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〈
研

究

論

文

７
〉

和
辻
哲
郎
と
比
較
文
化
の
問
題

序

和

辻

哲

郎

と

い

え

ば

、

あ

の

『

人

間

の

学

と

し

て

の

倫

理

学

』

（

昭

和

九

年

）

や

浩

澣

な

『

倫

理

学

』

（

上

巻

昭

和

十

二

年

、

中

巻

十

七

年

、

下

巻

二

十

四

年

）

か

ら

受

け

る

倫

理

思

想

家

と

し

て

の

イ

メ

ー

ジ

が

非

常

に

強

い

が

、

し

か

し

彼

の

資

質

と

持

味

が

存

分

に

発

揮

さ

れ

て

い

る

の

は

、

む

し

ろ

広

い

意

味

で

の
「
文
化
」
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
え
る
．
『
日
本
古
代
文
化
』
（
大

正

九

年

）

や

『

日

本

精

神

史

研

究

（

正

・

続

）
』

（

大

正

十

五

年

、

昭

和

十

年

）

に

代

表

豸

れ

る

日

本

文

化

の

研

究

、

ま

た

『

原

始

基

督

教

の

文

化

史

的

意

義

』

（
大
正
十
五
年
）
や
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
（
昭
和
二
年
)
、
さ
ら
に
は
『
孔

子

』

（

同

十

三

年

）

や

『

ホ

メ

ー

ロ

ス

批

判

』

濔

二

十

一

年

）

等

の

著

作

に

あ

ち

わ

さ

れ

て

い

る

．

世

界

の

諸

文

化

の

源

流

の

研

究

は

、

文

化

史

家

な

い

し

は

「

文

化

」
・
の

哲

学

者

と

し

て

の

和

辻

の

力

量

小

」
造

詣

の

深

さ

を

遺

憾

な

く

小
　
坂
　
国
　

継

発
揮
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本

お
よ

び
世
界
の
諸
文
化

の
根
源

の
研
究
は
、
当
然
の
こ

と
な

が
ら
、
同

時
に
そ

れ
ら

諸
文
化
相
互
の
比
較

の
問
題
に
関

わ
っ
て
く
る
。

特

に
和
辻
の
よ
う

に
、
も

と
も
と
己

れ
が
日
本
人
で
あ

る
こ

と
に
対

し
て
強

烈

な
意
識

を
も
っ
て

お
り

、
ま
た
現
代
世
界
に
お
い
て
日
本
文
化

が
担

っ
て

い
る
意
義
に
つ

い
て

並
々
な
ら
ぬ
関

心
を
も
っ
て
い
る
よ

う
な
哲
学

者
に
と

っ
て

は
な
お
さ
ら
そ

う
で

あ
る
。
す
で
に
大
正
八
年
、
和

辻
三
十

歳
の
と
き

に
書

か
れ
た
『
古

寺
巡
礼
』

に
は
、
美
術

と
い
う
限
ら
れ
た
分
野

に
お
い
て

で

は
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
比
較
文
化
的
考
察
の
端
緒
が
み

と
め
ら

れ
る
。

ま

た
、
翌
年

に
出

た
『
日
本

古
代
文
化
』
に

お
い
て
も
、
上

代
の
日
本
民
族

の
特

性
の
叙

述
か
ら
シ
ナ
人
・
大

陸
人

と
の
比
較
文
化
論
に
ま
で

論
議
が
展

開

さ
れ
て

い
る
。

け
れ
ど
も
、
世

界
の
諸
民
族
の
国
民
性

と
文
化
の
比
較
の
問
題
が
自
覚
的



に
追
求

さ
れ

る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
年
二
月

か
ら
同

三
年
七
月
ま
で

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留

学
を
契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
、

と
い

う
こ

と
が
で
き
よ

う
。

こ
の
一
年
半

余
の
旅

行
の
体

験
や
見
聞
を
も
と
に
し
て
名
著
『
風
土
』（
同
十

年
）
が
上
梓

さ
れ
た
。

一

『
風

土
』
は
昭
和
三
年
九
月
か
ら
昭
和
四

年
二
月
に
か
け
て
の
京
都
大
学

で
の
講
義
草
案
が
も
と
に
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
立
の
事
情

