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論

文

要

旨 

和

辻

倫

理

学

に

お

け

る

個

性

と

し

て

の

肉

体

の

重

要

性

―

自

然

児

の

恋

愛

を

て

が

か

り

に

― 

荒

木

夏

乃 

本

論

は

、

倫

理

学

研

究

と

し

て

、

和

辻

哲

郎

（

一

八

八

九

―

一

九

六

〇

）

の

思

想

に

お

け

る

「

肉

体

」

の

重

要

性

を

提

示

す

る

も

の

で

あ

る

。

彼

に

お

け

る

「

肉

体

」
と

は

、
「

個

性

」
で

あ

り

、
そ

れ

自

体

が

既

に

間

柄

的

な

も

の

で

あ

っ

た

。
こ

の

「

肉

体

」

と

い

う

「

個

性

」

の

重

要

性

を

訴

え

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

本

論

は

以

下

の

二

つ

の

目

的

を

達

成

す

る

こ

と

が

出

来

る

と

考

え

る

。

第

一

に

、

か

つ

て

全

体

主

義

的

だ

と

さ

れ

て

い

た

和

辻

哲

郎

の

思

想

に

、「

個

性

」
と

い

う

観

点

か

ら

新

た

な

可

能

性

を

提

示

で

き

る

と

い

う

こ

と

、

第

二

に

、

和

辻

の

人

倫

組

織

論

に

お

け

る

、

男

女

二

人

共

同

体

の

特

異

性

を

説

明

で

き

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

こ

の

目

的

を

達

成

す

る

に

あ

た

り

、

本

論

は

、

和

辻

の

『

倫

理

学

』

に

お

け

る

い

わ

ゆ

る

倫

理

学

論

と

、『

日

本

古

代

文

化

』
な

ど

に

見

ら

れ

る

文

化

論

を

、
関

連

付

け

て

説

明

す

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

と

い

う

立

場

を

取

る

。『

倫

理

学

』
に

お

け

る

「

人

間

」

の

「

個

性

」

の

尊

重

、

お

よ

び

人

倫

組

織

論

は

、
『

日

本

古

代

文

化

』

に

お

け

る

「

自

然

児

」

の

「

自

然

性

」

を

肯

定

す

る

神

話

的

解

釈

、

お

よ

び

全

体

性

へ

の

順

従

と

背

反

を

述

べ

る

神

代

史

的

解

釈

に

、

重

ね

合

わ

せ

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

を

最

も

よ

く

表

す

の

は

、

双

方

に

お

け

る

恋

愛

の

議

論

で

あ

る

。
和

辻

に

お

い

て

恋

愛

は

、
「

肉

体

」
と

い

う
「

個

性

」
が

最

も

密

接

に

関

係

し

あ

い

、

か

つ

、

人

倫

組

織

で

あ

る

男

女

二

人

共

同

体

が

含

む

連

関

の

仕

方

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

和

辻

の

恋

愛

観

を

辿

る

こ

と

に

よ

り

、

前

述

の

二

つ
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の

結

論

を

導

く

こ

と

が

可

能

と

な

る

の

で

あ

る

。 
本

論

の

独

自

性

は

、

第

一

に

、

和

辻

倫

理

学

に

お

け

る

「

個

性

」

と

い

う

語

、

お

よ

び

「

個

別

性

」

と

い

う

語

の

違

い

に

注

目

し

た

こ

と

で

あ

ろ

う

。

前

述

し

た

が

、

和

辻

の

用

い

る

「

個

性

」

と

い

う

語

は

、

既

に

間

柄

的

な

も

の

で

あ

り

、

個

別

的

全

体

的

双

方

の

要

素

を

含

む

も

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、
「

個

性

」

の

重

視

は

、

人

倫

的

に

善

を

追

究

す

る

和

辻

の

姿

勢

と

、
並

立

す

る

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。 

で

は

、

こ

の

「

個

性

」

を

、

文

化

論

と

倫

理

学

論

に

お

い

て

ど

の

よ

う

に

検

討

し

て

い

く

の

か

。
本

論

は

そ

の

懸

け

橋

と

な

る

要

素

と

し

て

、「

肉

体

」
と

い

う
「

個

性

」
を

見

出

し

た

の

で

あ

る

。
こ

の

よ

う

に

、
「

個

性

」
と
「

肉

体

」
を

関

連

付

け

て

取

り

上

げ

た

こ

と

が

、

第

二

の

、

本

論

の

独

自

性

で

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。 

本

論

で

は

、

和

辻

哲

郎

の

倫

理

学

論

と

文

化

論

と

の

対

応

を

認

め

た

上

で

、

両

者

に

共

通

し

て

、
「

個

性

」
（

自

然

性

）

を

肯

定

す

る

視

点

と

、

人

倫

組

織

的

に

価

値

を

判

別

す

る

視

点

が

あ

っ

た

と

考

え

る

。

そ

