
な
る
と
押
え

る
の
で
あ

る
か
ら
、
両
者
の
業
績
の
同
質
性
が
指
摘
さ

れ
た
事

に

な
る
。
と
こ
ろ

が
「
人
類
学
以
外
の
す

べ
て
の
科
学
は
、
『
人
間
』
と
い
う

も
の

の
存
在

を
、

は
じ
め
か
ら
前
提
に
し
て
い
る
」

の
に
対
し
、
「
人
類
学

の
立
場

は
『

人
間
』
の
存
在

を
、自
明
と

は
し
て
い
な
い
」
と
言
う
時
に
は
、

ひ
と
り

人
類
学
の
み

が
、
人
間

を
本
質
的
に
一
つ
の
も
の
と
は
見
な
い
で
、

例
外

の
事

象
の
実
証

的
記
述

だ
け

を
志
す
学
問
で
あ
る
と
述

べ
て
い

る
事
に

な
る
。
こ
の
場
合
和
辻
倫
理
学

は
も
と
よ
り
、
す

べ
て
の
人
間
諸
科
学

が
哲

学

的
人
間
学
に
す

ぎ
な
い

と
揚
言

さ
れ
て
い

る
事
に
な
る
。

先
進
国
の
文

化
と
未

開
な
る
文

化
　
和
辻
の
比
較
文
化
学
は
、
人
間

の
本
質

を
始

め
か
ら
前
提
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
期
せ
ず
し
て
〈
優
れ
た
人
間