を
こ
こ
で

詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
。
最

初
は
た
だ
彼
の
体
験
し
た

さ
ま

ざ

ま
な
風
土

の
印
象
に
即
し
て
自
然
と
国
民
性

、
或
い
は
自
然
と
文
化
と
の
関

係
が
論
じ
ら

れ
て

い
た
が
、
後
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
解
釈
学
を
風

土
考
察

の
「
方
法

論
」
と
し
て
取
り
入

れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「

人
間

存

在

の
構
造
契
機

」
と
し
て
の
、
も
し
く

は
「
人
間

の
自
己
了
解
の
仕
方
」
と
し

て
の
「
風
土
」
と
い

う
考
え

に
到
達

し
た
ら
し
い
。

和
辻
の
言

う
「
風

土
」

は
自
然
的
環
境
や
自
然

科
学
的
対
象

と

し

て

の

「
風

土
」
で

は
な
い
。
そ

れ
は
「
人
間
学

的
考

察
」
と
い
う
副
題
か
ら
も
理

解
さ
れ
る
よ
う
に

、「
人
間

の
自
己
了
解

の
仕
方

」
と
し

て

の
「

風
土
」
で

あ
る
。
し
た

が
っ
て

、
和
辻

の
風
土

論
は
、

例
え

ば
さ
ま
ざ
ま
な
風

土

が
人

間
の
歴
史
的
・
社
会

的
現
実

に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
す
か
を
見
よ
う
と

す
る
の
で
は
な
く

、
そ

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
風

土
の
内
に

さ

ま

ざ

ま

な

「
人
間
の
在
り
方
」

を
見

よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
ち
ょ
う

ど
ハ
イ

デ
ッ
ガ

ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
人
間
の
主
体
的
存
在
構
造
を
時
間
性
と
し

て
把
捉

し
た
の
に
対

し
て
、
和
辻
は
そ
れ
を
空
間

性
す

な
わ
ち
風

土
性
に

お

い
て
把

え
よ

う
と
す

る
の
で
あ
る
。

良
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
風

土
』
に
お
い
て
は
モ
ン
ス

ー

ン
・
沙

漠
・
牧
場

と
い
う
三
つ
の
類
型

が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う

の
は
南
洋
、
特

に
イ
ン
ド
に
み
ら
れ
る
季
節
風

で
あ
っ
て
、
「
暑
熱
と

湿

気

と
の
結
合
」

を
そ
の
特

性
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「

湿
潤
」
は
一
方
で

は
自
然

の
恵
み

を
も
た
ら
す

と
と
も
に
、
他
方
で
は
大

雨
、
洪
水

、
旱
魃
等

の
自
然

の
暴
威
を
も
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
地
域

の
人
間
は

受
容

的
・
忍

従
的
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
性
と
し
て
い
る
。
そ

れ
故
に
、
そ

こ
で
産
み
出

さ
れ
る
文
化
も
「

感
情
の
横

溢
」
、「
意
志

の
弛
緩
」
、
「
歴
史
性

の
欠
如
」
を
特

徴
と
し
て
い
る
。

第
二
の
類
型
は
ア
ラ

ビ
ア

ー
ア
フ
ジ

カ
・
蒙
古
な
ど
に
ひ
ろ
が
る
沙
漠
地

帯
で
あ
る
。
モ
ン
ス

ー
ン
が
そ
の
「
湿
潤
」
に
よ

っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
と

す
れ
ぱ
、
沙
漠
は
そ
の
乾
燥
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ

る
。
そ
れ
は
文
字
通

り
生
気

の
な
い
荒

々
し
い
風
土
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
モ

ン
ス
ー
ン
地
帯
の
よ

う
に
、
外

な
る
自
然

の
生
産
を
恵
み
と
し
て
待
ち
望
む
こ

と
は
で
き
な
い
か

ら
、
人
間
と
世
界

と
の
関
係
は
対
抗
的
・
戦
闘
的
と
な
り

、
ま
た
自
然
と
の

戦
い

に
お
い
て
人

は
団
結
を
要
求
さ
れ
、
部
族
の
命
令
に
絶
対

服
従
を
強
い

ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
産
み
出

さ
れ
る
文
化

は
実
際

的
・
意
志
的

で
あ
り

、
自

然
に
対

し
て
対

抗
的
で
あ
る
こ
と
、
著
し
く
人
工

的
で
あ
る
こ

と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

第
三
の
類
型
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
牧
場
」

型
と
呼
ぱ
れ



る
。
南
欧
の
明
朗
と
北
欧
の
陰
欝
の
違
い
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通