し

て

、

前

者

に

お

け

る

「

肉

体

」

と

い

う

「

個

性

」

の

重

要

性

を

示

す

こ

と

で

、

和

辻

の

倫

理

学

に

「

個

」

が

重

視

さ

れ

た

瞬

間

が

あ

っ

た

こ

と

を

見

い

だ

す

こ

と

が

出

来

、

か

つ

彼

の

男

女

観

の

特

殊

性

を

主

張

す

る

こ

と

も

可

能

に

な

る

、

と

考

え

る

の

で

あ

る

。 

第

一

章

で

は

、
ま

ず

、
和

辻

哲

郎

の

男

女

観

を

ヘ

ー

ゲ

ル

の

そ

れ

と

比

較

す

る

。

ヘ

ー

ゲ

ル

は

、

和

辻

が

人

倫

組

織

論

を

構

築

す

る

に

あ

た

り

、

参

考

に

し

た

人

物

で

あ

る

。

検

討

の

結

果

、

和

辻

が

ヘ

ー

ゲ

ル

と

は

異

な

る

独

自

の

男

女

観

を

持

っ

て

い

た

こ

と

や

、

そ

こ

に

息

づ

く

「

肉

体

」

の

重

要

性

を

提

示

す

る

こ

と

が

で

き

た

。 第

二

章

で

は

、

和

辻

が

「

恋

愛

」

に

つ

い

て

語

る

著

作

に

日

本

の

古

代

文

化

に
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関

す

る

も

の

が

多

く

、

か

つ

そ

れ

ら

に

は

「

自

然

児

の

自

然

性

」

や

「

自

然

に

即

す

る

」

な

ど

の

語

が

登

場

す

る

こ

と

か

ら

、

和

辻

に

お

け

る

「

自

然

」

と

い

う

語

の

理

解

を

進

め

て

い

く

。
特

に

、
自

然

児

の

自

然

性

の

発

揮

が

な

さ

れ

た
「

恋

愛

」

に

注

目

す

る

こ

と

で

、『

倫

理

学

』
で

の
「

恋

愛

」
に

お

け

る

個

性

論

と

の

関

連

を

提

示

し

て

い

く

。 

第

三

章

で

は

、
「

個

性

」

が

発

揮

さ

れ

た

共

同

体

と

し

て

最

も

著

し

い

「

恋

愛

」

の

中

で

も

、
特

に

極

ま

っ

た

例

と

し

て

、「

情

死

」
を

取

り

上

げ

る

。「

情

死

」
は

、

「

恋

愛

」

に

お

け

る

「

死

」

で

あ

る

が

、

和

辻

が

恋

愛

論

に

お

い

て

特

に

熱

意

を

も

っ

て

取

り

組

ん

だ

テ

ー

マ

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。
検

討

の

結

果

、「

情

死

」
が

含

む
「

恋

愛

」
と
「

死

」
と

い

う

両

方

の

要

素

に

お

い

て

、
「

肉

体

」
が

重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。 

第

四

章

で

は

、
和

辻

の

個

性

論

を

確

認

す

る

。
彼

に

と

っ

て

、「

個

性

」
は

間

柄

的

な

も

の

で

あ

る

上

に

、

個

人

だ

け

で

な

く

、

文

化

や

、

国

民

な

ど

の

集

団

ま

で

も

が

持

つ

も

の

と

し

て

想

定

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

特

に

、

恋

愛

論

に

お

い

て

「

個

性

」

と

さ

れ

た

「

肉

体

」

に

注

目

す

る

と

、

和

辻

が

そ

れ

を

人

格

と

し

て

扱

う

傾

向

が

だ

ん

だ

ん

と

強

く

な

っ

て

い

っ

た

こ

と

を

指

摘

で

き

る

。 

以

上

か

ら

、

常

に

明

確

に

認

識

で

き

る

「

肉

体

」

と

い

う

「

個

性

」

は

、

認

識

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

他

者

だ

け

で

な

く

自

分

を

も

冷

静

に

捉

え

、

顧

み

る

機

会

を

与

え

て

く

れ

る

も

の

で

あ

る

、
と

い

う

こ

と

が

分

か

る

。
そ

の

意

味

で

、「

肉

体

」

は

確

か

に

、

和

辻

倫

理

学

に

お

け

る

「

個

」

の

要

素

を

捉

え

る

キ

ー

ワ

ー

ド

に

な

り

得

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

和

辻

哲

郎

が

、

人

倫

組

織

に

お

い

て

価

値

を

判

別

す

る

視

点

と

並

行

し

て

、

こ

の

「

個

性

」

を

肯

定

す

る

視

点

を

持

っ

て

い

た

と

言

う
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こ

と

、

そ

し

て

そ

の

「

個

性

」

に

「

肉

体

」

が

含

ま

れ

、

重

要

な

要

素

と

し

て

価

値

を

高

め

て

い

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

和

辻

哲

郎

の

構

築

し

た

倫

理

学

を

検

討

す

る

に

あ

た

っ

て

、
今

後

ま

す

ま

す

考

慮

さ

れ

る

べ

き

問

題

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。 


