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抱
え
る

問

題
と
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

と
の

関
係
に
つ

い

て

は

今
日

ホ

ッ

ト
な

議

論
に

な
っ

て

お

り
（
仁．
半

典
宏
「

「

ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア
」

の

誕
生
と

終
焉
」

名
古

屋
大

学
出
版

会、

二

〇
一
一

年、

大
野
更

紗
「

「

新
し
い

公

共
」

の

分
岐

点

ー
震

災
復

興
の

な
か

の

社
会
保
障
改
革
」

『

シ

ノ

ド

ス

ジ
ャ

ー

ナ
ル
』

二

〇
．

一

年
六
月
二
一

目
）

、

福
祉
を

支
え
る

宗
教
的
内
発
性
を

あ
く
ま
で

探
究
し

つ

つ
、

多
様
な

動
機
と

こ

i
ズ

を
結
ぶ

「

文
化
的
空

間

性
」

に

注
目
す
る

著
者
の

姿
勢
は
こ

う
し
た

批
判

的
議
論
に

お
い

て

有
効

な
の

で

は
な
い

か
と
思

う
。

　
お
わ

り

に、

今
日

、

東
日

本
大
震
災
と

い

う

未
曾

有
の

経
験

を
も
と

に
、

支
援
と

復
興
に

お

け
る

共
助
に

果
た

す
神
社
の

役
割
に

あ
ら
た

め

て

注
目
が

集
ま
っ

て

い

る

が、

著

者
が

あ
と

が
き
で

触
れ

て

い

る

よ

う
に、

「

神
社
の

存
在
意

義
を

あ

ら
た
め

て

と
ら

え
直

す
…

（
中
略
）

…

役
割
…

（
巾

略）

…
の

自
覚
が

多
く
の

方
々

の

不

幸
の

上
に

成

り
立
っ

て

い

る

と

い

う
事
実
」

（一
．

二

九

頁
）

を
と

も
に

銘
記
さ

せ

て

い

た
だ

き
た
い
．

津
円

雅
夫
編

『

〈

昭
和
思
想
〉

新
論

　

　
　
　

二

十
世
紀

日
本
思
想
史
の

試
み

ー
』

　
文
理

閤
　
二

〇
〇

九
年
七

月
二

〇
日

刊

A5

判
　
三

二

六

頁
　
三
二

〇

〇
円
＋

税

藤

　
田

　
正

　
勝

　

本

書
は

津
田
雅
夫
「

］

逆

説
」

と

「

弁
証
法
」

　
　

「

昭
和
思
想

家
」

の

成
立

を
め

ぐ
っ

て

　

」 、

森
下

直
貴
「

西
田

∴一、

木
・

戸

坂
の

思

想
と

く
も
の

の

思

考
V

　
　

「

経
験
と

制
度
」

の

歴

史
折
［

学
へ

の

視
座

　
　
」

、

別
所

良
美
「

超
国
家
主

義
と

国
民
国

家
の

自
己
超

越

−
北
一

輝
の

］

純

正

社
会
主

義
」

の

再
評

価
に

む

け
て

　
　
」 、
、

二

谷
竜
彦
「

現
代
の

コ

美

し
い

国
づ

く

り
」

と
柳

宗
悦
の

「

美
の

国
」

構
想
」

と
い

う
四
つ

の

長
編

の

論

考
か
ら

な
る

。

取

り
あ
げ
ら
れ

て

い

る

思
想

家
も
、

思
想
の

内
容
も

多
様
で

あ
る

が、

執

筆
者
の

あ
い

だ
で

課
題
意
識

は

共
有
さ
れ
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

そ
の

共

有
さ
れ
た

課
題
意
識

を
わ

れ

わ
れ

は

「

〈

昭

和
思

想
〉

新

論
」

と
い

う
表
題
の

な

か
に

見
て

と

る

こ

と

が
で

き

る
で

あ

ろ

う
．

こ

の

表

題
の

な
か
に

込
め

ら

れ
た

編
者
や
執
筆
者
た

ち
の

意

図
に

つ

い

て

ま

ず
見
て

お

き
た

い
、

　

