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和
辻
哲
郎
と
生
の
哲
学

『
ェ
イ
チ
ェ
研
究
』
を
中
心
に

一

和
辻

哲
郎
の
処
女
作

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』

に
関
し
て

は
、

そ
う
多
く

は
な

い
と

は
い
え
、
こ
れ
ま
で

に
も
幾
つ

か
の
重
要

な
論
評
が
な
さ
れ
て
き

た
。

そ
れ
ら
の
論
評
は
、
大
別
す
れ

ば
二

つ
の
系
列
に
分
類
で
き

る
。
そ
の
系
列

の
一

つ
は
、
和
辻
の

ニ
ー
チ
ェ
論
が
日
本
に
お
け
る

ニ
ー
チ
ェ
受

容
史
を
コ

ン
テ
キ

ス
ト
と
し
て

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る

か
を
主
題
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
一
つ
は
、
和
辻

の
作
品
全
体
を

コ
ン
テ

キ
ス
ト
と
し
て

『
二

イ
チ

ェ
研
究
』
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

そ
の
ど
ち
ら

の
場
合

に
お
い
て
も
。
和
辻
哲
郎
の

『
ニ
イ
チ

エ
研
究
』
の

お
お
よ

そ
の
位
置
は
既

に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
前
者

の
場
合
で
言
え
ば
、

ニ
ー
チ

ェ
解
釈
と
し
て
の
難
点

は
あ
る
も
の

の
、
そ

の
著
作

は
力
へ
の
意
志

説
を
機

軸
と
し
て

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を

は
じ

め
て

本
格

的
に
主
題
化
し
た
、
出

湯
　
浅
　
　

弘

版
当
時
と
し
て

は
画
期
的

な
著
作
で
あ
り
、
個
人
の
欲
望

の
解
放
を
強
く
主

張
し
た
自
我
主
義
者
、
本

能
主
義
者
と
し
て
の

ニ
ー
チ
ェ
と

い
う
高
山
樗
牛

ら
の
明

治
時
代

の
ニ
ー
チ

ェ
像
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
っ
た
理
解
が

提
示

さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
後

者
に
つ

い
て
言
え
ば
、
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』

は
美
と
倫
理
の
相
克
。
あ
る
い
は
芸
術
と
学
問
の
葛
藤
の
渦
中

に
あ

っ
た
青

年
時
代
の
和
辻

を
象
徴
す
る
著
作
と
し
て

、
そ
の
後
の
成
熟
し
た
和
辻

の
思

想
と
学
問
と
は
一
線
を
画

す
る
、
言
わ
ば
習
作
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
た
著

作
で
あ
る
と
い

っ
た
理
解
が
示

さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら

の
見
解
は
、
現
在
に
お
い
て

和
辻
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

を
理
解

す

る
た

め
の
、
言
わ
ば
最
低
限
の
共
通
了
解
事
項
と
言

っ
て
よ
い
も
の
だ
と

思

わ
れ

る
。
本
論
文
も
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
認
識
を
前
提
と
し
て

