
な
い
主
体
と
し

て
行
動

す
る

。

人
は
一
面

に
お
い
て
自
然

物
で

あ
る
と
と
も
に
他

面
に
お

い
て

実
践
的
に

存
在
す

る
も
の
、
す

な
わ
ち

自
由
の
主

体
で

あ
る
。

…
こ

の
よ

う
な
二
重
性

に
お
い

て
人

を
規
定
す

る
の
が
、
「
人

の
全
体
的

規
定
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
当
為

の
意
識
は
ま
さ

に
こ
の
一
重
性
に
お

い
て
基

礎
付

け
ら
れ
る

の
で
あ

る
ｐ
7
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※
可

想
界

→
最

高
の

認
識

能
力

で
あ

る
叡

智
よ

っ
て

だ
け

と
ら

え
ら

れ
る

超
感

覚

的
な

世
界

。
叡

智
界

。
⇔

感
性

界
（広

辞
苑

第
五

版
） 

 

可
想

界
・イ

デ
ア

 
 

 
： 

 
 

感
性

界
・
現

象
 

自
然

学
的

ア
ン

ト
ロ

ポ
ロ

ギ
ー

 
：
 

経
験

学
的

ア
ン

ト
ロ

ポ
ロ

ギ
ー

（
①

） 

当
為

＝
意

思
←

抽
出

さ
れ

た
個

人
 

：
 

 
実

践
的

人
間

存
在

→
根

底
 

 
 

 
↓

 
 

 
二

重
構

造
 

 
 

 
↓

 

 
人

の
全

体
的

規
定

＝
道

徳
と

し
て

の
ア

ン
ト

ロ
ポ

ロ
ギ

ー
（②

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

＝
人

間
の

学
 

し
か

し
、

カ
ン

ト
の

道
徳

哲
学

は
表

面
に

現
れ

た
限

り
に

お
い

て
は

「
主

観
的

道
徳

意
識

の
学

」

と
な

っ
て

い
る

。
→

人
間

の
学

に
よ

っ
て

そ
れ

を
克

服
し

よ
う

と
す

る
ヘ

ー
ゲ

ル
の

立
場

（九
節

） 

 八
 

コ
ー

ヘ
ン

に
お

け
る

人
間

の
概

念
の

学
 

  
 

 
※

（
ヘ

ル
マ

ン
）
・コ

ー
エ

ン
→

（
18

4
2-

1
91

8
）ド

イ
ツ

の
ユ

ダ
ヤ

系
哲

学
者

。
新

カ
ン

ト
学

派
の

マ
ー

ル
ブ

ル
ク

学
派

の
創

始
者

。
カ

ン
ト

観
念

論
を

徹
底

し
て

、
思

惟
が

事
物

を
産

出
す

る
と

き
の

理
論

を
倫

理
学

や
美

学
に

も
適

用
し

た
。

（
広

辞
苑

第
五

版
） 

カ
ン

ト
が

曖
昧

の
内

に
残

し
た

多
数

性
や

全
体

性
の

問
題

を
人

の
概

念
に

お
い

て
明

ら
か

に
し

た
。

 

 ・哲
学

の
中

心
と

し
て

の
倫

理
学

、
哲

学
の

あ
ら

ゆ
る

内
容

、
価

値
の

中
心

と
し

て
の

「人
」 

 「
倫
理
学

は
、
人

の
学
と

し
て

、
哲
学
の
中
心
に

な
る
。
そ
う
し
て
こ
の
中
心
に

お
い
て
初
め

て
哲
学
は

、
独
立

性
と
特
性
を

、
や
が
て

ま
た
統

一
性
を

獲
得
す
る
の
で

あ
る
。

」
p8

5 

コ
ー

ヘ
ン

は
人

の
概

念
そ

の
も

の
に

重
き

を
お

き
（
人

を
手

段
的

・自
己

目
的

的
に

取
り

扱
う

）
、

人

の
全

体
性

・共
同

社
会

を
思

惟
の

生
産

の
立

場
か

ら
新

し
く
意

義
づ

け
た

。
 

 ・コ
ー

ヘ
ン

の
純

粋
認

識
（
意

志
）
の

倫
理

学
 

 「思
う

こ
と

」が
「有

る
こ

と
」を

産
出

す
る

。
 

思
惟

：
対

象
に

か
か

わ
る

。
客

体
。

 
 