執
筆
者
た

ち
は

今
日
の

思

想
状
況
を

「

文
脈
を

失
い
、

方
向
を

喪
失
」

（．
二

二

二

頁）

し
た

状
況
と

捉
え
る

と
こ

ろ

か
ら

出
発

す
る

。

そ
の

よ

う

な
状
況
の

な
か

で
一

走
の

方
向
を

見
い

だ
し

た

い

と
い

う
意
図
が
、

本
書

を

根
本
に

お
い

て

支
え
て

い

る
。

そ
の

課
題
を、

今
目

の

思

想
状
況
の

由

122（744）
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っ

て

来
る

と
こ

ろ

で

あ
る

「

昭
和
」

と

い

う

時
代
を

振
り
返
り

、

そ
の

内

実
を

明
ら

か

に

す
る
こ

と
に

よ

っ

て

果
た
し
た
い

と
い

う
の

が
執

筆
者
た

ち
の

意
図

で

あ
っ

た
よ

う

に

見
え
る
．

日

本
近

代
と
い

う
視

点
に

立
て

ば
、

当
然

「

明
治
」

と

い

う
選
択
肢
も
あ
り
え
た
と

考
え
ら

れ

る
。

し

か

し
な
ぜ

明

治
で

は

な

く
昭

和
な

の

か
。

そ
の

問
い

に

対
し

て

は

「

序

〈
昭
和
思
想〉

の

構
想
　

　
」

の

な
か

で
、

昭
和
と

い

う

時
代
が
、

「

近

現

代
日
本
の

抱
え
た

思

想
的
矛

盾
の

凝
縮
・

集
約
」

で

あ
る

と
と

も
に、

そ

の

「

新
た
な
展
開
の

可
能
性
」

を
は

ら

む
か
ら
だ
と

答
え
ら
れ

て

い

る
。

　

し
か

し、

昭
和
の

思
想
を
主
題
と

し

た

研
究
は
こ

れ

ま
で

に

も
存
在
す

る
。

す

で

に
一

九
五

八

（
昭

和
三

三
）

年
に

竹
内
良
知
に

よ
っ

て

『

昭
和

思
想

史
』

（
ミ

ネ
ル

ヴ

ァ

書
房）

が
編
ま

れ
て

い

る
。

西
田

幾
多
郎
か
ら

河
合
栄
治
郎
ま
で

十
名
の

戦
前
の

思

想
家
の

思
想
と

、

高
坂
正

顕
・

高
山

岩
男
ら

の

「

世
界

史
の

哲
学
」

が
批

判
的
に

検
討
さ
れ
て

い

る．、

ま
た
一

九
七
】

（

昭
和
四

六）

年
に

は
と

く
に
一

九
三

〇

年
代
に

思
想
に

焦
点
を

合
わ

せ

た

荒
川

幾
男
の

コ

九
三

〇

年
代
　
　
昭
和
思

想
史」

〔
青
木
書

店）

が

出

版
さ
れ

て

い

る
．

さ
ら

に、
平
成
に

入
っ

て

か

ら

　

　
つ

ま

り

，

昭

和」

を

客
観
視
で

き
る

距

離
が

生
じ
て

か

ら

　
　、

鷲
田

小
彌

太
の

「
昭

和
思
想
全

史
』

（一一
二

書

房、
　一

九
九
一

年）
、

桶
谷
秀
昭
の

『

昭
和

精
神
史

』

戦

前
篇
・

戦

後
篇
（
文
藝
春
秋

、

一

九
九一

〜

二

〇
〇
〇

年）

な
ど
が

刊
行
さ
れ

て

い

る
。

　

本
書
の

執

筆
者
ら
は
、

以

上
に

挙
げ
た
よ

う
な

従
来
の

研
究
を

否
定
す

る

こ

と
が
本

書
の

目
標
で

は

な
い

と
い

う
こ

と
を

明
確
に

語
っ

て

い

る
。

そ
れ
を

踏
ま
え
つ

つ
、

「

「

昭
和
思
想
」

に

つ

い

て

の

新
し

い

構
想
を

提
示

し

た

い
」

（

＝

＝
．

一

頁
）

と
い

う
の

が
そ

の

意
図
す
る
と
こ

ろ

で

あ
っ

た
。

そ

れ

で

は

な
ぜ
「

新
し
い

構

想
」

を
提
示
す
る

必
要
が
あ
る

の

か
。

そ
れ

は
昭

和
思
想
史
独

特
の

困
難
さ
と

関
わ
っ

て

い

る
。

こ

れ

ま
で

「

昭

和
思

想
史
」

が

構
想
さ
れ
た
と
き
、

そ
れ

は

「

戦
後
思
想
史
」

に

よ
っ

て

区
切

ら
れ、

逆
に

「

戦
後
思

想
史
」

は

「

昭

和
思
想
史
」

に

よ

っ

て．
区
切
ら
れ

て

い

た
。

し

か

し
現
在
の

視

点
か
ら

昭

和
を

振
り
返
っ

た

と

き、

そ
の

区

切

り
が

あ
い

ま
い

と

な
り
、

そ
の

結
果

、

「

昭

和

思

想
史
」

の

輸

郭
が

不

明
確
と
な
っ

て

い

る
。

そ
こ

に
、

新
た
な

観
点
か

ら

「

昭

和
思

想
史
」

を

構
想
す
る

必

要
性
が
生
ま
れ
て

い

る

と

い

う
の

が

執
筆
者
ら
の

見
解
で

あ

る
。

　