し
て

い
る
の
は
夏

の
乾
燥
と
冬
の
雨
期
で
あ
り
、
特
に
夏

の
乾
燥

は
雑
草

の

繁
茂
を
妨
げ
る
。
総
じ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
は
モ
ン

ス
ー
ン
や
沙

漠
に

お
け

る
よ
う
な
自
然
の
暴
威

は
な
く

、
自
然

は
人
間
に
対

し
て
従
順
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
然

が
従
順
で
あ

る
と
い
う
こ

と
は
自
然

が
合
理

的
で

あ
る
と

い
う
こ
と
と
結
び
つ
く
。
故

に
、
こ

の
よ

う
な
風
土
に

お
い
て
初

め
て
理

性

の
光

が
輝
き
出
、
自

由
の
精
神

が
育

ま
れ
た
、
と
和
辻
は
い

う
。

『
風
土
』
に
は
以
上

の
三

つ
の
類
型
の
他
に
、
さ
ら
に

モ
ン
ス
ー
ン
型
の

特
殊
形
態

と
し
て

シ
ナ
と
日
本
が
つ
け
加

え
ら
れ
て

い
る
。

シ
ナ
は
、
例
え

ば
揚
子
江
流
域
に
み
ら
れ

る
ご
と
き
「

空
漠
た
る
単
調
」

さ
の
故

に
、
モ
ン

ス
ー
ン
型
特
有

の
受
容

的
・

忍
従
的
性
格
は
こ

の
「

空
漠
た
る
単
調
」
に
堪

え
き

る
「

意
志
の
持
続
、
感
情
の
放
擲
、
従
っ
て

ま
た
伝
統
の
固
執
、
歴

史

的
感
覚
の
旺
盛
」
と
な
っ
て
現

わ
れ
、
こ
の
点
で
イ
ン
ド
的
人
間

と
対
蹠

を

な
し
て
い
る
。

最
後
に
日
本
は
モ
ン
ス

ー
ン
地

帯
に
あ

っ
て
、
夏
に
は
突
発

的
な
台
風

が
、

冬

に
は
大
雪

が
訪

れ
る
と
い
う
特

殊
構

造
を
担

っ
て
い

る
。
そ

れ
故
、
受
容

的
・
忍

従
的
な
存

在
の
仕
方
の
二

重
性
格
の
上

に
、
さ
ら

に
熱
帯
的
・
寒
帯

的
、
季

節
的
・
突

発
的
と
い
う
ご
と
き
特
殊
な
二

重
構

造
が
加
わ
っ
て
い

る
。

そ

し
て

、
そ
こ

か
ら
「

し
め
や
か
な
激
情
」
「
戦
闘
的
な
恬
淡
」
と
い

う

特

殊
な
国

民
的
性

格
が
形

成
さ
れ
た
、
と
和
辻
は
主
張
し
て
い
る
。

二

踊
和
辻
の
風
土
論
は
、
谷
川
徹
三
氏
を
し
て
「
随
所
に
イ
デ
エ
を
見
る
眼
」

と
言

わ
し

め
た
、
あ

の
卓
越
せ
る
直
観
力
と
格
調
高
い
文

体
と
に
よ
っ
て
極

め
て
魅
力

の
あ

る
読
物
と
な
っ
て

お
り
、
事
実
今
日
ま
で

多
く

の
読
者

を
獲

得
し
て
き

た
。

安
倍

能
成
は
和
辻
の
風
土
論
が
単
に
独

創
に
富
ん
で

い
る
の

み
で

な
く

、
芸
術
的
な
感
受
力
と
学
問

的
な
才
分
に
充
ち
て
い
る
と
評

価
し

て

い
る
し
、
唯
物
論
者
戸

坂
潤
で
さ
え

、「
風
土
を
見
出
し
た
こ

と
、
風
土

か

ら
日
本
を
見

た
こ

と
、
こ
れ
は
和
辻
氏

の
没
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
績
で

あ
ろ
う
」
と
述

べ
、
そ
の
独

創
性
を
認
め
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
同

時
に
和
辻
の
風
土

論
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
か
か
え
て

い
る
こ

と
も
否
定
で

き
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
実
際
、
彼
の
所
論
に
対
し
て

は
今
日
ま
で
様

々
の
観
点

か
ら
批
判

が
な
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

批
判
は
概
ね
、
正
鵠

を
得
て

お
り
、
ま
た
和
辻
風
土

論
の
本
質

を
つ
い
て
い

る
。

し
た
が
っ
て
、
そ

れ
ら
の
批
判

を
逐
一
吟
味
し
検
討
し
て
み

る
こ

と
は

充
分

に
意
義

あ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
当

面
の
テ
ー
マ

で
あ
る
風
土

と
文
化

と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
と
し
て
風

土
的
決
定

論
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み

た
い
。

和
辻
は
前
述
し
た
風

土
の
三
類
型
と
、
モ

ン
ス
ー
ン
的
風
土

の
特
殊
形

態

と
し
て

シ
ナ
と
日
本
の
風
土

を
論
じ
た
後
、「

芸
術
の
風
土

的
性

格
」
を

論

じ
て
い
る
。
そ
の

と
こ
ろ
で
彼
は
、
芸
術
の
特
殊
性

と
芸
術
家

の
想
像
力
の

特
殊
性

と
が
如
何

に
風

土
の
特
殊
性

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
か
を
豊
富

な
事

例
を
挙

げ
な
が
ら
説

き
明
か
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
で

は
、
風

土
の
特

殊
性

は
世
界

が
一

つ
に
な
っ
た
よ

う
に
見
え
る
今
日
に
お
い
て

も
決
し
て
消



滅
す
る
も
の
で
は
た
く
、
人
は
依
然
と
し
て
そ
の
制
約
を
受
け
、
依
然
と
し

て

そ

こ

に

根

を

お

ろ

し

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

か

よ

う

な

風

土

的

特

殊

性

を

克

服

す

る

こ

と

は

、

い

わ

ぱ

ブ

ル

ジ

ョ

ア

を

克

服

す

る

こ

と

よ

り

も

困

難

で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
「
我
々
は
か
か
る
風
土
に
生
ま
れ
た
と
い
う
宿
命
の