意
思

：
行

為
に

向
か

う
。

主
体

＝
自

己
意

識
 

倫
理

学
＝

意
思

（主
体

）の
論

理
学

 

 
 

→
自

我
と

は
、

自
我

の
根

源
と

は
何

か
？

 

 
 

→
他

者
（
主

体
的

な
非

我
）の

存
在

な
く
し

て
は

自
我

は
存

在
し

得
な

い
 

 
 

 
人

は
多

数
の

個
人

に
よ

っ
て

の
み

個
人

た
り

う
る

 

 
 

→
人

の
意

志
の

統
一

の
「
自

覚
」＝

法
人

・国
家

 

  
 

 
 

 
 

実
在

性
 

 
 

→
 

 
 

多
数

性
 

 
 

→
 

 
総

体
性

 

「無
限

小
」
「微

分
」
 

 
 

 
 

時
間

 
 

 
 

 
 

 
 

無
限

 

 
 

 
個

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
社

会
 

 
 

 
 

 
 

 
共

同
社

会
（国

家
） 

主
体
的
な

人
間
の

個
別
的
・
多

数
的
・
総

体
的
な
構
造
の

う
ち
に
人
の
道
が
存
在

す
る
。
 



 
 
 
 

し
か
し
コ

ー
ヘ
ン

の
人
間

の
学

は
、
前
に

述
べ
た

よ
う
に
、
あ

く
ま
で
も

人
間
の

概
念
の

学
で
あ

っ
て
、
人

間
の
存

在
の
学

で
は
な
い
。

P
9
6 

人
間
の
存

在
は
「

何
で
あ

る
か

」
と
い
う

ご
と
き

問
い
を

発
生

せ
し
め
る

地
盤
で

あ
っ
て

、
か
か

る
問
い
か

ら
生
ま

れ
る
も

の
で
は
な
い
。
P9
7 

 九
 

ヘ
ー

ゲ
ル

の
人

倫
の

学
 

 ・ヘ
ー

ゲ
ル

の
精

神
(人

倫
・教

養
・道

徳
性

)哲
学

 

 
 

絶
対
的
人

倫
＝
絶

対
的
実

在
性

を
統
一
と

し
て
お

の
れ
の

う
ち

に
と
り
も

ど
す
こ

と
 

 
「
人
間

の
存
在

構
造
を

思
惟

の
弁
証
法

的
発
展

と
し
て

映
し

と
り
、
抽

象
的
普

遍
よ
り

特
殊
を

通
じ
て
具

体
的
普

遍
に
到

達
す
る
道
程
と

し
て
把

握
し
た
も
の

ｐ
1
07

 

 ※
止

揚
→

au
fh

eb
en

 
弁

証
法

的
発

展
で

は
、

事
象

は
低

い
段

階
の

否
定

を
通

じ
て

高
い

段
階

へ
進

む
が

、
高

い
段

階
の

う
ち

に
低

い
段

階
の

実
質

が
保

存
さ

れ
る

こ
と

。
矛

盾
す

る
諸

契
機

の
総

合
的

発
展

。
 

※
自

然
→

②
（
エ

）精
神

に
対

し
、

外
的

経
験

の
対

象
の

総
体

。
 

 
 

 
 

 
 

 
（
オ

）歴
史

に
対

し
、

普
遍

性
・反

復
性

・
法

則
性

・必
然

性
の

立
場

か
ら

見
た

世
界

。
 

 
 

 
 

 
 