い
る
。

だ
が
、

ェ
ー
チ

ェ
受
容
史
を
コ

ン
テ
キ
ス
ト
と
す
る
に
せ
よ
、
和
辻
の
作
品

全

体
を

コ
ン
テ

キ
ス
ト
と

す
る

に
せ
よ
、
『
ニ
イ

チ
ェ
研

究
』

に

は
以
上

の



よ
う
な
位
置
付
け
だ
け
で

は
括
り
得
な

い
面
も
あ
る
が
、
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』

に
関
す
る
従
来

の
論
評
で

は
こ

う
し
た
点
に
対
す
る
配
慮
が
相
対
的

に
希
薄

で
あ

っ
た
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
前
者

に
つ
い
て
言
え
ば
、
カ

ヘ
の
意
志
説
を

中
心
と
し
て

ェ
ー
チ

ェ
哲
学
を
形
而
上
学
的
に
再
構
成
し
得

た
点
に
和
辻
の

独
創
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と

は
そ
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
和
辻

に
お
い

て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た

か
と
い
う
点
を

は
じ

め
と
し
て
当
時

の
和
辻
の
哲
学
的
営
為

に
内
在
的

に
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
を
解
釈
し
て

い
る

例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ

る
。
ま

た
、
後
者
に
つ

い
て
言
え
ば
、
美
と
倫
理
の

相
克
の
渦
中

に
あ

っ
た
二
十
代
の
和
辻
と
、
後
年
の
成
熟
し

た
文
化
史
家
、

倫
理
学
者
と
し
て
の
和
辻
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
疑

い
得
な

い
に
せ

よ
、
そ
の
断
絶
の
具
体
相
や
、
ま
た
同
時
に
両
者
間
に
あ
る
連
続
性
を
も
視

野
に
入
れ
て

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
を
解
釈
し
て

い
る
例
は
、
や

は
り
少
数
に

と
ど
ま

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
。

お
お
よ
そ
以

上
の
よ

う
な
意
味
に
お

い
て

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
と

い
う
テ

キ
ス
ト
は
、
な
お
多
く

の
解
釈
の
可
能
性
を
残
し
て

い
る
テ

キ
ス
ト
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
本

論
文

は
、
『
ニ
イ
チ

ェ
研

究
』
執

筆
時

に
お
け

る
和

辻
と
生
の
哲
学
、
よ
り
的
確

に
は
和
辻
自
身
の
生
の
哲
学
と

い
っ
た
論

点
に

焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
そ
う
し
た
解
釈
可
能
性
の
一
端
を
提
示
し
よ
う
と
す

る
も
の
で

あ
る
。

二

ニ
ー
チ
ェ
受

容
史
を
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し

ニ
ー
チ

ェ
解
釈
と
し
て
の
妥
当

性
を
問
う
と

い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
和
辻
の

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

に

は
解
釈
の
手
続
き

に
関
し
て
幾
つ
か
の
難
点
が
あ
る
こ
と

に
す
ぐ
さ
ま
気
付

か
さ
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
難
点
は
、
和
辻
が

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
の
内
容
的
な

変
遷
へ
の
顧
慮
を
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、

和
辻
が
「
権
力
意
志
」
と
い
う
後
期
ニ
ー
チ

ェ
の
概
念
を
主
軸
に
そ
の
哲
学

を
再
構
成
す
る
と
し
て

い
な
が

ら
、
『
悲

劇
の
誕
生
』
と

い
う

ニ
ー
チ

ェ
の

処
女
作
の
内
容
的

な
記
述
を
そ
の
中

に
無
媒

介
に
挿
入
す
る
と
い
っ
た
点

に

容
易
に
見
て
取
れ

る
。
ま
た
、
第
二
の
難

点
と
し
て

は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
文
章

に
引
用
符
が
な

い
た
め
、
和
辻
自
身

の
地

の
文
章
と

ニ
ー
チ

ェ
の
文
章
と
が

区

別
で
き
な
い
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
二
点
は
、
厳
密
な
意
味

で

の

ニ
ー
チ

ェ
研
究
と
し
て

ど
う
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
場

合
、
和
辻
の

『
ニ
イ
チ

エ
研

究
』

の
明
ら

か
な
難
点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な

い
。
だ
が
、
視
点
を
変
え
て

、
な
ぜ
和
辻

は
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
方
法
、

叙
述
の
方
法
を
採

っ
た
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
若
年
の
著
者
の

方
法
意
識
の
未
熟

さ
の
み
に
帰
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
と
思
わ
れ
る
。
現
在

の

ニ
ー
チ

ェ
研
究

の
視
点
か
ら
見
れ
ば
解
釈
手
続
き
上
の
難
点
と
思
わ
れ
る

も
の
も
、
当
時

の
和
辻
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
の
問
題
で

は
あ

り
得
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
よ
り
強

い
表
現
を
使
え
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
の
テ
キ

ス
ト
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
処
遇

は
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
で
の
和
辻
の
基

本
的

な
立
脚

点
を
示
す
も
の
で

あ
っ
て

、
そ
う
し

た
処
遇

に
こ
そ
和
辻

の

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
の
特
性
が
現

れ
て

い
る
と

見
る
こ
と
も
で

き
る
か
ら
で

あ
る
。



で

は
、
『
ニ
イ

チ
ェ
研

究
』
で

の
和
辻
の
基

本
的
な
立
脚

点
、
そ

の
基
本

的

な
ス
タ
ン
ス
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
た
ろ
う
か
。
関
連
箇
所
を

引
用
し
て
検
討

し
て
み

よ
う
。

あ
り
の
ま
ま
の

ニ
イ
チ
ェ
に
触
れ
よ
う
と
す
る
人
は
、

ニ
イ
チ

ェ
に

直
接
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
よ
り
ほ

か
に
道
は
な
い
。
こ
の
研
究
に
現
れ
た

ニ
イ
チ
ェ
は
厳
密

に
自
分

の
ニ
イ
チ
ェ
で
あ
る
。
自
分
は

ニ
イ
チ

ェ
に

よ
り
ェ
イ
チ
ェ
を
通
じ
て
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
自
分
で

は
真

実
の

ニ
イ
チ
ェ
を
捕
ら
え

た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
あ
る

い
は
単

に
表
面

を
通
り
過
ぎ
た
だ
け
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

八
頁
）

真
の
哲
学
は
単
に
概
念
の
堆
積
や
整
斉
で
は
な
く
、
最
も
直
接
的
な

内
的
経
験
の
思
想
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
し
て
純
粋
な
内
的