の
本

質
〉
と
い
う
事
に
な
り
が
ち
で
あ
り

、
そ
の
為
一
応
価
値
尺

度
の
定
ま

っ
た

西
欧
先
進
国
の
文
化
を
指
向
し
が
ち
で
あ
り

、
モ
の
論
述
は
定
言
命
題
で
語

ら
れ

る
と
い
う
事
に
な
る
。
一
方
梅
綽

に
あ
っ
て

は
例
外
的
実
例
を
「
世
界

Ⅰ
　
比
較
文
化
学
と
文
化
人
類
学

比

較

文

化
　

小

論

の
目

的

は
哲

学

者

和

辻

哲

郎

の

『
風

土

』

と

生

態

学

者

梅

棹

忠

夫

の

『
狩

猟

と

遊

牧

の

世

界

』

と

い

う

、

人

口
に

膾

炙
し

た
二

著

を
中

心

に

据

え

て

両

者

の

思

想

を
比

較

す

る
作

業

で

あ

る

。
両

者

は

一
見

極

め
て

グ

ロ
ー

バ

ル

で

あ
り

な

が
ら

、

同

時

に

今

後
の

日

本

人

の

生
き

る
知

慧

を
想

像

力

の

世

界

で
模

索

し
て

い

る

の

だ

。

も

と

よ

り

学

問

分

野

を
異

に
す

る
両

者

の

議

論

を
比

較

す

る
為

に

は

、

我

々

と

し

て

は
あ

ら

か

じ

め

幾

許

か

の
共

通
項

を

設

定

し

て

お

か

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

と
こ

ろ

で

『
風

土

』

が

一

種

の

比
較

文

化

論

で

あ

る
事

に

異

論

は

あ

る

ま

い

。

一

方

梅
棹

に

よ

れ

ば

「

比

較

と

い

う

観

点

か

ら

人

間

現

象

を

研

究
す

る

場

合

、

そ

の

研

究

は

多

少

と

も

人

類

学

的

」

に

な

る
と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

こ
か
ら
演
繹
し
て
、
文
化
人
類
学
と
比
較
文
化
学
は
実
質
的
に
同
じ
内
容
に

／

和

辻

風

土

論

と

梅

棹

生

態

学

〈
研

究

論

文
４

〉

鵜

木

杢

治

郎



い

の

ど

こ

か
ら

か

」

探

し

出

し
て

来

て

突

き

付

け

る
、

つ

ま

り

法

則

定

立

を
拒

否
す
る
「
具
体
的
か
つ
実
証
的
な
」
態
度
を
と
る
以
上
、
「
徹
底
し
た
相
対

的

人

間

観

」

を
標

榜

す

る
事

に

な
り

、

そ

の

為

価

値

尺

度

が
全

く

定

ま

っ
て

い

な
い

よ

う

な

、
未

開

民

族

の

文

化

を
記

述

す

る
と

い

う

事

に

な

る

。
従

っ
て

そ

の

論

述

は
、

心

な

ら

ず

も

仮

言

命
題

で

語

ら

れ

る
機

会

が
多

い

と
い

う

事

に

な

る
。

更

に

両

者

共

、

そ

の

意

図

と

し

て

は
、

出

来

る
限

り

客

観

的

描

写

を
目
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

牧

畜
　

要

す

る

に
両

者

の

関

心

事

は
人

間

で

あ

る

が
、
〈
人

間

の

本

質

〉
規

定

が

異

る
以

上

、

彼

等

の

理

想

像

も

異

っ
て

来

る
。

即

ち

和

辻

に

あ

っ
て

は
西

欧

社

会

の

中

で

も

最

も
西

欧

的

な

ヨ
ー

ロ

で
（

の

市

民

社

会

を

、

梅

棹

に

あ

っ

て

は

遊

牧

民

族

の

中

で

も

最

も

遊

牧

的

な

中

央

ア

ジ

ア

の

ス

テ

ッ

プ

遊

牧

民

の

生

活

を

理

想

像

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

し

て

そ

れ

ら

理

想

像

の

よ

っ

て

来

る
根

拠

を

探

っ

て

み

る
と

、

正

に
〈
牧

畜

〉
と

い

う

人

間

の

営

み

に

収

斂

し

て

来

る
。

周

知

の

よ

う

に

、

和

辻

に

あ

っ

て

は

「

三

つ

の

類

型

」

と

い

う
標
題
の
も
と
に
、
そ
ン
ス
ー
ン
・
沙
漠
・
牧
場
と
い
う
三
つ
の
風
土
類
型

が

指

摘

さ

れ

、

そ

れ
そ

れ

に

ほ

ぼ

正

確

に

対

応

す

る
三

つ

の

文

化

の

形

式

が

語

ら

れ

る
。

一

方

梅
棹

に

お

っ

て

は
「

生

活

様

式

の

諸

類

型

」

と

い

う

標

題

の

も

と

に

、

狩

猟

・

採

集

、

牧

畜

、

農

耕

と
い

う

三

つ

の

生

活

様

式

が
語

ら

れ

る

。
既

に

こ

の

分

類

法

か

ら

し

て

明

か

な
よ

う

に

、

哲

学

者

和

辻

の

分

類

は

地

理

決

定

論

的

な

趣

き

の

あ

る

風

土

論

で

あ

る

が
、

一

方

の

生

態

学

者

梅

棹

に

あ

っ

て

は

、

生

活

し

て

い

る
生

身

の

人

間

の

登
場

し

て

来

る

「
生

活

様

式
」

が

基

準

と

な

っ

て

い

る
の

で

あ

る
。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

以

上

の

諸

類

型

の

中

で

、

和

辻

が

西

欧

社

会

を

お

す

の

は

、

そ

こ

に

牧

場

が

あ

る

か

ら

で

あ

り

、

梅

樟

が

ス

テ

ッ

プ

の

遊

牧

民

を

お

す

の

は

、

そ

こ

で

遊

牧

生

活

が

営

ま

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

事

は

「

日

本

人

の

大

き

な

特

徴

の

一

つ

は

牧

畜

生

活

を

全

く

し

な

か

っ

た

こ

と

、

遊

牧

民

と

全

然

接

触

し

な

か

っ

た

こ

と

。

従

っ

て

遊

牧

的

思

考

と

牧

畜

民

的

行

き

方

が

全

く

欠

如

し

て

い

る

」

と

辛

辣

な

指

摘

を

し

た

イ

ザ

ヤ

ー
ベ

ン

ダ

サ

ソ

の

言

葉

を

想

起

す

る

時

、

極

め

て

日

本

人

離

れ

を

し

た

独

特

な

発

想

で

あ

っ

た

と

言

わ

ざ

る

を

え

な

い

の

だ

。

併

し

両

者

が

共

通

で

あ

る

の

は
、

牧

畜

と

い

う

営

み

の

場

面

だ

け

で

、

そ

の

地

理

的

位

置

づ

け

は

異

っ

て

い

る

。

和

辻

自

身

が

『

自

叙

伝

の

試

み

』

で

明

か

に

し

た

よ

う

に

、

彼

は

青

年

時

代

か

ら
「
方

位

づ

け

の

習

慣

を

持

っ

て

」

い

た

。

と

こ

ろ

が

梅

樟

は

日

本

の

イ

ン

テ

リ

が

「

東

洋

で

は

こ

う

、

西

洋

で

は

こ

う

と

、

東

西

の

比

較

だ

け

で

世

界

を

わ

り

き

っ

て

し

ま

う

」

方

位

づ

け

の
単
純
さ
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
結
果
、
和
辻
の
牧
場
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
画
然
と
定
位
さ
れ
、
日
本
の
実
質
的
理
想
像
と
な
る
。
梅
棹
の
遊
牧
地

帯

は

「
中

央

ア

ジ

ア

か

ら

北

ア

フ

リ

カ

に

か

け

て

の

大

乾

燥

地

帯

」

の

中

に

展

開

す

る

「

は

て

し

の

な

い

草

の

海

」

の

中

に

、

漠

然

と

定

位

さ

れ

、

日

本

の
象
徴
的
理
想
像
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
和
辻
に
あ
っ
て
は
、
ス
テ
ッ
プ
が

登

場

す

る

の

は

、
『

風

土

』
を

改

編

補

足

し

た

、

や

や

生

彩

を

欠

く

後

期

の

著

作

『

倫

理

学

』

の

本

論

「

人

間

存

在

の

歴

史

的

風

土

的

構

造

」

を

待

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

そ

れ

も

既

に

分

類

さ

れ

た

三

類

型

の

補

足

と

し

て

追

加

さ

れ

た

、

二

つ

の

類

型

の

一

つ

で

し

か

な

い

の

だ

。

道
具
と
生
活
様
式
　
こ
こ
で
両
者
の
操
作
概
念
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
和
辻
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に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
（
道
具
〉
な
の
だ
。
「
人
間
存
在
に
お
い
て
最
も
手

近
に
見
い
だ
さ
る
る
物
が
道
具
で
あ
る
…
…
一
元
来
『
道
具
』
と
は
本
質
的
に

は
『
…
…
す
る
た
め
の
も
の
』
で
あ
る
。
…
…
『
た
め
の
連
関
』
は
人
間
の

存
在
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
考
え
れ
ば
道
具
が
一
般
に
風
土

的

規

定

と

密

接

な

連

関

を

持

つ

こ

と

は

明

白

だ

と

言

わ

ね
ば

な

ら

ぬ

。
」

こ

う

し

て

道

具

を
見

出
す

事

が

、
風

土

に

お

け

る
自

己

了

解

の

仕

方

で

あ

る

と

述

べ

る

の

だ

。

こ

こ

か

ら

和

辻

の

工
業

指

向

が
伺

わ

れ

る
の

で

あ

る

が
、

其

の

実

〈
道

具

〉

の

機

能

に

関

す

る

叙

述

は

明

確

さ
を

欠

い

て

い

る

。

光

来

〈
道

具

〉
の
本

来

的

性
格

は
、

能

率

性

技

術

性

の

契

機

に

触

発

さ

れ

て

、

風

土

的

被

規

定

性

を

最
大

限
に

克

服
す

る

所

に

あ

る

と

言

う

べ
き

で

あ

ろ
う

。

従

っ
て
こ
の
工
学
的
指
標
は
常
に
有
効
な
操
作
概
念
と
な
り
得
る
わ
け
で
は
な

い
。こ

れ
に
対
し
梅
棹
の
あ
げ
る
〈
生
活
様
式
〉
の
方
が
、
遙
か
に
人
間
学
的

で

あ

る
。

即

ち
、

人

間

の

場

合

に

は
動

物

と

違

っ

て

、
形

態

そ
の

も

の

の
差

異

か

ら

そ

の
機

能

を

論
じ

て
み

て

も

意

味

が

な

い

、

つ

ま
り

「
動

物

の

よ
う

に

一
種

類

一
様

式

と

い

う
原

則

は

た

も

た

れ

て

い

な

い

。

現

に

人
間

に

な

っ
。
て
以
来
、
生
活
様
式
が
な
ん
ど
か
変
遷
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

例

え

ば

鯨

と

象

な

ら

、

そ

の

形

態

の

差

異

は

そ

の

ま

ま

生

活

様

式

の

差

異

に

直

結

し

て

い

る

。
併

し

こ

と

人
間

に

お

っ

て

は

、

白

人

と
黒

人

と

い

う

程

度

異

同

で
、

一
方

が
海

中

に
住

み

他

方

が

陸

上

に

住

む

と

い

う
差

異

が
出

て

来

な

い

の

は

勿

論

、
同

一
人

種

で
も

無

数

の

生

活
様

式

を
持

つ
の

で

あ

る

。

こ

う

し

て

人

間

の

生

活
様

式

と

は
結

局
風

土

や

道

具

だ
け

で

な
く

、

教

育

・

宗
教
・
法
律
だ
ど
も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
契
機
を
含
ん
だ
綜
合
な
人
類
学
的

指

標

と

な

る

、

そ

れ

も

人

間

を

知

能

あ

る

生

物

と

見

た

て

た

時

に

機

能

し

得

る

有

効

な

操

作

概

念

と

な

る

の

で

あ

る

。

Ⅱ
　
定
住
的
牧
場
と
非
定
住
的
遊
牧

定

住

と

非

定

住
　

要

約

す

れ

ば

両

者

の

〈
牧

畜

〉

概

念

は

そ

の

内

包

も

外

延

も

異

る

の

で

あ

る

。

和

辻

に

あ

っ

て

は

定

住

的

性

格

、

梅

棹

に

あ

っ

て

は

非

定

住

的

性

格

が

強

調

さ

れ

て

い

る

の

だ

。

ま

ず

和

辻

に

あ

っ

て

は

、

彼

の

理

想

と

す

る

牧

畜

は

一

定

の

場

所

に

定

住

し

て

営

ま

れ

、

必

ず

農

業

が

併

行

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

彼

の

あ

げ

て

い

る

例

で

あ

る

が
、

例

え

ば

「
海

へ

進

出

」

し

た

古

代

ギ

リ

シ

ヤ

人

の

場

合

、

「

土

地

か

ら

離

れ

る

こ

と

」

は

「
農
牧
生
活
か
ら
の
脱
脚
」
を
意
味
し
て
い
た
と
、
一
応
和
辻
は
言
う
。
併

し

こ

の

場

合

と

言

え

ど

も

「

戦

っ

て

勝

て

ば

土

地

を

占

領

し

、

家

畜

と

女

た

ち
と
を
自
分
た
ち
の
な
の
に
す
る
。
」
事
が
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、