 
（カ

）
自

由
・当

為
に

対
し

、
因

果
的

必
然

の
世

界
 

 人
倫
は
こ

の
よ
う
な
特
殊

的
限

定
を
己
れ
の
内
に
含
ん
で

い
る

の
で
あ
る

。
こ
の
側

面
は
個

性
や

形
態
の
内

に
組
織
づ
け
ら

れ
て

い
る
非
有
機
的
性

質
で
あ

り
、
従
っ
て
必

然
性
で
あ
る

。
た
と

え

ば
あ
る
民

族
の
一
定
の
風

土
、
文
化
史
上
の
一
定
の
時
代

の
ご

と
き
は

、
こ
の
必
然
性

に
属
す

る
。

P1
3
5 

                 

『 『『『
人

間
人

間
人

間
人

間
の ののの

学 学学学
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
倫

理
学

倫
理

学
倫

理
学

倫
理

学
』 』』』
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
和

辻
哲

郎
    

前
半

つ
づ

き
 

 
 

 
 

 
５

/２
３

 
栗

山
は

る
な

 
 

 ９ ９９９
、 、、、

ヘ
ー

ゲ
ル

ヘ
ー

ゲ
ル

ヘ
ー

ゲ
ル

ヘ
ー

ゲ
ル

の ののの
人

倫
人

倫
人

倫
人

倫
の ののの

学 学学学
    

カ
ン

ト
は

人
間

の
全

体
性

を
十

分
に

把
捉

せ
ず

、
個

々
の

人
格

意
識

か
ら

生
ま

れ
る

共
同

態
を

意
識

し
た

。
（
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

的
個

人
主

義
） 

 し
か

し
そ

の
よ

う
な

共
同

態
は

意
識

か
ら

生
ま

れ
る

も
の

（
so

lle
n・

当
為

）
で

は
な

く
、

も
っ

と
根

柢

的
な

も
の

（
se

in
）で

あ
る

。
 

↓
↓

 

ギ
リ

シ
ャ

に
対

す
る

憧
れ

を
抱

い
た

浪
漫

主
義

 

―
有

機
的

全
体

性
（生

け
る

全
体

）へ
の

眼
と

し
て

の
ヘ

ー
ゲ

ル
「人

倫
の

体
系

」と
 

「精
神

現
象

学
」
 

 

・ ・・・
最

終
目

標
最

終
目

標
最

終
目

標
最

終
目

標
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
と

し
て

の
絶

対
精

神
絶

対
精

神
絶

対
精

神
絶

対
精

神
    

→
絶

対
的

人
倫

と
そ

の
形

態
を

客
観

的
・直

感
的

に
自

覚
し

た
状

態
 

 絶
対

的
人

倫
 

→
絶

対
的

実
在

性
（
差

別
を

含
ん

だ
無

差
別

）
を

ば
、

統
一

と
し

て
お

の
れ

の
内

に
取

り
戻

す
こ

と
。

 

キ
ー

ワ
ー

ド
→

入
れ

子
構

造
 

弁
証

法
（「

否
定

」と
い

う
方

法
論

） 

生
け

る
全

体
 

    ・ ・・・
人

倫
人

倫
人

倫
人

倫
の ののの

体
系

体
系

体
系

体
系

の ののの
三

段
階

三
段

階
三

段
階

三
段

階
    

第
一

段
階

 
自

然
の

段
階

―
差

別
の

原
理

 

a
実

践
的

感
情

の
段

階
 

全
然

個
別

、
あ

る
い

は
主

観
に

没
入

し
た

普
遍

・
客

観
。

 

即
自

 
主

観
と

し
て

の
感

情
 

対
自

 
客

観
と

し
て

の
感

情
 

即
か

つ
対

自
 

主
客

の
総

合
と

し
て

の
感

情
 

（
例

：
子

供
、

道
具

、
話

） 

 
 b

叡
智

の
段

階
 

普
遍

が
支

配
者

で
あ

り
、

個
別

特
殊

は
観

念
的

で
あ

る
。

 

即
自

 
機

械
的

個
別

者
を

支
配

す
る

普
遍

者
 

対
自

 
法

・価
値

 