経
験
と
は
、
存
在
の
本
質
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
認
識
す

る
主
体
と
認
識
す

る
客
体

と
が
あ

っ
て
、
そ
の
間

に
認
識
の
形
式

に
依

ら
ざ
る
直
接
な
本
質
の
感

得
が

あ
る
と

い
う
の
で

は
な

い
。
直
接

な
内

的

経
験
を
も

し
直
覚
と

呼
ぶ
な
ら

ば
、
こ
の

直
覚

は
「
生

命

そ
の
も

の
」
と
し
て
生
き

る
こ
と

な
の
で

あ
る
。
も
と
よ
り
「
宇
宙
生
命
」

は

不
断

の
創
造
で

あ
る
か
ら
、
直
接
な
内

的
経
験
も

創
造
的

に
活

ら
く
。

自
己
表
現

は
こ

の
創
造
活

動
で

あ
る
。
芸

術
や
哲
学

は
皆
こ
こ

か
ら
生

ま
れ
る
。

と
こ
ろ
で

そ
の
材
料

と
な
っ
て

い
る
感
覚
思
惟

な
ど

も
ま
た

同

じ
く
根

本
力

の
創
造
活
動
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ

る
が
ゆ
え

に
、

複
雑
多

様
に
生
を
彩
っ
て

は
い
る
が
、
そ
れ
自
ら

は
象

徴
と
し
て

生
の

本
質
を
暗
示

し
て

い

る
に
過
ぎ
な
い
。
（
四
一
頁
）

前
者
は

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
の
序
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
著
作
全
体
で

の

筆
者
の
意
図
を
表
明
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
者
は

『
ニ
イ
チ
ェ

研
究
』
本
論
全
体
の
内
容
的
な
序
に
あ
た
る
「
本
論
第
一
新
価
値
樹
立
の
原

理
、
第
一
章
権
力
意
志
」
冒
頭
の
文
章
で
あ

っ
て
、
当
時
の
和
辻
自
身
の
哲

学
観
を
表
明
し
た
文
章
と
解
し
て
差
し
支
え
な

い
と
思
わ
れ
る
。

前
者
の
引
用
文
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
和
辻
が
「

ニ
イ
チ
ェ

に
よ
り

ニ
イ

チ
ェ
を
通
じ
て
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
」
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
ニ
イ

チ

ェ
研

究
』
を
特
徴
付
け

て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
「
真
実

の

ニ
イ

チ
ェ
」

を

捉
え
よ
う
と
し
て

ニ
ー
チ

ェ
の
哲
学
を
解
釈
す

る
こ
と
が
、
同
時
に
解
釈
者

で
あ
る
和
辻
自
身
の
自
己
表
現
で
も
あ
る
と
和
辻

は
規
定
し
て
い
る
わ
け
で

、

こ
の
規
定
に
は

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
の
基
本
的
な

ス
タ
ン

ス
が
既
に
語
り
出

さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
後
者
の
引
用
文
で

ま
ず
目
を
引

く

の
は
、
「
直

接
的
に
し
て

純
粋

な
内
的
経
験
」
と

か
「
直

覚
」
と

か
「
宇
宙
生
命
」
と

い
っ
た
晦
渋
な
術
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
は
『
ニ
イ
チ
ェ
研

究
』
の
数
年
前

に
刊
行

さ
れ
た
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
を
意
識
し
て

用

い
ら
れ
て

い
る
と
推
測

さ
れ
る
。
和
辻
は
、
言
わ
ば

『
善
の
研
究
』
を
下

敷
き
と
し
て
自
ら

の
哲
学
観

を
語
り
出
し
、
「
真
の
哲
学
」

を
ま
ず
は
「
最

も
直
接
的

な
内
的
経

験
の
思
想
的
表
現
」
と
規
定
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
そ

の
上
で

「
最
も
直
接

的
な
内

的
経
験
の
思
想
的
表
現
」

は
「
直
接

的
に
し
て

純
粋
な
内

的
経
験
」

へ
、
そ
し
て

さ
ら
に
は
「
存
在
の
本
質
と

し
て
生
き
る



こ
と
」
「
直
覚
」
「「
生
命
」
そ
の
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
」
「
創
造
活