意

義

を

悟

り

、

そ

れ

を

愛

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

」

。

こ

れ

が

、

和

辻

の

風

土

論

が

「

風

土

的

決

定

論

」

と

か

、

「

風

土

的

宿

命

論

」

と

か

批

評

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

要

因

で

あ

る

。

た

し

か

に

、

和

辻

の

風

土

論

に

は

全

体

と

し

て

こ

の

よ

う

な

宿

命

論

的

傾

向

が

あ

る

こ

と

は

否

定

で

き

な

い

。

も

と

も

と

『

風

土

』

は

世

界

の

諸

民

族

の

国

民

性

と

文

化

ど

が

、

如

何

に

そ

の

風

土

的

特

殊

性

と

密

接

に

連

関

し

て

い

る

か

を

論

じ

た

書

物

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

よ

う

な

決

定

論

的

傾

向

が

見

ら

れ

る

の

は

む

し

ろ

当

然

と

い

え

る

。

け

れ

ど

も

、

和

辻

は

彼

の

風

土

論

に

お

い

て

、

我

々

は

我

々

の

国

土

を

牧

場

に

変

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

に

、

我

々

は

我

々

の

風

土

的

特

殊

性

を

克

服

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

宿

命

論

を

展

開

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

彼

が

主

張

し

て

い

る

の

は

、

む

し

ろ

反

対

に

、

人

間

は

そ

の

風

土

的

特

殊

性

を

止

揚

し

、

そ

れ

を

積

極

的

に

生

か

す

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

和

辻

の

言

葉

を

借

り

て

言

え

ば

、

ち

ょ

う

ど

「

聴

覚

の

優

れ

た

者

に

お

い

て

音

楽

の

才

能

が

最

も

よ

く

自

覚

さ

れ

、

筋

肉
の
優
れ
た
者
に
お
い
て
運
動
の
才
能
が
最
も
よ
く
自
覚
さ
れ
る
」
よ
う
に
、

「

牧

場

的

な

風

土

に

お

い

て

は

理

性

の

光

が

最

も

よ

く

輝

ぎ

出

で

、

モ

ン

ス

ー
ン
的
風
土
に
お
い
て
は
感
情
的
洗
練
が
最
も
よ
く
自
覚
さ
れ
る
。
」
だ
と
す

れ

ば

、

我

々

は

理

性

の

最

も

輝

く

と

こ

ろ

か

ら

己

れ

の

理

性

の

開

発

を

学

び

、

ま
た
感
骨

の
最
も
よ
く
洗
練
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
己
れ
の
感
情

の
洗
練

を
学
ぶ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
風
土

的
特
殊
性

が
諸
国
民
に
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た

長

所
を
与
え
た
と
す
れ
ば
、
我

々
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
己

れ
の
短
所

を
自
覚

さ
せ
ら
れ
、
こ
う
し
て
相

互
に
学
び
合
う
こ

と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我

々
は
風
土
的
特
殊
性
を
克
服
し
て
い
く

こ
と
も
可

能
で
あ

る
。

し

か
し

な
が
ら

、風
土
的
な
限
定
を
自