そ
れ
で

は
そ

の

「

新
し

い

構
想
」

と

は

何
で

あ
ろ

う
か

。

そ
れ

を

執
筆

者
ら

は

「

二

十
世

紀
思
想
史
」

と
い

う
観
点
か
ら

昭
和
田

心

想
史
を

描
き
出

す
と

い

う
点
に

見
い

だ

し
て

い

る
．

「

匿

界
史
的

な
「

二

十
世

紀
大
衆
社

会
論
」

の

展
開
の

な
か

に
、

凵

本
の

戦
前
期
お
よ

び

戦

後
期
の

思
想

展
開

を
、

　一

貫
し

た
コ

流
れ
L

と

し
て

位
置
づ

け
て

み

る
」

〔
三

頁
）

と
い

う

言
葉
で

そ
の

こ

と
が

言
い

表
さ

れ
て

い

る
。

そ
の

場
合

、

二

十
世
紀
と
い

う
時
代
を
ど

の

よ

う
に

捉

え
る

か
と

い

う
こ

と

が

問
題
に

な

る

が、

二

卜

匱

紀
の

世
界
史
の

根
本
的
な

変

化
・

変
動

を
捉
え
る

た
め

に
、

執
筆
者
ら

は
「

大
衆
」

と

「

世

界
」

と
い

う
二

つ

の

キ

ー

ワ

ー

ド

に

注
目

し
て

い

る
。

「

大

衆
」

も
ま

た、

二

十
世

紀
と

い

う
時

間
の

流

れ
の

な

か
で

大
き

く
変

貌
し

た
。

こ

の

変
貌
を
執

筆
者
ら
は

「

教

養
一

の

変
貌
と
し

て

捉
え

る
。

そ
し

て

「

丗
界
」

こ

そ、

こ

の

「

教

養
」

の

内
実
を

露
わ
に

さ
せ

る

試
金
石
で

あ
る

（

四

頁）

と
い

う
の

が
執

筆
者
ら

の

理
解
で

あ
る

。

　
以

上
の

よ

う
な

課
題
意
識
と

視
点

設
定
の

も
と

で

執
筆
さ

れ
た
四

つ

の

論
文
の

具
体
的
な

内・
谷
に

つ

い

て

以

下
で

見
て

み

た
い

。

ま

ず

津
田
雅

夫

の

「

「

逆
説
」

と

「

弁
証
法
」

　
　