本

来

の

定

着

的

な

牧

場

的

性

格

が

依

然

と

し

て

失

わ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

又

こ

の

海

洋

へ

の

進

出

が

単

に

「

衣

食

住

の

必

需

品

の

み

を

作

る

と

こ

ろ

の

生

活

を

超

え

て

生

活

自

身

の

よ

り

高

い

形

成

に

向

か

っ

た

」

と

さ

れ

て

い
る
の
は
、
衣
食
住
が
看
過
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
く
て
、
む

し

ろ

そ

れ

ら

必

需

品

が

確

保

さ

れ

駆

使

さ

れ

て

こ

そ

、

そ

の

上

に

精

神

文

化

の

華

が

咲

く

と

い

う

事

を

示

唆

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

果

せ

る

か

な

、

究

極

的

に

は

彼

は

、

工

業

と

牧

場

的

性

格

を

ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉｆｙ

す

る

に

至

る

の

で

あ

る

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的

人

間

は

こ

の

特

性

の

ゆ

え

に

や

が

て

機

械

を

発

明

し

、
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緑

の

牧

場

を
煙

突

の

林

立
す

る

工
場

地

帯

に

化

し

た
。

が

、

そ

う

い
う

工

場

地

帯

も

本

質

的

に

は
牧

場

的

風
土

な

の
で

あ

る
。

更

に

「

牧

場

的

風

土

は

あ

る

意

味
で

は
楽

土

で

あ

る

が

、

し

か

し

我

々

は

牧

場

的

性

格

を
獲

得

す

る

こ

と

は

で
き

る

。
」
と

言

わ

れ

る
時

に

、

和

辻

が

旧

本

の
工

業

立

国

を
目

差

し

て

い

る
事

が
明

か
に

な

る
。

一
方

梅

棹

に

あ

っ
て

は

、

あ

く

ま
で

も

一
個

所

に

定

住

し

な

い

、
土

地

を

占

領

し

な

い

遊

牧

が
称

揚

さ
れ

て

い

る
。

純

粋

な
遊

牧

民

は
農

業

を

決

し

て

兼

業

せ

ず

、「
衣

食

住

の

ほ

と

ん

ど
す

べ
て

を
牧

畜

生

産

品

に
求

め

て

い

る

。
」

の

で

あ

る

。

な

か

ん

ず

く

遊

牧

民

族

と

い
う

の

は

「
す

ぐ

れ

た

騎
馬

民

族
」

で

あ

っ

て

、

彼

等

が
軍

事

行

動

を
起

す

の

は
、

な

に

も

食

糧

が
乏

し
く

な

っ

た

時

で

は

な

い

。

反

対

に

生

産

力

が
も

っ
と

も

拡

大

さ

れ

た
時

で

、

そ

れ

は

「

人

類

学

的

観

点

か
ら

み

れ

ば

、
け

っ
き

ょ
く

は

一

っ

の
生

産

力

の
表

現

に

ほ
か

な

ら

な
い

」

と

大

胆

な
見

解

が

披

露

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

和

辻

の

述

べ

た

「
生

命

を
賭

す

る

と

い

う
活

動

そ

の

も

の

…

…

被

征

服

者

に

対

す

る
権

力

、

そ

れ

ら

が

そ

れ

自

身

に

お

い

て

貴

い

と

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る
。
」
と

い

う

古

代

ギ

ジ

ジ
ヤ

人

の

定

式

化

よ
り

も

、
遙

か

に

文

明

と

い

う

視

点

に

立

脚

す

る
主

張

な

の

で

あ

る

。

な

る

程

戦

闘

行
為

は

正

に

機

敏

な

行

動

性

、

移

動

性

を
要

求

さ
れ

る
、

非

定

住

的

性

格

の

徹

底

的

発

現

で

あ

る
。

従

っ
て

現

代

に

至

っ
て

、

一
旦

こ

れ

ら

の

民

族

を

定

住

さ

せ

、

農

耕

民

化

し

よ

う

と

す

る
と

「

結

果

は
よ

く

な

く

、
大

抵

悲
惨

な

貧

民

に

な

る

。
」
と

い

う

残

酷

な

落

ち

が
っ

く

。

正

に

遊

牧

民

受

難

の

時
代

と

い
う

わ

け

だ

。

和
辻
の
牧
草
論
　
ど
う
な
る
と
定
住
・
非
定
住
の
性
格
の
差
異
は
、
そ
の
民

族
の
飼
育
す
る
家
畜
の
性
格
、
つ
ま
り
第
一
義
的
に
は
そ
の
家
畜
を
養
う
に

足

る
飼
料
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
に
な
る
。
そ
れ
は
、と
り

も
な
お

さ
ず
牧

草
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
始
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
た
時
の
和
辻
の
驚
き
は
緑

の
存
在
で

あ
っ
た
。
彼
は
当
時
京
大
農
学
部

の
大

槻
教

授

か

ら
「
『
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
は
（
家
畜
の
飼
料
に
な
り
得
な
い
）

雑
草
が
な
い
』

と
い
う
驚
く

べ

き

事
実
」

を
教
え
ら
れ
て
、
愕
然
と
し
た
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る
。
「
田

の
草
取
り

」
を
す
る
必
要

が
な
い
と
思
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
家

畜
の
飼
料
た
る
草
を
生
育
せ
し
め
る
土
地
」
即
ち
「
草
原
」
W
i
e
s
s
み
で

あ
っ
た
。
同

じ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
言

っ
て
も
乾
燥
し
た
地
中
海
北

岸
と
、
陰
欝

な
北

欧
と
は
か
な
り
違
う
筈
だ
が
、
こ
の
差
異
を
和
辻
は
相
対
的
な
も
の
と

し
か
考
え

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
我
々
は
こ
の
相
違
（

ギ
リ

シ

ヤ
的
明
朗
に
対
す
る
西
欧
の
陰
欝
）

が
牧
場
的
風
土
の
中
で
の
地
方
的
相
違

で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
西
欧
の
陰
欝

は
牧
場
的
風
土
の
陰
欝

で
あ

っ
て
ス
テ

ッ
プ
の
陰
欝
で
は
な
い
。」
と
述

べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
曾
て
和
辻

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
も
又
現
代
の
農
学
者
の

意
見

を
援
用

し
て

、
和
辻
の
牧
草
論
に
検
討

を
加
え

た
い
。
京
大
農
学
部
飯

沼
教
授

は
『
風
土
』

を
以
て
一
応
名
著
と
規

定
し

な
が
ら
も
、
「
風
土
の
影

響

を
間
接
的
に
と
ら
え
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
」
と
暗
に
批
判
す
る
。

教
授
の
意
見

を
勘
案

し
な
が
ら
私
な
り
の
批
判

を
纒
め
て
み
よ
う
。
っ
ま
り

和
辻

は
「
西
欧
の
風
土

が
敗
場
的
で
あ
る
こ

と
は
、
そ
れ

が
湿
潤
と
乾
燥
と

の
総
合
、
夏
の
乾
燥

、
と
い
う

ご
と
き
点
に
お
い
て
地
中
海
沿
岸
と
共
通
で
あ

る
こ
と
に

よ
っ
て
す

で
に
示

さ
れ
て
い
る
。」

と
、

地
中
海
沿
岸
よ
り
の
判
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断

を

示

し

て

い

る

の

だ

が

、

こ

の

発

想

は

例

え

ば

フ

ラ

ン

ス

の

気

候

学

者

マ

ル
ト
ン
ヌ
の
考
案
し
た
乾
燥
指
数
を
斟
酌
す
る
な
ら
、
相
当
の
無
理
が
伴
う
。

例
え
ば
飯
沼
氏
は
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
特
の
「
休
閑
除
草
」
を
敷
衍
し
て