覚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
定

を

超
え

た
か
ら
と
言
っ
て
、
風

土
の
特
殊
性
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
わ
け
で

は

な
い
。
否
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層

よ
く
そ

の
特
性

が
生
か
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我

々
は
我

々
の
国
土

を
牧
場
に
変
え
る
こ

と
は

で
き
な
い

が
、
し
か
し
牧
場

的
性

格
を
獲

得
す

る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
り

、

ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ

ン
ス
ー
ン
的
風

土
に
特
有
な
感
情
的
洗
練

を
自
覚
し
、
そ
れ
を
一
層

よ
く
磨
く
こ

と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て

我
々
は
我

々
の
風

土
的
特
殊
性
を
「
止
揚

し
つ
つ
生

か
す
こ
と
に
よ

っ
て
他

国
民
の

な
し
得

な
い
特
殊
な
も
の
を
人

類
の
文
化

に
貢
献
す
る
こ

と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
又
そ
れ
に
よ
っ
て

地
球
上

の
諸
地
方

が
さ
ま
ざ
ま

に

特
徴

を
異

に
す

る
と
い
う
こ
と
も
初
め
て

意
義
あ

る
こ
と
と
な
ろ
う
」

と
和

辻
は
主
張
し
て
い

る
。

三

以
上

の
よ

う
に
見
て
く
れ
ば
、
和
辻
の
風

土
論
は
世
界
の
諸
民
族
の
個
性

と
文
化
の
独
自
性
を
力
説
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
理
論
で
あ
っ
て
、
一
般
に
言



わ
れ
て

い
る
如

き
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
「
風
土

的
宿

命
論
」
で

は
な
い
と
い
う
こ

と
は
明
ら

か
で
あ

る
。

ま
た
、
こ

の
よ

う
な
彼

の
所

論
の
根

底
に
は
、
近
代

の
西
欧

の
歴
史
観

に
見

ら
れ
が
ち
な
、
西
欧
中

心
的
な
、
歴
史
の
単
系
的
発

展
説
に
対
す

る
批
判

と
反

撥
と
が
こ

め
ら

れ
て

い
る
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
世
界

史
は
風
土

的
に
異
な
る
諸
国
民

に
そ

れ
ぞ
れ
の
場
所

を
与
え
得
な
く

て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
彼
の
主
張
は
、
文
化
と
歴
史
に
つ
い
て
の
彼
の
考

え
方

を
端

的
に
表

現
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

も

と
も
と
人
間

が
時
間
的
・
空
間
的

な
二
重

構
造
を
も
っ
て

い
る
よ
う
に
、

文
化
も

ま
た
歴

史
的
・
風

土
的
な
二

重
構

造
を
有

し
て

い
る
。
文

化
に
お
い

て

は
歴

史
性
と
風

土
性
と
は
い
わ
ぱ
楯

の
両
面
で

あ
っ
て

、
そ
の
一
方
だ
け

を
引
き
離
す
こ

と
は
で

き
な
い
。
す

な
わ
ち
歴

史
は
風

土
的
歴
史
で
あ
り
、

風
土

は
歴
史
的
風

土
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
の
文
化
は
単
系
的
な
発

展

段
階
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
く
、
多
系
的
な
発
展
段
階
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
類
の
文
化
は