「

昭
和
思

想
家
」

の

成

立
を
め

ぐ
っ
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て

　
　
」

で

あ
る
が

、

そ
こ

で

は

西
田

幾
多
郎、

＝ ．

木
清、

戸
坂
潤
の

思

想

が

取
り

あ
げ

ら
れ

て

い

る
。

津

円
は
こ

の

論
文
の

冒

頭
で

、

彼
ら
を

「

昭

和
思
想

家
」

と
し

て

括
り、

論
じ

る
こ

と
に

ど
の

よ

う
な

意
義
が

あ

る

の

か
と
い

う
こ

と

を

自
ら

問
う
て

い

る
。

つ

ま

り、
「

昭
和
思

想
」

な

い

し

「

昭
和
思
想

家
」

は

確
定
し
た

内

容
を
も
つ

も
の

と
し

て

予
め

前
提

に

さ
れ
て

い

る
の

で

は

な
く、

む
し

ろ

探
求
さ

れ
る
べ

き

も
の

と

し
て

暫

定
的
に

置
か

れ
た

概
念
で

あ
る

と

言
う
こ

と
が

で

き
る

で

あ
ろ

う
．

西
出

幾

多
郎
の

後
期
思
想
の

成
立
か

ら
出
発
し
、

三

木
清
や

戸
坂
潤
に
よ

る

そ

の

摂
取
と

批
判
を
通
し
て

「

昭
和
思
想
」

と
い

う
思
想
地

平
が

切
り

開
か

れ
て

い

く
プ
ロ

セ

ス

を

具
体
的
に
見
て

と
る

こ

と
、

そ
し
て

そ
れ
を
通
し

て

「

昭

和
思
想
と
は

何
か
」

と
い

う
問
い

に

答
え
て

い

く
こ

と

が
目
ざ
さ

れ
て

い

た

と

考
え

ら
れ

る
。

そ

し
て

津
田
に
よ

れ

ば
こ

の

プ

ロ

セ

ス

は

「

弁
証
法
」

を
軸
に

展
開
さ
れ
た
過

程
で

あ
っ

た
。

よ

り
詳
し

苴、
亭
え

ば
、

西
田
に

よ
っ

て

「

無
の

弁
証
法
」

が

確
立
さ

れ
、

三

木
、

．
尸

坂
ら
に
よ
っ

て

そ
れ
が
批

判
さ
れ

て

い

く
過

程
で

あ
っ

た
。

し

か

し
そ
れ
は

「

無
の

弁

証
法
」

が

台
定
さ
れ

た
と

い

う
意
味
で

は

な
い
。

む

し
ろ

津
田

は
、

三

木

が

観
照

的
性
格
を

有
し
た

西
田

の

「

行
為
的

直
観
」

を
レ

ト
リ

ッ

ク
と

形

の

創
造
と
い

う
実
践
に
お
い

て

乗
り
越
え
よ

う
と

し
た
こ

と
、

ま
た

戸
坂

が

西
田
の

観
念
論
を

「

ク

リ

テ

ィ

シ

ズ
ム
」

の

遂
行
と
し
て

の

唯
物
論
に

よ

っ

て

克
服

し
よ

う
と

し
た
こ

と
を
、

「

無
の

弁
証

法
」

の

新
た

な

展

開

と

し
て

捉
え、

三

木
と

戸

坂
と

を
西
田
哲
学
の

正

嫡
と

し
て

位
置
づ

け
て

い

る
。

そ
こ

に

本
論
文
の
一

つ

の

大
き
な
特
徴
が

あ
る

。

そ
れ
と
と

も
に

注
目
さ

れ
る
の

は
、

そ
の

よ

う
な

展
開
の

過
程
を

考
察
す
る

上

で
、

「

レ

ト

リ
ッ

ク
」

と

「

文

学
」

と
い

う
概
念
が

考
察
の

基
軸
に

据
え

ら
れ
て

い

る

点
で

あ
る

。

出
発

点
は

三
木
の

レ

ト
リ
ッ

ク

論
で

あ
る

。

そ

れ
を
踏
ま

え
て
、

戸
坂
と

小
林
秀
雄
と
の

あ
い

だ
で

交
わ
さ

れ
た

「

文
学
」

あ
る

い

は

「

文
学
主

義
」

を

め

ぐ
る

論
争
が

取

り
あ
げ

ら
れ
、

論
じ

ら
れ

て

い

る
。

＝ ．
木
は
レ

ト

リ
ッ

ク

と
い

う
視
角
か
ら
公

共
性
や

公

共
圏
の

問
題
を

論
じ

る

地
平
を

切
り
開
い

た
が
、

文
学
キ

義
を

積
極
的
に

引
き

受
け
よ

う

と

す
る

小
林
の

議
論
も、

戸

坂
の

ク

リ
テ

イ

シ

ズ
ム

も
、

そ
れ
ぞ
れ

に
三

木
の

レ

ト
リ
ッ

ク

論
を
展
開
し

た
も
の

と

し
て

位
置
づ

け
ら
れ
る

。

こ

の

共
通
の

議
論
の

場
が
切
り
開
か

れ
、

展

開
さ
れ
て

い

っ

た
と

こ

ろ

に
、

津

出

は

「

昭
和
思

想
」

と

い

う

議
論
の

地

平
の

成
立

を
見
て

と

ろ

う
と

し
て

い

る
。

　