「
（
北

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

地

帯

は

）

も

っ

と

も

湿

潤

な

地

帯

で

あ

り

、

夏

作

が

じ

ゅ

う

ぶ

ん

に

可

能

で

あ

る

ば

か

り

で

な

く

、

雑

草

の

繁

茂

も

ま

た

さ

か

ん

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

除

草

と

い

う

こ

と

が

不

可

欠

な

農

作

業

と

な

っ

て

く

コ
愆
」
と
説
明
す
る
。
然
も
飯
沼
氏
は
日
本
と
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
「
雑
草

の

種

類

そ

の

も

の

の

ち

が

い

は

、

い

が

い

に

す

く

な

い

。
」

と

言

う

の

だ

か

ら

、

そ

の

差

は

ま

す

ま

す

相

対

的

な

も

の

と

な

っ

て

来

る

。

な

に

も

和

辻

が

、

地
中
海
北
部
を
解
説
し
て
い
る
章
の
中
で
、
あ
た
か
も
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、

な

べ

て

ギ

リ

シ

ヤ

的

で

あ

る

か

の

よ

う

に

、

「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

は

雑

草

が

な

い

。
」

と

断

言

す

る

程

の

事

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

更

に

進

ん

で

〈
西

欧

〉

を

解

説

す

る

章

の

中

で

は

、

「

西

欧

の

文

化

的

功

績

は

、

陰

欝

な

る

特

殊

性

を

通

じ

て

発

揮

せ

ら

れ

た

牧

畜

的

性

格

に

帰

着

す

る

こ

と

に

な

る

。

西

欧

が

自

ら

ギ

リ

シ

ヤ

の

正

嫡

を

も

っ

て

任

ず

る

こ

と

は

、

必

ず

し

も

不

当

で

は

な

い
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
迄
読
み
進
む
と
、
和
辻
の
発
想
の

中

に

是

が

非

で

も

、
古

代

ギ

リ

シ

ヤ

の

栄

光

と

、
現

代

西

欧

の

工

業

化

を

結

び

つ

け

て

説

明

七

尽

モ

う

と

し

た

意

図

が

伺

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

全

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

、

地

中

海

北

部

の

牧

草

地

帯

の

原

理

で

説

明

し

尽

そ

う

と

し

た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
局
和
辻
は
「
ヨ
ー
ロ
ア
ッ
パ
に
お
い
て
は
ち
ょ
う
ど

こ

の

雑

草

と

の

戦

い

が

不

必

要

）

な

「

従

順

な

土

地

」

で

あ

る

が

故

に

「

自

然

と

の

戦

い

と

い

う

契

機

が

欠

け

て

い

る

」

と

見

た

の

で

あ

っ

た

。

従

っ

て

「
牧
場
と
麦
畑
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
程
、
一
個
所
で
自
然
と
平
和
裡
に

共
存
し
得
る
、
定
着
的
な
牧
畜

が
営
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
に

な
る
の
で
あ

っ
た
。

梅
棹
の
家
畜
論
　

こ
う
し
て
和
辻
の
議
論
は
、
気
候
と

か
植
物
の
如
き
静
態

的
な
指
標
の
み
に
力
点

を
お
い
で
い
る
事
が
判
る
の
だ
。
西
欧

が
牧
場

的
風

土
で
あ
る
と
い
う
以

上
、
そ
こ
に

は
当
然
人
間

と
共
存
関
係
に

あ
る
家
畜
に

関
す

る
記
述

が
あ
っ
て
然
る

べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

元
来
生
物

学
者
で
あ
る
梅
棹

は
流
石

に
こ
の
点
に

つ
い
て
の
洞
察

が
鋭
い
。

「
牧
畜
の
対
象
に
な
る
家
畜
を
さ
が
し
て
」
み
る
と
、
「
意
外
に
種
類
が
す

く
な
く
、
し
か
も
そ
の
範
囲

が
ひ
じ

ょ
う
に
限
定

ざ
れ
て
い
る
。
分
類
学
的

に
」
言
え
ば
「
す
べ
て
有
蹄
類
の
動
物
で
あ
る
…
…
し
か
も
そ
の
な
か
で
も

と
く
に
、
む

れ
を
つ
く
る
性
質

を
も
っ
た
有
蹄
類
（
傍
点
　

鵜
木
）

で
あ
る

と
い
う
特
徴
」
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
も
し
「
一
つ
の
組
織
を
も
っ
た

実
態
と
し
て
の
む
れ
を
、
む
れ
全
体
と
し
て
そ
っ
く
り
と
り
こ
む
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
な
に
も
（
定
住
的
な
）
柵
は
必
要
で
な
い
」
と
い
う
事
に
な