ど
の
民
族
の
文
化
に

お
い
て
も
独
自

の
個
性

を
も
つ

も
の
と
し
て
平
等
の
価
値
を
も

っ
て
い

る
は

ず
で
あ

る
。
和
辻

が
カ
ソ
ト
や

ヘ
ー
ゲ

ル
の
よ
う
に
、
諸
国
民

の
文
化

を
人

類
の
究
極
目
的
へ
の
発
展
の
単

な
る
一
過
程
と
し
て

、「
時
間
的
継
起

の

秩

序
」
に

お
い
て
捉
え

る
考
え
方

に
反
対
し
て
、

ヘ
ル
ダ
ー
の
よ

う
に
、
こ
れ

を
「
空
間
的
並

在
の
秩

序
」

に
お
い
て
、
そ
れ
自
身

に
目

的
と
し
て

の
資
格

あ
る
も

の
と
し
て
捉
え

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
、
と
主
張
す

る
の
も
こ

の
た
め

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
和
辻

は
世
界

に
お
け

る
諸
文
化
の
並

在
を
、
つ
ま
り
世
界

に

お
け

る
諸
文
化

の
並
行

的
発
展
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
し

か
し
、
だ
か
ら

と
い

っ
て
彼

は
人
類

の
諸
文
化

の
交
流
や
接
触
の
意
義
を
否
定
し
て
い
る
わ

け
で

は
な
い
。
彼

が
力
説

し
て
い
る
の
は
、
如
何
に
世
界

が
今
日
一
つ
に
な

っ
た
よ

う
に
見
え
て

も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
風

土
の
特
殊
性

が
な
く
な

る
わ
け

で
は

な
い

と
い
う
こ

と
で

あ
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
特

殊
性

を
無
視
し
た

文
化

の
交
流

は
単

な
る
文
化

の
移
植
に
終
っ
て
し
ま
い
、
風
土
的
生
の
深
み

か
ら
生
い
育

っ
た
も

の
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し

か
し

な
が
ら

、
視
点

を
か
え
て
見
れ
ば
、
か
よ
う
な
和
辻

の
主
張
の
背

後
に
は
、
日

本
人

と
し
て

の
強
烈
な
自
意
識

が
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
和
辻

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
触
れ
て

、「
我

々
は

ヘ

ー

ゲ
ル
の
如
く

欧
州
人

を
〈

選
民
〉
と
す
る
世
界
史
を
是
認
す
る
こ

と
が
で
き

な
い
。
欧
州
人
以
外

の
諸
国

民
を
奴
隷
視
す

る
の
は
す

べ
て
の
人

の
自
由
の

実
現
で

は
な
い
」
と
批
判

し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
こ
に
は
非
欧
州
人
と
し

て

の
和
辻

の
自
己
主
張
が
み
と
め
ら

れ
る
。

し
か
も

、
そ
の
よ
う
な
日
本
人

意
識
は
、「

日
本
精
神
」
と
い
う
得
体
の
し

れ
な
い
言
葉

が
流
行

し

た
、
当

時

の
徐
々
に
軍
国
主
義
化
し
つ
つ
あ
っ
た
世

相
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
和
辻
は
こ
の
頃
、
い
く
っ
か
の
時
評