森
下
直
貴
は

「

西
田
・

三

木
・

戸

坂
の

思
想
と

A

も
の

の

思

考
〉

「

経
験
と

制

度
」

の

歴

史
哲
学
へ

の

視

座

　
　
」

の

な

か
で

、

ま

ず、

な

ぜ

「

昭
和
」

を
、

そ
し
て

「

昭
和
思

想
」

を
問
題

に

す
る

の

か
を
め

ぐ
っ

て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る．、

昭
和
と

い

う
「

現

代
的
近
代
」

は
、

伝

統

を

基
盤
に

し
た
「

伝
統

的
近

代
」

、

そ
し
て

グ
ロ

ー
バ

ル

化

す
る

未
来
に

つ

な
が

る
「

今
日

的
近
代
」

を
も
抱

え
込
み、

日

本
祉
会
の

モ

ダ
ニ

テ

ィ

の

す
べ

て

の

段
階
を

包

含
し
て

い

る

が

故
に
、

わ
れ
わ

れ

は

そ
こ

に
、

「

伝
統
的
近

代
」

か

ら
「

今
日

的
近
代
」

に

至
る

ま
で

の

す
べ

て

の

「

常

識
」 、

つ

ま

り
入
々

に

よ
っ

て

共
有
さ
れ
、

慣
習
化
さ
れ

た

社
会
的
行

動

の

基
準
と

し
て

の

「

共

通

見
識
」

（

コ

モ

ン

セ

ン

ス
）

の

変．
容
を

見
て

と

る

こ

と

が
で

き
る
。

そ
の

窓
口

に

な

る
の

が
「

昭

和
思
想
」

で

あ
る

と
い

う
の

が

森
ド

の

理

解
で

あ
る

。

森
下

の

最
終
的
な

関
心
は

、

こ

の

日

本
社

会
に

お

け
る
「

常
識．一

の

変

容
の

流

れ
全
体
を

把
握
す
る
こ

と

に

あ
る

と

言
っ

て

よ

い

で

あ
ろ

う
。

さ
て
、

そ

の

「

昭

和
思

想
」

を

展
望
す
る

た
め

の

窓
口

と

し
て

選
ば
れ

た

の

が、

基

本
的
に

は

「

伝
統
的

近
代
」

に

属
し

た

西
田
幾
多
郎
と
、

西
田
の

思

想
を

歴

史
的
現

実
へ

と

向
け
直
す
役
割
を
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果
た

し
た

「

現

代
的
近
代

」

に

属

す
る．
一
人

の

弟
子、

三

木
清
と

戸
坂
潤

で

あ
っ

た
。

こ

の

三

人

の

思

想
家
の

な
か

に

森
下

は
、

一
つ

の

思

考
の

葛

藤
・

緊
張
を

見
い

だ

す。

西
田
の

根
本

的
な
関
心
は

宗
教
的

な
自
己
の

探

求
に

注
が

れ
て

い

た
。

そ
の

よ

う
観
点
か

ら

森
下
は
、

西
田

の

思
索
の

根

底
に

あ

っ

た

も
の

を
「

自
覚
の

思
考
」

と
し

て

捉
え
て

い

る
。

し

か

し
西

田

は
、

そ

の

思
想
の

最

終
形

態
に

お
い

て

は、

現
実
の

世
界
を

無
数
の

我

（

も
の
）

が

相
互

に

働
き
あ
い
、

限

定
し

あ

う
世
界
と
し

て

捉
え
る

「

も

の

の

思

考
」

を

展
開
し
て

い

る
。

こ

の

「

も
の

の

思
考
」

は

酉
田
で

は

な

お

「

自

覚
の

思
考
」

か
ら
レ

分
に

自
立

し
た
も
の

と
は

な
っ

て

い

な
か
っ

た

が
、

そ
れ
を

際
立
た

せ
、

「

自
覚
の

思

考
」

か
ら

自
立

さ
せ

た
の

が
三

木
清
で

あ
っ

た
。

三

木
は

西
山
の

「

も
の

の

思

考
」

を

受
け
継
ぎ、

そ
れ

を

客
観
的
な
「

形
の

論
理
」

へ

と

仕
上

げ
て

い

っ

た
。

し
か

し

こ

の

「

形

の

思
想
」

は
、

三

木
の

思
想
を
そ
の

根
底
に

お

い

て

規
定
し

て

い

た

「

虚

無
の

思

考
」

と

強
く

結
び

つ

い

て

い

た
。

「

も
の

の

思

考
」

を
こ

の

「

虚

無
の

思
考
」

か
ら

切
り
離
し、

自
立
さ
せ

る

方
向
へ

と
推
し

進
め

る

役
割

を

担
っ

た

の

が
戸
坂

潤
で

あ
っ

た
。

．
尸

坂
は

そ

れ

を
、

思
想
を
日

常
的
な

生

活
意
識
の

な
か

に

置
き
直
す
こ

と

に

よ

っ

て

果
た

し

て

い

る
。

「
も
の

の

思

考
」

は

戸
坂
に

お
い

て

日
常
化
さ
れ
た
と

言
っ

て

も
よ

い
。

た
だ

戸

坂
も

時
代
的
な
制

約
か

ら

完
全
に

解
き

放
た
れ

て

は

い

な
か
っ

た
。

し
か

し
、

「

も
の

の

思

考
」

を

徹
底

化
す
る

上
で

戸
坂
は

大
き
な
役

割
を

果
た

し
た

。

森
ド

が
目
ざ

す
の

は
、

こ

の

よ

う
に

西
出

か
ら

三

木
へ
、

そ
し

て

戸
坂
へ

と
受

け
つ

が
れ
て

き
た

「

も
の

の

思
考
」

を
さ

ら

に

発
展
さ
せ

、

「

経
験
と

制
度
」

の

歴

史
哲
学
を

構
想
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

　
別
所

良
美
は

「

超
国
家
主

義
と
国

民
国
家
の

自
己

超
越

　
　
北
一

輝
の

【

純
虍

社

会
主

義
L

の

再．
評
仙
に

む

け

て

　