り
、
人
間
の
家

族
の
方
が
、
非
定
住
的
な
、
併
し
む
れ
と
し
て
の
態
勢
を
崩

さ
な
い
家
畜

の
後
に
く

っ
つ
い
て
転
々
と
移
動
し
て
行
く
事
に
な
る
。
こ
こ

で
「
遊
牧
す
る
有
蹄
類
と
遊
牧
す
る
遊
牧
民
の
結
合
」
と
い
う
組
合
せ
が
生

ず
る
事
に
な
り

、
遊
牧
民
は
牧
場
を
も
経
営
す
る
農
耕
民
と
違
っ
て
、
土
地

を
所

有
す

る
代
り

に
む
れ
を
所
有
す
る
事
に
な

る
。
そ
し
て
湿
潤
地

帯
の
農

耕
民
が
、
例
え

ば
休
耕

と
か
除

草
と
い
う
農
業
技
術
を
駆
使
し
て
、
あ
く
ま

で
も
一
定
の
土
地

を
末
長
く
所
有
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
の
に
対

し
、
遊
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牧

民

族

は
家

畜

の

乳

し

ぼ
り

と

か
牡

の

去

勢

と

い

う

酪

農

技

術

を
開

発

す

る

事

に

よ

っ

て

、

非

定

住

的

な

む

れ

を

末
長

く

所

有

し

よ
う

と

し
て

い

た
と

、

そ

の

非

定

住

的

性

格

を

強

調

す

る

の

で

あ

る
。

Ⅲ
　

『

家

』

を

め

ぐ

る

日

本

文

明

論

和

辻

の

「
家

」
　

定

住

的

性

格

が

強

調

さ

れ

る
時

に

、
我

々

は
こ

の

議

論

が

必
然

的

に

「

家
」

の

存

在
形

式

に

結

び

つ

く

も
の

で

あ

る

事

を

悟

る

の

で

あ

る

。

従

っ

て

和

辻

は

「
『

家

』

と

し
て

の

存

在

の

仕

方

が
特

に
顕

著

に
国

民

の

特

殊

性

を
示

す

。
」

と

判

断

す

る

。

そ

し
て

特

に

日
本

で

は
家

屋

が
閉

鎖

的

で

あ

る
と

し
て

、

そ

の

文
化

的
象

徴

、

つ

ま
り

「

家
」

の

中

で

は

日
本

独

特

の

「

へ

だ

て

な

き

」

襖

障

子

、

併

し
一

旦

外

に

出

る
と

「

内

と

外

の
別

を

立

て

て

い

る
」

玄

関

口

が

あ

る

と
説

明

さ
れ

る
。

一
方

西

洋

で

は

、
「

家
」
の

中

で

既

に

「

鍵

を

か

け

る

」

と

い

う

「
へ

だ
て

」

の

意

志
表

示

が

提
示

さ

れ

る
の

で

あ

る

が

、
「

家
」
の

外

で

は

か

え

っ

て

「

過

去

に

あ

っ

て

は

町

を

取
り

巻

く

城
壁

」
、
「
現

在

に

あ

っ

て

は

国

境
」

と

い

っ

た

文
化

的

象

徴

に

変

る

と

説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
の
「
城
壁
の
内
部
の
世
界
」

は

、

日
本

人

の

場

合

で

は

「

垣

根

の

内
部

の

も

っ

と

も

小

さ

い

世

界

」

と

い

う

事

に

な

る

の

で

あ

る

。
こ

う

し

て

日

本

人

は

こ

の
「
小

さ

い

世

界

に

ふ

さ

わ

し

い

」

繊

細

な

心

情

を

発

展

さ

せ

る

事

は

出

来

た

が
、

逆

に

公

共

心

を
育

て

る
事

は
出

来

な

か

っ

た

と

い

う

次

第

に

な

る

。
逆

に

ヨ

ー

ロ
ッ

パ
人

に

あ

っ

て
は
、
正
に
彼
等
の
家
が
「
都
市
の
家
」
で
あ
っ
て
、
「
個
人
が
一
つ
の
『
建

物
』
を
占
居
す
る
の
で
は
な
い
」
が
故
に
、
家
の
中
の
一
つ
一
つ
の
室
が
鍵

に
よ
っ
て
独
立
し
た
「
家
」
の
性
格
を
帯

び
て
来

る
。

そ
こ
で
か
え
っ
て
逆

説
的
に
「
往
来
は
個
人
の
室
の
前
ま
で
来
て
い
る
」
事
に
な
り
、
「
個
人
が

直
接
に
往
来
に
、
従
っ
て
町
に
接
触
す
る
」
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
町

を
防
衛
し
、

そ
れ
を
維
持
し
よ
う

と
い
う

ヨ
ー
ロ

ー
（

人
の
公
共

心
の
胚
珠

を
見
て
い

る
の
で
あ
る
。
以
上

の
議

論
は
、
『
風
土

』
の
中
で
も

最
も

説
得
力

が
あ
り
、
和
辻
ら
し
い
愛
国
心
に

溢
れ
た
優
れ
た
展
開
を
見
せ

て
い

る
。

梅

棹
の
家

な
き
「
家
」
　

梅
棹
に
関
し
て

は
、
こ
の
項
目
に
関
す

る
限
り
、我

々
は
多

く
語

る
必
要

を
認
め
な
い
。
と
い
う
よ
り

語
る
事

が
不

可
能

な
の
で

あ
る
。
何
故
な
ら
「
ス
テ
ッ
プ
遊
牧
民
は
、
穴
か
ら
で
て
き
て
、
ス
テ
ッ
プ

ヘ
の
り

だ
し

た
連
中
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
す

る
と
住
居
跡
と
い
う
も
の

が
ま

つ
た
く
存
在

し
な
い
。」

か
ら
で
あ
る
。
然

も
ス
テ
ッ
プ
遊
牧
民
の
場
合
「
や

や
自

由
な
、

無
方
向
の
遊
牧
」
で
あ
る
以

上
、
例
え

住
居
の
遺
跡
を
残
し
て

い
る
に
し
て

も
、
広
大
な
ス
テ
ッ
プ
で
何
処
を
探
し
よ
う
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。

和
辻
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
日
本
文
明
論
　
和
辻
の
議
論
は
明
か
に
日
本
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
和
辻
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
中
に
、
妻
に
あ
て

た
書

簡
『
故
国
の
妻
へ
』

が
、
『
風
土
』
の
素
材
に

な
っ

た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の

坤
で
彼

は
絶
え
ず
〈
日
本
と
比
較
す

る
と
〉

と
い
う
言
辞
を
弄
し
て

い
る
の

だ
。
こ
こ

か
ら
和
辻
の
『
家
』
論
は
、
国
家
論
へ

と
連
結
さ
れ
て
い
く
。
つ

ま
り
「
家
の
内
部
に

お
け

る
と
同
じ
く
国
家

の
内
部

に
お
い
て
も
距
て

な
き

結
合

が
実
現
せ
ら

れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
家

の
立
場

に
お
い
て
孝
と
呼
ば
れ
る
徳



１
" I 「

は
国
の
立
場

に
お
い
て

忠
と
呼

ば
れ
る

。」

と
定
式
化
さ
れ

る
。

だ

が
こ

の

定

式
に
付

与
さ
れ
る
和
辻
の
価
値
観
は
二
義
的
で
あ
り

、
我
々

は
容
易
に
彼

の
意
図

を
識
別

し
得
な
い
。
即
ち
「
こ
の
忠
孝
一
致
の
主
張

が
理
論
的
に

も

歴

史
的
に

も
多
く
の
無
理
を
ふ
く
む
」
と
言
っ
た
か
と
思
う
と
、
「
に
も

か

か
わ
ら
ず
我
々

は
家
の
ア
ナ

ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
国
民
の
全
体
性

を
自
覚

し
よ

う
と
す
る
忠
孝
一
致
の
主
張
に
充
分
の
歴
史
的
意
義
を
み
と
め
る
」
と
矛
盾

し
た
事
を
言
う
。
「
家
に
規
定
せ
ら
れ
て
個
人
主
義
的
、
社
交

的
な
る
公
共

生
活

を
営
み
え

な
い
点
に
お
い
て

は
、

ほ
と
ん
ど
全
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
化
し
て

い
な
い
」

と
い
っ
た
囗
の
端
も
乾

か
ぬ
中
に
、
日
本
的
性
格
に

は
「
社
会

的

正

義
の
尊

重
」

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上

の
矛

盾
を
理
解
し
よ
う
と

す

る
な
ら
ば（

我

々
は
、
和
辻

が
日
本
の
「

家
」
の
性
格

の
位
置
づ
け
に
た

め
ら
い

を
感
じ
て

い
た
の
だ
と
解
釈
す
る
他
は
な
い
。
果

せ
る
か
な
和
辻
の

議
論
を
子

細
に
読
む
と
、
彼
の
主
張
は
、
日
本
の
閉
鎖

的
な
「

家
」
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
共

的
な
高
層
ア

パ
ー
ト
式
の
家
よ
り

も
、
遙
か
に
定
住
的

だ
と
主

張
し
、て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
日
本

人
は
自
分

の
「

家
」

の
中
だ
け
に
立
て
こ
も
っ
て
安
息

を
見

い
だ
す

の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
少

く
と
も
自
分
の
住
む
都
市
の
徇
部
全
域

に
わ
た
っ
て
、
「
共
同

の
生

活
」
を
他
人
と
い
っ
し

ょ
に
営
む
の
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て

い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「

共
同
」
と
い
う
全
体
性
の
意
識
こ
そ
和
辻
倫
理
学
の

要

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
確
か
に
前
節
に

於
て

、
和
辻
の
場

合
、
西

欧
社
会
こ
そ
最
も
定
住
的

と
さ
れ
て
い
る

と
暫
定
的
に
解
釈
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
を
こ
こ
で
修
正
す
る
必
要