的
論
文

を
書
い
て
い
る

が
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
一

線
を
画

し
て
、
も
っ
ぱ
ら

文

化
の
レ
グ
ェ
ル
に
お
け
る
国
民
的
自
覚

を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
こ
に

は
西
欧
の
文
化
や
精
神
の
評
価
に
関
し
て

、
或
る
種
の
偏

向

が
み
ら
れ
る
と
同
時
に
、
日
本
文
化
の
伝
統
や
特

殊
性

、
或
い
は
そ
れ
が

現
代
に
お
い
て
担

っ
て
い

る
役
割
を
過
大
に
評
価
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。



・ 　 Ｊ

例
え
ば
、「

日
本
精

神
」
（
昭
和
九
年
）
に
で
て
く

る
例
の
「
日
本
文
化
の

重
層

性
」
の
理

論
は
、
余
り

に
も
日
本
の
特
殊
性

を
無

批
判

的
に
強
調
し
美
化
す

る
傾
向

が
見
ら

れ
る
し

、
ま
た

、「
文
化
的

創
造
に

携
わ
る
者
の

立
場
」
（
昭

和
十
二
年
）
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
い

る
。
現
代
世
界

で
日
本

が

担
っ
て

い

る
役
割
、
す

な
わ
ち
「
世
界
史
の
す

べ
て
の
優

れ
た
文
化

を
新
し
い
統
一

に

も
た
ら
す
」
と
い

う
世
界
史
的
任
務
の
主
張
に
は
、
西
欧
中
心

的
歴

史
観

に

対
す
る
む
き
だ
し
の
対
抗
意
識
、
日
本
人

と
し
て
の
過
度

と
も
思

わ
れ

る
気

負
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
『
風
土
』
に

お
い
て

も
随
所

に

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

。「
世
界
史
は
風

土
的
に
異

な
る
諸
国
民

に

そ

れ

ぞ
れ
の
場

所
を
与
え
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う

主
張

は
も

っ
と
も
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
日
本
の
風

土
や
文
化
の
特
殊
性

を
過
度
に
強
調
し
美
化

す

る
こ
と
は
、
日
本
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
世
界
の
諸
文
化
に
対
す
る
公
平

な
評

価
を
見
誤
ら
せ
る
結
果
に
な
り

か
ね
な
い
。
ま
た
、
世
界

の
文
化
の
多

系
的
発
展

、
も
し
く
は
空
間
的
並
在
の
秩
序
を
強
調
す

る
和
辻

の
文
化
論
は
、

西

欧
中

心
主
義
の
文
化
観
に
対
す
る
非
西

欧
人
の
側

の
自
己

主
張
で
あ
る
点

は
認
め
て
も
、
そ
れ
を
あ
ま
り
強
調
す
る
と
一
種

の
文
化

的
相
対

主
義
に
陥

る
危
険
性

が
あ
る
。

文
化
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
域
的
・
特
殊
的
性

格
が
強

調
さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
の
世
界
的
・
普
遍
的
性
格

が
論
じ
ら

れ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
和
辻
の
文
化
論
は
文
化

の
風
土

的
特
殊
性

だ
け
を
強
調
す
る
き
ら
い

が
あ
る
。
そ
れ
は
彼

が
文
化
の
主
体
を
民
族
と
考

え

て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
文
化
の
担
い
手
は
民
族
で
あ

る

と

と
も

に

個
人

で

も
お

る

。

し

か

る

に

民

族

と
し

て

の
人

間

の

特
性

は
風

土

的
特

殊

性

に
よ

っ
て

説

明

さ

れ

得

て

も

、

個
人

と
し

て

の

人

間

の
特

性

は

単

な

る
風

土

的
特

性

に

よ

っ

て

は
説

明

し
き

れ

る

も

の
で

は

な

い
。

和

辻

は

人

間

存

在

の

個
人

的

・
社

会

的

構

造

、

換

言
す

れ

ば
時

間

的

・

空
間

的

構

造

を

単

に

個

人

的

・

時

間

的

側

面

か
ら

の
み

捉

え

よ

う

と
す

る

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー

の

人

間

存

在

論

の

抽

象

性

を

指

摘
し

て

い

る

が

、
逆

に

和

辻

自

身

が
人

間

を

も

っ

ぱ
ら

社

会

的

・
空

間

的

側

面

か

ら

の
み

捉

え
て

お
り

、

し

た

が

っ
て

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

と
は

反

対

の

意

味

で

の

抽

象

に

陥

っ
て

い

る
と

い

え

な
い

で
あ

ろ
う

か
。

和

辻

が
文

化

の

風

土

的

特

殊

性

の

み

を
強

調

し

、

文

化

の
普

遍
性

の

問

題

に

は

関

心

を

示

さ

な

か

っ

た
の

も

、

こ

の

辺

に

原

因

が

あ
り

そ

う

で

あ

る

。

（

１
）
　
谷
川
徹
三
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第

八
巻
解
説
。

（
２
）

安
倍
能
成
「
豊
富
な
る
独

創
－

和
辻

哲

郎

教

授

の
『
風

土
』
を

読

み

て
―
」

（

３
）
　
戸
坂
潤
「
和
辻
博
士
・
風
土

・
日
本
」
（
『
世
界
の
一
環
と
し

て
の
日
本
』
所

収
）

（
４
）
　
『
風
土
』
岩
波
文
庫
、
二
四
三
―
二
四
四
頁
。

（
５
）
　
同
書
、
一
四
三
頁
。

（

６
）
　
同
書
、
二
四
四
頁
。

（

７
）
　
同
書
、
二
七
八
頁
。

（
８
）
　
同
書
、
二
七
八
頁
。

（
こ

さ

か
・

く

に

つ

ぐ

、

近
代

日
本

思

想

史
、

日

本

大

学
助

教

授

）
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