　
」

に

お

い

て
、

ま

ず、

戦

前
と

戦
後
と

の

絶
対
的
な

断
絶
を

強
調
す
る

従
来
の

「

昭
和
思

想
」

理
解

の

妥
当
性
を
問
題
に

し
て

い

る
。

た
と
え
ば

、

戦
前
の

天
皇
制
フ

ァ

シ

ズ

ム

と

軍
国
主

義、

そ

し
て

戟
後
の

平
和
と

民
主
主

義
と
い

う
対
比
は

も
ち

ろ

ん

両

者
の

違
い

を

明
瞭
に

際
立

た
せ
て

い

る

が
、

し
か

し
そ
の

明

瞭
す

ぎ
る

対
比

が

お

お

い

隠
し
て

し

ま
う
も
の

が

あ
る
の

で

は

な
い

か
と
い

う

反
省
が

別
所
の

考
察
の

出
発
点
に

あ
る

。

昭
和
思
想
を
把

握
す
る
た
め
に

当
然
の

前
提
と

さ

れ

た

き
た
も
の

を
い

っ

た
ん

「

括
弧
に

人
れ
」

て

み

た

と

き
、

そ

こ

に

む

し

ろ

ナ

シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

と

民
主
主

義
と
の

錯
綜
し
た
思

想
的
連
関
、

さ

ら

に

は

そ
の
一

貫
性
を
見
て

と
る

こ

と

が
で

き
る

の

で

は

な

い

か

と

い

う
洞
察
が

本
論
文
の

根
底
に

あ
る

。

そ

の

た

め
に

別
所
が
注

目

す
る

の

が、

北
一

輝
が

『

国
体

論
及
び

純
正
社

会
卞

義
』

な
ど
で

展
開

し

た

思
想
で

あ
る

。

北
の

思
想
は

確
か

に

超
国

家
主

義
と

し
て

特
徴
づ

け

ら

れ
る

、

し
か
し
そ
れ

は

単
に

極
端
な

国
家
主
義
に

と
ど

ま
る
も
の

で

は

な

か
っ

た
。

と

い

う
の

も
、

北
の

な
か
に

は

天
皇
制
や

国
体
概
念
の

仮
構

性
に

対
す
る

深
い

洞
察
が

存
在
し
た

か
ら
で

あ
る

。

そ
れ
ら

は

言
わ
ば

社

会
を
変．
革
す
る

（

改
造
す
る）

た

め

に

利
用
さ

れ
る

資
源
と

し
て

捉
え
ら

れ
て

い

た
。

北
の

言
う
国
家
主

義
は

そ
の

完
成
形
態
に

お
い

て

は
、

近

代

　
　

　
　

　