動
」

「
根
本
力
の
創
造
活
動
」
「
生
の
本
質

」
等
へ
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ

は
、
言
葉
を
ず
ら
し
な
が
ら
同
一
の
事
態
を
繰
り
返
し
語
っ
て

い
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
同
一
の

事
態
と

は
、
「
直
接
な
内

的
経

験
も
創
造

的

に
活
ら
く
。
自
己
表
現
は
こ
の
創
造
活
動
で
あ
る
。
芸
術
や
哲
学
は
皆
こ
こ

か
ら
生
ま
れ
る
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、

生
は
創
造

的
働
き
と
し

て
自
ず

か
ら

そ
の
表
現
を
生
み
出

す
、
あ

る
い
は
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
哲
学
は
芸
術
と
と
も

に
そ
の
よ
う
な
生
の
自
己
表
現

の
所
産

に
他

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

お
お
よ
そ
以
上
が
、
後
者
の
引
用
文

に
示

さ
れ
て

い
る
和
辻
の
哲
学
観
の

概
要
で

あ
る
。
む
ろ
ん
生
と
表
現
と

い
う
視
角

か
ら
哲
学
を
位
置
付
け

る
こ

の
よ

う
な
議
論

だ
け

か
ら

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』

で
の
和
辻

の
基
本
的
な

ス
タ

ン
ス
を
云

々
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。

だ
が
、

こ
の
議

論
の
後
す
ぐ
さ
ま
和

辻
が

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
を

「
真
の
哲
学
」

つ
ま

り
生
の
創
造
活
動

の
最
も
充
実

し

た
自
己
表
現
と
し
て
の
哲
学

の
優
れ

た
範

例
だ
と
し
て

い
る
点
、
ま

た
哲

学
を
生

の
自
己
表
現
と
見
る
と

い
う
哲
学
観
自

体
が

ニ
ー
チ

ェ
の
哲
学
観
で

も
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
慮
す
れ

ば
、
和
辻
の
基
本
的
な

ス
タ

ン
ス
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ

う
。

端
的
に
言
え
ば
、
『
ニ
イ
チ

ェ
研

究
』
で

の
和
辻

は
、

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
に

含
ま
れ
て
い
る
哲
学
観
を
ニ
ー
チ
ェ
と
共
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
前
提
と
し

て
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
解
釈
を
行

う
と
い
う
ス

タ
ン
ス
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
、

ま
ず
明

ら
か
だ
と
言
え

る
。
し

か
も
、
翻

っ
て
自
ら
の
著
作
に
対

す
る
先
の

和
辻
の
意
味
付
け

に
立
ち
戻

る
な
ら

ば
、「
自
分

は
ニ
イ
チ

ェ
に
よ
り

ニ
イ

チ

ェ
を
通
じ
て

自
己
を
表

現
し
よ

う
と
し
た
。
」
と
書
い
て

い
た
和
辻

は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
テ
キ
ス
ト
を
追
体
験
的

に
解
釈
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
同
時
に
、

真
の
哲
学
の
営
み

、
つ
ま
り
自
己
と
い
う
生
の
深
み

か
ら
発
す
る
表
現
と
し

て

の
真
の
哲
学
の
営
み

に
参
与
し
て

い
る
と
の
自
己

意
識
を
持

っ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し

た
自
己
意
識
こ
そ
和
辻
の
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
の
基

底
に
あ
っ
て

、
そ
の
基
本
的
な

ス
タ
ン
ス
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
筆
者
に
は

思
わ
れ
る
。

さ
て

、
和
辻

の
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
以

上
の
よ

う
に
特

徴
付
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
著
作
を
理
解
す

る

た
め
の

い
く
つ

か
の
展
望
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。

ま
ず
第
一

は
、
和
辻
の
こ
う
し
た
ス

タ
ン
ス
か
ら
す
れ
ば
、
和
辻

が
自
ら

の
地
の
文

と
ニ
ー
チ

ェ
の
文
と
の
区
別
に
さ
し
た
る
配
慮
を
払
わ
な
か
っ
た

の
も
、
む
し
ろ
当
然
あ
り
う
べ
き
処
置
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。
和