を
感
じ
る
の
だ
。
日
本
人

こ
そ
最
も
定
住
的
、

と
い
う
の

が
彼
の
言
い
た
か
っ

た
結
論
で
あ
る
。
そ
し

て

そ
の
日
本
的
な
定
住
的
性
格
を
容
易
に
是
認
出
来

な
か
っ

た
が
故
に
、
和

辻

は
西
欧
に
学
ぶ
事

を
勧

め
た
わ
け
だ
。

梅

棹
の
反
語
的
日
本
論
　

梅
棹

は
そ
の
表
現
だ
け
見
て
み

る
と
、
和
辻
と
は

逆
に
日
本

を
意
識
し
て
い

な
い
。
「
文
明
の
生
態
史
観
」
は
『
狩
猟
と
遊
牧

の
世
界
』
に
先
立
ち
、
雄
大

な
歴
史
哲
学
と
し
て
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
旧
世
界

を
二
つ
の
地
域
に
分
け
て
、
「
東

の
端

と
西
の
端
に
ち

ょ
っ
ぴ

り
く
っ
つ
い
て
い
る
」
第
一
地
域
（
つ
ま
り
欧
洲
と
日
本
）
と
、
残
り
の
第

二
地
域
と
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
第
一
地
域

は
過
去
に
於
て
封
建
体
制

が
あ

り
、
植
民
地

を
領
有

し
、
東
も
西
も
平
行
進
化
を
遂
げ
て
来
た
資
本
主
義
の

国
々
で
あ
る
が
、
第

二
地
域

に
あ
っ
て

は
「
建
設
と
破
壊
」
と
、の
繰
り

返
し

で
、
歴
史
は
共
同
体

の
外
部

か
ら
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て

来
た
と
い
え

っ
ま
り
世
界

を
生
物
学

的
な
生
態
学

理
論
で

裁
断
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で

あ
る
、
こ
こ
で

は
「
共

同
体

の
生
活
様
式
の
変
化
」
が
「

生
態
学
で

い
う
と

こ
ろ
の
遷
移
（
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
理
論
」
で
徹
底
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
第
一
地

帯
で
は
遷
移
が
順
序
よ

く
自
成
的
に
進
行
し
た
の
に
対

し
、

第
二
地
帯
で
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
第
二
地
域

に
お
け
る
共

産
主
義
・
社
会
主
義
は
、
第
一
地
域
に
お
い
て

高
度
資
本
主
義

の
は
た
し
た
役
わ
り

を
、
つ
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
判
断
す
る
に
至
っ

て
、
之

が
唯

物
史
観
に
肩
代
り

す
る
代
物
で
あ
る
事
が
判
る
仕
組
に

な
っ
て

い
る
。
そ
う
言
え
ば
、
戸

坂
潤
も
和
辻
風
土
論

が
唯
物
史
観
に
対

抗
す

る
為

に
着
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た
事

が
あ
っ
た
。
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だ

が

和

辻

と

違

っ

て

彼

は

こ

の

著

作

の

反

響

が
「

一

種

の

日

本

論

」
と

し

て

の

み

捕

え

ら

れ

る

事

に

抗

議

す

る

の

だ

。

彼

と

し

て

は

世

界

の

構

造

の

す

べ

て

を

論

じ

た

つ

も

り

な

の

に

、
そ

の

ご

く

一
部

分

で

あ

る

日

本

、
そ

れ

も

「

わ

れ

わ

れ

（

日

本

人

）

は

何

を

な

す

べ
き

か

」

と

い

う

「

ゾ

レ

ン

」

の

問

題

だ

け

に

関

心

が

集

中

し

す

ぎ

る

と

抗

議

し

て

い

る

の

だ

。

そ

し

て

「

生

態

史

観

と
い
う
よ
う
な
も
の
は
」
「
何
よ
り
も
単
な
る
知
的
好
奇
心
の
産
物
で
あ
る
」

と

主

張

す

る

の

だ

。

併

し

続

い

て

彼

が

日

本

は

た

だ

比

較

資

料

と

し

て

使

わ

れ

た

だ

け

で

、

「

日

本

以

外

の

ア

ジ

ア

地

域

を

ど

う

み

る

か

が

、

は

じ

め

か

ら

の

問

題

で

あ

っ

た

」

と

言

う

時

に

、

彼

の

嫌

悪

し

て

止

ま

ぬ

「

べ
き

」

の

問

題

が

既

に

介

入

し

て

来

た

と

言

え

な

い

だ

ろ

う

か

。

言

わ

ば

彼

は

「
東

洋

で

も

な

く

西

洋

で

も

な

い

」
「

中

間

地

帯

」
、

つ

ま

り

「
『
中

洋

』
」

に

、

眼

を

向

け

る

べ

き

だ

と

述

べ

て

い

る

事

に

な

ら

な

い

だ

ろ

う

か

。

な

に

よ

り

も

彼

自

身

が

「

生

態

史

観

」

を

発

表

し

た

必

然

的

理

由

の

第

一

に

、

「

わ

た

し

が

日

本

人

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

」

と

述

べ

て

い

る

の

だ

か

ら

、

梅

棹

の

議

論

が

反

語

的

な

意

味

に

お

け

る

一

種

の

日

本

文

明

論

と

な

っ

て

い

る

事

は

明

ら

か

で

あ

る

。Ⅳ
　

日

本

文

明

論

の

日

本

的

性

格

シ

ン

ボ

ル

的

日

本

論
　

私

は

こ

れ

迄

和

辻

と

梅

棹

に

お

け

る

相

違

点

を

指

摘

す

る

に

。急

で

あ

り

す

ぎ

た

と

思

う

。

併

し

両

者

の

帰

結

す

る

所

が

一

種

の

日

本

文

明

論

で

あ

る

以

上

、

外

国

人

の

行

う

日

本

批

評

と

は

異

っ

て

、

そ

こ

に

共

通

の

日

本

的

性

格

が

現

れ

て

い

る

事

も

事

実

で

あ

る

。

既

に

前

節

で

指

摘

し

て

お

い

た

よ

う

に

、

和

辻

が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

指

向

し

た

の

は

、

そ

こ

が

日

本

よ

り

も

非

定

住

的

性

格

を

持

っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る

和

辻

の

ラ

イ

フ

・

ヒ

ス

ト

リ

ー

を

見

て

、

彼

を

動

か

し

た

の

は

「

論

理

で

な

く
体
験
」
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
彼
は
中
学
生
時
代
、
町
の
子
の
仲

間

入

り

を

す

る

機

会

を

放

棄

し

て

、

「
年

輩

相

応

の

交

友

関

係

を

形

成

し

得

る
よ
う
な
時
間
と
精

圻
」

を
、
通
学
の
為
に
「
毎
日
往
復
す
る
一
里
半
強
の

途

の

上

」

で

費

さ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

途

中

に

あ

る

「

大

日

河

原

と

い

う

広

い

河

原

」

は

、

当

時

珍

し

く

「

耕

作

し

な

い

で

ほ

っ

て

あ

る

土

地

」

で

あ

っ

た

が

、
「

そ

の

粗

材

性

が

想

像

力

を

刺

戟

し

た

（
傍

点
　

鵜

木

）
」

の

で

こ

こ

で

「

勝

手

放

題

に

あ

ば

れ

回

れ

る

よ

う

な

、

楽

園

の

建

設

を

夢

み

た

」

と

い

う

事

に

な

っ

て

い

る

。

や

が

て

上

京

し

て

、

東

京

人

に

な

り

お

お

せ

た

時

彼

を

驚

か

せ

た

の

は

、

大

陸

的

な

「

土

埃

が

東

京

の

空

を

襲

う

」

光

景

で

あ

っ

た

。

又

漱

石

の

創

作

力

が

「

日

露

戦

争

の

最

中

に

、

し

か

も

旅

順

の

総

攻

撃

の

進

行

中

に

」
「

爆

発

的

に

現

わ

れ

て

来

た

」

事

実

に

注

目

す

る

。

こ

れ
ら
は
殆
ど
凡
て
、
む
し
ろ
梅
棹
の
印
象
に
残
る
よ
う
な
、
ス
テ
ッ
プ
的
指

標

で

は

な

い

か

。

考
え
て
み
る
と
、
和
辻
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
以
て
「
モ
ン
ス
ー
ン
地
方
よ
り