　
ヘ
　
　
　ヘ　
　
　ヘ　　
　マ

的

国
民
国
家
を

超
越
す
る
国
家
主

義
で

あ
っ

た
と

別
所
は

解
釈
す
る

。

別

所
が
北
の

こ

の

意
味
で

の

超
国

家
主

義
に

注
目

す
る

の

は
、

そ

れ

が

国
民

国

家
を
超
越
す
る

論
理
を

内
包
し

て

い

る

と

考
え
ら
れ

る

か
ら
で

あ
る
。

別
所
の

も
う
］

つ

の

問
題

観
心
は

、

現
代
ア

ジ

ア

に

お

け
る

ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ
ム

と

ど

う

向
き
あ

う
か
と

い

う
も
の

で

あ
る
。

そ

の

観
点
か

ら

別

所

は
、

北
の

超
国

家
主

義
が

他
の

ア

ジ
ア

諸
国
の

ナ

シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

を
も

積

極
的
に

認
め
る

可

能

性
を
は

ら

ん

だ
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
に

注
目
し
て

い

（747）125

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗 教研 究 ［85巻 3 輯 （2011年）

る
。

　
三

谷
竜
彦
の

論

文
「

現
代
の

「

美
し
い

国
づ

く
り
」

と

柳
宗

悦
の

「

美

の

国
」

構
想
」

は
、

近

年
の

景
観
保
護
へ

の

関
心
の

高
ま
り
を

背
景
に
推

進
さ
れ

つ

つ

あ
る

「

美
し
い

国
づ

く
り

」

の

運

動
が
は

ら
む
問

題
性
に

目

を

向
け
た

も
の

で

あ
る

。

そ
の

問
題
を

考
察
す
る

た
め

に

三

谷
が

手
が
か

り
に

し

た

の

は
、

民
芸

運
動
の

創
始
者
と

し
て

知
ら

れ
る

柳
宗

悦
の

「

美

の

国
」

の

構
想
で

あ
る

。

柳
の

民
芸
の

美、

「

平

常
」

の

美
の

理
論
は

必

ず
し

も

政
治
的
な
意
図
を

も
っ

た
も
の

で

は

な
か
っ

た

が
、

し
か
し

時
代

の

流
れ

の

な

か
で
、

そ
れ
は

政
治
と
の

距
離
を
ち
ぢ
め

て

い

っ

た
。

た

と

え
ば

「

新
体
制
と

工

芸

美
の

問
題
」

や

「

時
局
と

美
の

原
理
」

な
ど
の

文

章
が

示

す
よ

う
に
、

柳
は
、

戦
争
が

濃
い

影
を

落
と

し
は

じ
め
た
と

き、

自
ら
の

思
想
と
全

体
主

義
的
国
家
体
制
と
が

親
和
性
を

有
す
る
こ

と
を

語

り
は

じ

め
た
．

そ
れ
と

同
様
に

、

「

美

し
い

国
づ

く
り
」

の

運

動
の

な
か

に

も
、

そ
の

出

発
点
が
ど
の

よ

う
な
も
の

で

あ
れ

、

全

体
主
義
的
な

志
向

が

潜
ん

で

い

る

可
能
性
を

見
て

と

る
こ

と
が

で

き
る

。

し

か
し
三
谷
は

他

方
で
、

そ

れ

が
地
域

住
民
に

よ
っ

て

主

体
的
に

担
わ
れ

る

も
の

で

あ
る

と

き
に

は、

地
域

住
民
相
互
の

結
び

つ

き
を

強
め

る
働

き
を

も
ち

う
る

点
に

も
注
日
し
て

い

る
。

そ
の

よ

う
な
条

件
の

下
で

は
、

地

域
コ

ミ

ュ

ニ

テ
ィ

の

再
生

と

い

っ

た

積
極
的
な

役
割
を
果
た
し

う
る
可

能
性
を
秘
め
て

い

る

こ

と

を
三

谷
は
主

張
し
て

い

る
。

　
以
上

の

論
考
は

い

ず
れ
も

独
自
の

視
点
か
ら

く

昭

和
思

想
V

の

本

質
に

迫
ろ

う
と

し
た

論
文
で

あ
り

、

日
本
哲

学
史

、

あ
る
い

は

日
本
思
想

史
研

究
の

新
た

な
地

平
を

切
り

開
く
も
の

で

あ
る

と

言

う
こ

と

が
で

き
る

。

全

体
を

通

観
し
た
と

き、

本

書
は
以

下
の

よ

う
な
特
徴
を

有
し
て

い

る
。

ま

ず、

昭

和
思
想
史
と

戦

後
思
想
史
と
い

う
区

切

り
を

自
明
な

も
の

と

せ

ず、

む
し

ろ

そ
れ
を
一

貰
し

た

も
の

と
し
て

捉
え
て

い

る

点、

さ
ら

に
昭

和
と
い

う

枠
を
超

え
て、

「

二

卜
世

紀
思
想

史
」

の

な
か

に

そ

れ
を

位
置

づ

け
よ

う
と

し
て

い

る

点
で

あ
る．、

ま
た
、

「

現

在
」

と
い

う
視

点
を

考

察
の

基

礎
に

据
え
て

い

る

点
も

そ
の

特
徴
の
一

つ

で

あ
る

。

そ
れ

は

た
と

え

ば．
．

十
一

世
紀
に

お

け
る

ア

ジ

ア

の

ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ
ム

に

日

を
向
け、

ア

ジ
ア

に

お

け
る

共
生
の

叮
能
性
を

探
ろ

う
と

し
て

い

る

別
所
論
文
や、

柳
の

「

美
の

国
」

の

構

想
と

現
代
の

「

美
し

い

国
づ

く
り

」

の

議
論
が
重

な

る
こ

と
、

そ
し
て

そ
れ

ら
が

と

も
に

同
じ

問
題

性
を
は

ら
む
こ

と

を
論

じ

た
三

谷
論
文
な
ど

に

見
て

と
る

こ

と
が
で

き
る

。

本

書
が
目

ざ
す
の

は

最
初
に

も
述
べ

た

よ

う
に

、

「

〈

昭

和
思

想
〉

新
論
」

で

あ
る

が
、

そ
こ

で

考
察
さ
れ
る

く

昭
和
思

想
V

は

単
な
る
過

去
の

エ

ピ

ソ

ー

ド
で

は

な
い

。

そ

れ
を
現
在
と
の

関
わ
り
の

な

か
で
、

新
た
な

視
点
か
ら

新
た

な
問
題
連

関
の

な
か
で

問
お

う
と

す
る

点
に
本

書
の

特
徴
が

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

考

察
を
踏
ま
え
て

二

十
「

世

紀
「

大
衆
社

会
」

の

新
し
い

像
を

語
る
こ

と
を

も

本
書
は

目
ざ
し

て

い

る
。

そ

れ
は

今
後
に

残
さ
れ

た

課
題
と

言

う
こ

と

が

で

き
る

が
、

興
味
深
い

論
点
で

あ
る
こ

と
は

ま

ち
が
い

な
い

。

　

本
書
か
ら

評
者
も
ま
た

多
く
の

知
見
や

刺
激
を

得
た．、

し
か
し

通
読
す

る

過
程
で

い

く
つ

か

の

疑

問
を

も
抱
い

た
。

そ

れ
を

最

後
に

記
し
て、

こ

の

書
評

を
閉
じ

る
こ

と

に

し

た
い

。

ま

ず
第
一

に

抱
い

た

疑

問
は

、

「

二

十

世

紀
口

本
思
想
史
」

と
い

う
視

点
か

ら
昭

和
の

思

想
史
を

描

く
こ

と

で
、

は

た
し
て

そ
れ

に

明
確
な

輪
郭
を

与
え
る

こ

と

が
で

き
る
の

で

あ
ろ

う
か

と
い

う
疑
問
で

あ
る

。

む

し
ろ

「

昭

和
思

想
史
」

の

輪
郭
を

あ
い

ま

い

な
も
の

に

し
、

そ
れ
を

解
体
し
て

し
ま

う
こ

と

に
つ

な

が
ら
な
い

か

と

い

う
疑
念
を

抱
い

た
。

そ

れ
は

は

た

し
て

、

新
た

な

観
点
か
ら

「

昭
和
思

126（748）
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想
史
」

を

構
想
す
る

と

い

う
執

筆
者
た

ち
の

意
図
に

そ
っ

た
も
の

と

言
え

る

で

あ
ろ

う
か

．

こ

の

疑
問
は

、

執
筆
者
た

ち
が

本
書
を

通
し
て

「 ．
一
十

世
紀
日

本
思

想
史
」

の
、

ま
た
「

昭
和
思
想
史
」

の

明

確
な

像
を
提
示
し

え
た
か

と
い

う
問
い

で

も
あ
る

。

　