即
か

つ
対

自
 

交
換

や
所

有
物

承
認

の
関

係
（
例

；
貨

幣
・個

人
・家

族
） 

 第
二

段
階

 
否

定
的

な
る

も
の

、
あ

る
い

は
自

由
、

あ
る

い
は

犯
罪

（
実

在
的

規
定

の
否

定
そ

れ

に
対

す
る

反
抗

作
用

）
 

 第
三

段
階

 
絶

対
的

無
差

別
と

し
て

の
人

倫
（
差

別
を

観
念

的
に

破
壊

す
る

が
差

別
の

本
質

は

存
立

さ
せ

る
肯

定
的

・絶
対

的
止

揚
）
 

 
 

・ ・・・
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
に

よ
る

に
よ

る
に

よ
る

に
よ

る
ホ

ッ
ブ

ス
ホ

ッ
ブ

ス
ホ

ッ
ブ

ス
ホ

ッ
ブ

ス
批

判
批

判
批

判
批

判
    



 
経

験
論

・個
人

主
義

的
人

間
観

に
対

す
る

批
判

→
自

然
的

個
人

と
人

工
的

国
家

の
非

事
実

性
 

 ・ ・・・
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
に

よ
る

に
よ

る
に

よ
る

に
よ

る
カ

ン
ト

カ
ン

ト
カ

ン
ト

カ
ン

ト
批

判
批

判
批

判
批

判
    

 
カ

ン
ト

は
人

を
差

別
的

・無
差

別
的

、
経

験
的

・可
想

的
の

両
面

の
統

一
と

し
て

把
握

し
た

 

→
無

差
別

的
全

体
性

と
差

別
的

個
人

と
の

分
離

に
対

す
る

非
難

・
観

念
的

可
能

的
な

る
抽

象
的

普
遍

性
と

現
実

的
経

験
的

な
り

自
然

の
多

様
性

と
の

分
離

に
対

す
る

非
難

 

 ・ ・・・
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
ヘ

ー
ゲ

ル
の ののの

人
倫

人
倫

人
倫

人
倫

「 「「「
差

別
的

限
定

差
別

的
限

定
差

別
的

限
定

差
別

的
限

定
の ののの

無
差

別
無

差
別

無
差

別
無

差
別

た
る

た
る

た
る

た
る

一 一一一
つ

の
つ

の
つ

の
つ

の
全

体
全

体
全

体
全

体
」 」」」
    

「
単

な
る

個
人

と
は

抽
象

で
あ

る
。

個
人

が
差

別
的

で
あ

っ
て

外
な

る
も

の
に

関
係

す
る

、
と

い
う

こ
の

外
面

性
自

身
が

、
無

差
別

で
あ

り
、

生
け

る
関

係
で

あ
る

、
と

い
う

こ
と

に
お

い
て

、
組

織
が

成
り

立
つ

。

そ
う

し
て

組
織

の
中

に
の

み
全

体
性

が
あ

る
の

で
あ

る
か

ら
、

組
織

と
と

も
に

人
倫

の
積

極
的

な
る

も

の
が

成
り

立
つ

の
で

あ
る

。
(I
36

0
)こ

こ
に

初
め

て
個

人
の

自
由

も
存

立
す

る
。

」p
12
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 ・ ・・・
必

然
性

必
然

性
必

然
性

必
然

性
    

「
生

け
る

全
体

性
に

お
い

て
は

個
々

の
限

定
は

固
定

的
で

な
い

に
し

て
も

、
し

か
も

人
倫

は
こ

の
よ

う

な
特

殊
的

限
定

を
己

れ
の

内
に

含
ん

で
い

る
の

で
あ

る
。

こ
の

側
面

は
個

性
や

形
態

の
内

に
組

織
づ

け
ら

れ
て

い
る

非
有

機
的

性
質

で
あ

り
、

従
っ

て
必

然
性

で
あ

る
。

た
と

え
ば

あ
る

民
族

の
一

定
の

風

土
、

文
化

史
上

の
一

定
の

時
代

の
ご

と
き

は
、

こ
の

必
然

性
に

属
す

る
。

」p
1
35
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