も

沙

漠

的

で

あ

り

沙

漠

地

方

よ

り

も

モ

ン

ス

ー

ン

的

で

あ

っ

た

」

と

把

握

し

た

時

、

彼

は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

凡

て

の

風

土

の

総

合

的

象

徴

を

発

見

し

て

い

た

の
で
あ
る
。
長
じ
て
一
高
時
代
に
、
「
寄
宿
制
度
の
籠
城
主
義
を
批
判
し

て

、

新

渡

戸

校

長

の

説

く

「

社

交

性

の

影

」

に

心

か

ら

共

鳴

す

る

件

は

、

そ

の

ま

ま

公

共

性

を

欠

如

し

て

い

る

、

日

本

人

の

「

家

」

中

心

主

義

に

対

す

.●　 寸･



る
批
判
と
一
敖
す
る
。
併
し
関
東
大
震
災
の
時
め
体
験
は
「
皮
肉
」
だ
っ
た
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
「
『
永
久
的
』
建
築
に
対
比

し
て
、
き

わ
め
て
限
ら
れ
た
保

存
期
限

を
担

わ
せ
ら
れ
て
い
た
木

造
の
教
室
や
寄
宿
舎
の
方

が
、
震
災
に
堪

え
」
る
事
が
出
来
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
の
体
験
は
『
風
土
』
の
中
で
は
一

見
何
ら
生

か
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
都

会
は
お
し
な

べ
て
低
層

で
、
都
市

の
空
間

が
十
分

に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
言

っ
て
い
る

の

だ
。
「

こ
れ
ら

の

（

ヨ
ー
ロ

ーツ
パ
的

な
）
高
層
建
築

が
建
て
ら
れ
な
い
の

は
、
経
済

的
の
力

が

な
い
か
ら
で
は

な
く
、
た

だ
共
同
的
に
、
ま
た
公
共
的
に
都
市

が
営
ま
れ
な

い
か
ら
に
」
他
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
地
震
学
者
で
も
経
済
政
策
論
論

者

で
も
な
い
和
辻
の
こ
の
発
言
は
、
た
だ
象
徴
的
に
読

ん
だ
時
に

の
み
理
解

出
来
る
の
だ
。
即
ち
和
辻
は
日
本
の
当
局
に
、
都
市
空
間
に
於
け
る
物
理
的

空
間
追
及

の
計
画

は
も
と
よ
り
、
象
徴
的
な
空
間
の
利
用
法
す
ら

な
い

と
警

告
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
於
け
る
定
住
的
性
格
と
は
非
共
同
体

的
性
格
の
発
見
に
他

な
ら

な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
、
な
ん
と
言
っ
て
も
「
日
本
で
い
え
ば
中
部

以

北
の
気

候
に

似
て
い
る
」

し
、
広
さ
も
大
同
小

異
な
の
だ
か
ら
、
ま
だ
日

本

が
模
倣

し
得
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
併
し
「

現
代

に
お
い
て
は
、
も
は

や
没
落
は
決
定
的
」
で
あ
り
、
「
軍
事
行
動
」
が
た
だ
ち
に
「
一
つ
の
生
産

力
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、
そ
の
広
さ
と
来
て
は
日
本
と
は
比
較
に
な
ら

ぬ
よ
う
な
地
帯
、
「
悪
魔
の
巣
」
の
、
一
体
ど
こ
が
日
本
の
理
想
像
に
な
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
梅
棹
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
の
だ
。

オ
リ
ェ
ン
ト
に
は
じ
ま
る
定
住
的
農
耕
社
会
の
発
展

を
、
わ
た
し
た
ち

は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
文
明
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い

る
も
の
だ
と
い
う

点
か
ら
ひ
じ

ょ
う
に
高
く
評
価
す
る
。

そ
し
て

ス
テ

。
プ
か
ら
お
し
よ
せ

て
く
る
、
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
遊
牧
世
界

の
連
中
、
モ
の
波
を
、
む
し
ろ

つ
ね
に
文
明
の
破
壊
者
で
あ
る
、
あ
る
い
は
危
険
き

わ
ま
る
蛮
族
で
あ
る

と
か
ん

が
え
て
。
そ
し
て

ひ
く
い
評
価

を
与

え
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
い
わ

ば
わ
た
し
ど
も
定
住
的
農

耕
社
会

の
人
間
の
も
っ

て
い
る
偏
見
の

一
種
で

は
な
い
か
と
乳
一（
ｆ

こ
の
価
値
観
に
充
満
し
た
発
言
は
、
和
辻
以
上
に

象
徴

的
解
釈
を
施
す
の

で
な
け
れ

ば
到
底
理
解
出
来

な
い
の
で
あ
る
。
即

ち
知
的
想

像
力
の
世
界
に

お
け
る
、
遊
牧
的
生
活
の
勧
め
を
説
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
和
辻
の
場
合
よ

り

も
、
も
っ
と
濃
厚
に
高
密
度
社
会
日
本

に
於
け

る
、
時
間
・
空
間
の
象
徴

（
1
3）

的
利
用
法
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼

が
「
知
的
活
動

が
、
い

（
1
4）

ち
じ

る
し
く
生
産

的
な
意
味
」
を
持
つ
現
代

に
つ
い
て

語
っ
て
い

る
の
も
、

も

っ
ぱ
ら
こ

の
意
味

に
於

て
で
あ
ろ
う
。

直

観
的
と
共

時
的
と
　

象
徴
的
と
い
う
以

上
、
彼
等
の
態
度
は
直

観
的
で
あ

る
。
和
辻

の
態
度
は
「
自
然
」
と
「
人
間
」
を
対
立
的
に
把
握
し
て
「
そ
の
連
閏

を
考
察
す
る
の
で

は
な
く
し
て
。
所
謂
環
境

に
お
い
て
人
類
の
集
団
そ
の
叺

の
の
姿
を
見
る
」
と
い
う
体
の
解
釈
学
的
な
人
間
学

だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）

「
事
風
土
に
関
す

る
限
り
直
観
は
甚
だ
大

切
な
の
で
あ
る
」

と
朋
言
し
て
い

る
の
で

あ
る
。
又

梅
棹

と
思
想
上

は
同
一
線
上
に
あ
る
と
見

ら
れ
る
今
西
竝

（
1
5）

司

は
言

っ
て
い

る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
直
接
も
の
を
認
め
る
と
い
う
」
事
は
「
吉



観

的

に

も

の

を

そ

の

関

係

に

お

い

て

把

握

す

る

」

と

い

う

事

に

他

な

ら

な

い

と

。

も

し

こ

の

立

場

が

、

梅

林

の

立

場

で

も

あ

る

と

す

る

な

ら

ば

、

和

辻

の

主

観

的

人

間

学

の

立

場

と

そ

れ

程

異

る

も

の

で

は

な

い

。

従

っ

て

両

者

の

態

度

は

通

時

的

と

い

う

よ

り

共

時

的

で

あ

る

。

歴

史

的

変

遷
よ
り
も
現
在
の
姿
を
重
ん
じ
る
。
和
辻
は
『
倫
理
学
』
に
於
て
、
「
世
界

史

の

意

義

を

単

に

前

後

継

起

の

秩

序

に

お

い

て

の

み

把

握

せ

ず

、

さ

ら

に

並

存

の

秩

序

に

お

い

て

」

把

握

す

べ

き

だ

と

説

い

て

い

た

。

だ

か

ら

ギ

リ

シ

ヤ

思

想

、

日

本

思

想

、

実

存

主

義

と

凡

そ

当

る

べ

か

ら

ざ

る

勢

で

世

界

の

文

化

を

総

花

的

に

享

受

す

る

事

が

出

来

た

の

で

あ

っ

た

。

同

じ

く

貪

婪

な

知

的

好

奇

心

は

梅

林

に

も

そ

の

ま

ま

伺

わ

れ

る

。

彼

が

「

進

化

と

い

う

言

葉

は

、

い

か

に

も

血

統

的

・

系

譜

的

で

あ

る

。

そ

れ

は

わ

た

し

の

本

意

で

は

な

い

。

」

と

述

べ

る

時

に

、

系

統

的

な

自

然

淘

汰

説

に

基

づ

く

正

統

的

進

化

論

を

批

判

し

て

い

る

事

は

明

か

で

あ

る

。

生

物

の

生

存

競

争

と

い

う

プ

ロ

セ

ス

よ

り

も

、

現

在

現

実

の

生

物

が

と

に

角

共

存

し

て

い

る

と

い

う

プ

ロ

ダ

ク

ト

の

方

を

重

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
存
の
生
態
系
を
攪
乱
し
な
い
、
食
物
連
鎖
に
基