付
け
加
え
て＝、
口

え
ば
、

木
書
で

は

西
出

幾
多
郎、

三

木

清、

戸

坂

潤、

北
一

輝、

柳

宗
悦
の

思

想
が

取
り
あ
げ
ら

れ

て

い

る

が、

そ
の

選
択
は
、

新
た
な

観
点
か
ら

「

昭
和
思
想
史
」

を

構
想
す
る

た

め

に
、

ま
た

「

二

十

世
紀
日

本
思
想
史
」

を

構
想
す
る
た

め
に

必

要
な
、

あ
る

い

は
必

須
な
も

の

と

し
て

十
分
に

根
拠
づ

け
ら
れ
て

い

る

で

あ
ろ

う
か
．

ま
た

執
筆
者
ら

は

二

十
世
紀
の

世

界
史
の

根
本
的
な
変
化
・

変
動
を

提
え
る

た

め
に

．

大

衆
」

と

「

世

界
」

と
い

う．

つ
の

キ

ー
ワ

ー

ド
に

注

日
し
て

い

る

が
、

こ

の

基
本
視
座
の

設

定
も

十
分
な
根
拠
を
有
し
て

い

る

で

あ
ろ

う
か

。

た
と

え
ば

「

近

代
化
と

伝
統
と
の

相

克
」

と
か
、

「

戦

争
」

と
か
、

別
の

視
点

設

定
も

あ

り
え
た

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

い

ず
れ

に

し

て

も、

な

ぜ

「

大

衆
」

と

「

世

界
」

で

な

け
れ
ば

な
ら
な
い

の

か
と
い

う
根

拠
づ

け
に

関
す
る

議
論
が

必
ず
し
も
ト

分
で

な
か

っ

た

と

い

う

印
象
を

評
者
は

抱
い

て

い

る
。

　
し
か
し

、

本
書
が
日
本
思

想
史

研
究
の

新
た

な
地
平
を
切

り
開
く
も
の

で

あ
り、

多
く
の

可
能
性
を
は

ら
ん

だ
も
の

で

あ
る

こ

と

は

ま
ち
が

い

が

な
い

。

以
上
に

述
べ

た

評
者
の

疑
問
に

対
し

て

も、

執

筆
者
ら

が

今
後
の

研
究
の

な

か
で

明

確
な

答
を

示
さ

れ
る

で

あ
ろ

う
こ

と

を

期
待

し
て

い

る
。

安
丸
良

夫
・

喜
安
　
朗
編

「

戦
後
知
の

可

能
性

ー
歴

史
・

宗
教
・

民

衆

』

山

川
出
版
社
　
二

〇
一

〇

年
　．
一

月
一

五

日

刊

A5

判

　
洫
＋

四

四
一

頁

　
三

五

〇
〇

円
＋

税

粟

　
津
　
賢

太

　

本
書
は
、

「

歴

史
・

宗
教
・

民

衆
研
究
会
」

（
．

九
九

九

−
二

〇
〇

八

年）

に

お
い

て
一

〇

年
間

継
続
さ

れ

た

議

論
を

踏
ま
え
て

出

版
さ
れ
た、

戦

後
知
の

系
譜
学
の

試
み
で

あ
る．、
「

ま
え
が

き
」

に

よ

れ
ば

本
書
は
「

戦

後
啓
蒙
主

義
の

遺
産
を
批
判
的
に

継
承
し
つ

つ

も
、

そ
れ

を
越
え
て

ど

の

よ

う
な
思

考
が
現

在、

可
能
に
な
っ

て

い

る

の

か、

現
在
か

ら
将

来
に

至

る

思

考
の

可

能
性
を

模
索
す
る

試
み
」

で

あ
り、

「

現

在
の

視
点
か
ら

過

去
の

知
識
人
た
ち
の

語
り
を、

歴
史

的
制
約
を
被
っ

た

時
代
遅
れ
の

も
の

と
し

て

批
判
す
る

の

で

は

な
く、

そ
の

語
り
に

添
う
よ

う
に

し
て

彼
ら
の

知
的

格
闘
を
検
証
し
て
、

そ
の

痕
跡
に

可
能

性
を

見
出
し

て

い

く
こ

と
」

を
目

的
と

し
て

い

る
。

つ

ま
り

本
書
は

知
識
に

つ

い

て

の

知

識
に
属
す
る

書
で

あ
り、

本
書
が

参
照

し
て

い

る

知
識
は

膨
大
で

あ
る

。

こ

こ

で

は

限

ら
れ
た

紙
枚
と

評
者
の

非

力
を

顧
み

ず、

宗

教
学
あ
る

い

は

宗
教
史
研

究

に

お

い

て

本

書
を
い

か

に

受
け

止
め
る

べ

き
か

に

つ

い

て

考
え

て

み

た

い
。
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