づ
く
棲
み
わ
け
理
論
は
、
和
辻
の
言
う
共
同
体
重
視
の
思
想
と
通
ず
る
所
が

あ

る

。

梅

樟

は

生

物

の

一

個

体

で

は

な

く

、

ま

と

ま

り

の

あ

る

種

が

同

時

に

進

化

す

る

事

を

説

い

て

い

る

の

だ

。

「

ふ

る

い

進

化

史

観

は

、

進

化

を

一

本

道

と

か

ん

が

え

、

何

で

も

か

で

も

、

い

ず

れ

は

、

お

な

じ

と

こ

ろ

へ

ゆ

き

つ

く

」

と

考

え

た

か

ら

誤

り

だ

っ

た

の

だ

。

然

る

に

生

物

の

遷

移

と

い

う

現

象

は

「
主
体
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の
結
果
」
が
堆
積
し
て
、
生
活
様
式
の
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
な
の
だ
、
つ
ま
り
梅
棹
に
と
っ
て
は
「
た
ど

え
」
話
と
し
て
の
進
化
論
よ
り
も
、
現
実
の
事
態
と
し
て
の
遷
移
の
方
が
重

大
だ

っ
た
の
で
あ

る
。

貧
弱
な
ア
メ
リ
カ
論
　

併
し
両

者
の
見
事

な
現
実

認
識
も
一
個
所
欠
け
て
い

る
所

が
あ

る
。
彼
等
の
認
識
か
ら
ア
メ
リ

カ
が
欠
如
し
て
い
る
の
。だ
。
和
辻

が
ア
メ
リ

カ
の
重
大
性
を
発
見
し
た
の
は
、
『
倫
理
学
』
に
於
て
遅
れ
ば
せ
な

が
ら
、
ス
テ

ッ
プ
と
同
時
に
新
し
く
追
加
す

べ
き
風
土
類
型
と
し
て
把
握
し

た
時
で
あ

っ
た
。
だ
が
そ
れ
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
風
土
に
制
約

さ

れ

た

人

間
が
新
し
い
世
界
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
た
」
と
見
て
い
る
以
上
、
ア
メ
ジ
カ

モ

の
も
の
の
独

自
性
に

つ
い
て

は
遂
に
指
摘
し
得

な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

論
文
「
ア
メ
ジ
カ
の
国

民
性
」

は
ア
メ
リ

カ
を
物
量
の
み
の
国

と
捕
え
た
無

残
な
失

敗
例
で
あ
る
。
梅
樟
の
場
合

は
も

っ
と
正
直
で
、「
『
世
界

に
つ
い
て
』

な
ど
と
、
お
お
き
い
こ
と
を
い
っ
た
け
れ
ど
、
じ
つ
は
ま
だ
、
新
世
界
に
つ

い
て
は
か
ん
が
え
が
ま

と
ま
ら

な
い
。
」
と
告
白
し
た
。
「
原
始
農
耕

と
家
畜

飼
養
」
の
起
源
を
論
じ
て
、
「
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
い
う
よ
う
な
偉
大
な
作
物

を
つ
く
り
だ
し
た
新
世
界

の
人
間

が
、

ど
う
い
う
家
畜
を
つ
く
り

だ
し
た
か

と
」
言
え
ば
、
「
そ
れ
に

随
伴
し
て
あ
ら

わ
れ
て
く
る
家
畜
は
、

ま
こ

と
に

貧
弱
で
あ
っ
て

、

シ
チ

メ
ン
チ

ョ
ウ
だ
け
」
だ

っ
た
と
歎
か
ね
ば
な
ら

な
か

っ
た
。
和
辻
・
梅
樟
両
者
共

に
、
ア
メ
リ

カ
を
以
て
、
彼
等
の
元
来
理
想
像

と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
乃
至

は
乾
燥
地
帯
の
ス
テ

ッ
プ
と
い
う
類
型
の
延
長
に

於
て
考
察
し
た
点
に
無
理

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
類
型
追
求
の
思
考

の
有
効
性
の
限

界
を
示
す

と
共
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
で
そ
の
意
味
で
は
大
き
な

物
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
扱

っ
て
い
た
彼
等
も
、
ア
メ
リ

カ
と
い
う
別
種

丶



の
大
き
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
兼
ね
て
い
た
事
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。

(
1
)
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
　
一
九
六
四
年
　
岩
波
書
店

（
２
）
　
梅
棹
忠
夫
『
狩
猟
と
遊
牧
の
世
界
』
二
九
七
六
年
　
講
談
社

（

３

）

梅

棹

忠

夫

（

編

）

『

人

類

学

の

す

す

め

』

’一

九

七

四

年
　

筑

摩

書

房

（
４
）
　
イ
ザ
ヤ
・
ペ
ン
ダ
サ
ン
『
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
』
　
一
九
七
一
１
年
　
角
川
書

店

（
5
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
（
第
十
八
巻
）
一
九
六
三
年
　
岩
波
書
店
　

（
6
）
梅
棹
忠
夫
「
束
と
西
の
間
」
『
知
性
』
－
一
九
五
六
年
二
月
号
　
文
芸
春
秋

新

社

（

７

）

『

和

辻

哲

郎

全

集

』

（

第

十

一

巻

）
　

一

九

六

二

年
　

岩

波

書

店

（

８

）
　

飯

沼

二

郎

「

風

土

と

歴

史

」
　

一

九

七

〇

年
　

岩

波

書

店
　
　

（
９
）
梅
棹
忠
夫
「
文
明
の
生
態
史
観
」
『
中
央
公
論
』
　
一
九
五
七
年
二
月
号

（
1
0

）

梅

棹

忠

夫

「

生

態

史

観

か

ら

見

た

日

本

」
　

思

想

の

科

学

研

究

会

総

会
　

一

九

五

七

年

七

月

七

日
　
　
　
　

（
1
1
）
梅
棹
忠
夫
「
『
中
洋
』
の
国
々
」
『
世
界
の
旅
』
（
第
二
巻
）
　
一
九
六
一
年

中

央

公

論

社

（
1
2

）

高

坂

正

顕

「

西

田

幾

多

郎

と

和

辻

哲

郎

」
　

一

九

六

六

年

新

潮

社

（
1
3

）

加

藤

秀

俊

「

都

市

シ

ン

ボ

ル

の

歴

史

」

『

現

代

都

市

政

策

講

座

』

（

第

十

巻

）

一

九

七

〇

年

岩

波

書

店

（
1
4
）
梅
棹
忠
夫
『
知
的
生
産
の
技
術
』
　
一
九
六
九
年
岩
波
波
書
店

（
1
5

）

今

西

錦

司

「

生

物

の

世

界

」

「

現

代

日

本

思

想

大

系

」

（

第

二

六

巻

）

一

九

六

四

年
　

筑

摩

書

房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
う
の
き
・
け
い
じ
ろ
う
、
英
米
哲
学
・
一
九
世
紀
米
文
学
、

千
葉
大
学
助
教
授
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