辻

の
意
識

に
お
い
て

は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
基
本
的
な
哲
学
観

を

共

有
す

る
自
ら
と
同
一
化
可
能
な
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
に
で
き

る
限
り
接
近
し
、

ニ
ー
チ

ェ
に
成
り
代
わ
る
か
の
よ
う
に

ニ
ー
チ
ェ
の
思
考

を
な
ぞ

る
叙
述
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
も
、
著
者
和
辻
の
こ
の
よ

う
な
ス
タ

ン
ス
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
第
二
に
確
認
で
き
る
こ

と
は
、
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』

に
認

め
ら
れ
る

和
辻
の
解
釈
の
ス

タ
ン
ス
は
後
に
大
正
教
養
主
義
と
呼
ば

れ
る
こ
と

に
な
る

態
度
の
基
本
的
な
心
性
を
示

し
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
先

に
触
れ
た



よ

う
に
、
和
辻

は
ニ
ー
チ

ェ
と
共
通
す
る
地
盤

に
自
ら

立
っ
て

い
る
と
し

た

上
で

、
先
人
と
し
て
の

ニ
ー
チ

ェ
と
の
同
一
化

を
試
み

よ
う
と
し
て

い
る
わ

け

で
、
こ
こ

に
は
何
ら

か
の
偉
大
な
先
例

を
摂
取

、
同

化
す
る
こ
と
で
自

ら

の
人
格
の

陶
冶

、
向
上
が
果

た
せ

る
し
、

ま
た
果

た
す
べ
き
だ
と
い
う
大
正

教
養
主
義

に
共
通

す
る
思

想
の
萌
芽
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ
し
て

第
三

に
指
摘
で
き

る
こ
と
は
、

ニ
ー
チ
ェ
と
共
通
の
地
盤
に
立
っ

て

ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
自
己
表
現

と
し
て

遂
行
す
る
と
い
う
意
図
を
も

っ
て

書

か
れ

た
和

辻
の
『

ニ
イ
チ
ェ
研

究
』

は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
哲
学
の
解
釈
で

あ

る
と
同

時
に
、
そ
の
時
点
で

の
和
辻

自
身
の
生
の
哲
学
の
書
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
辻

の
自
己
理
解
に
よ
れ
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
の
テ
キ
ス
ト

を

介
し
て

、
そ
し
て

ニ
ー
チ
ェ
と
と
も

に
彼
が
参
与
す
る
「
真
の
哲
学
」
は

「
最

も
直
接
的
な
内
的
経
験
の
思

想
的
表
現
」

と
し
て

「
生
の
本
質
」

か
ら

創
造
さ
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
自
ら
の
出
自
を
も
理
解
し
て

い
る

哲
学
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
表
現
さ
れ
、

か
た
ち
を
与
え
ら
れ
た
も

の
の
根
源

に
あ

る
創
造
的
な
働
き
と
し
て
の
「
生

の
本
質
」
を
注
視
し
、
あ

ら
ゆ

る
現

象
を

生
の
表
現
、
生
の
象
徴
と
し
て
読
み
解

こ
う
と
す

る
哲
学
で

も
あ

っ
て

、
こ
れ
ら
両
様

の
意
味

に
お

い
て
生

の
哲
学

と
呼
ぶ

に
ふ
さ

わ
し

い
哲
学
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で

あ
る
。

三

前
節
で
確
認
し
た
よ
う

に
、
『
ニ
イ

チ
ェ
研
究
』

で
の
和
辻

の
基
本
的

な

ス

タ
ン
ス
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
テ
キ
ス
ト
を
追
体
験
的
に
解
釈
す
る
作
業
が

、

同

時
に

ニ
ー
チ
ェ
を
介
し
て

「
真
の
哲
学
」
の
営
み
に
参
与
す

る
こ
と
だ
と

の
和
辻
の
自
己
意
識
に
よ

っ
て
特
徴
付
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
も
と
に
和
辻

は
、
同
一
化
す
べ
き

範
例
と
し
て

二

Ｉ

チ

ェ
哲
学
を
解

釈
し
、
そ
れ
を
通
じ

て
自
ら

の
、

と

は
い
え
「
真

の
哲

学
」
と
い
う
普
遍
性
を
持
つ
と
想
定

さ
れ

る
哲
学
－

そ
の
実
質

か
ら
言
え

ば
生
の
哲
学
－

を
描
き
出
そ
う
と
し

た
と
解
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
和
辻
は
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
持
ち
得
た
の
だ
ろ

う
か
。

ま
た
、
同
一
化
の
対
象
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
が
選
ば
れ
た
こ
と
と
こ

う
し

た
自
己
意
識
と
の
間
に
は
何
か
し
ら

必
然
的

な
繋
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

前
節
の
内
容
を
以

上
の
よ
う
に
要

約
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
問
い
が
自
ず

か

ら
浮
か
び
上
が
る
と
言
え

る
だ
ろ

う
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で
の
和
辻

の
基
本
的
な

ス
タ
ン
ス
と
そ
の
内

容
、
つ
ま
り
和
辻
の

ニ
ー
チ
ェ
解
釈
、
和

辻
の
生
の
哲
学
の
実
質
と
の
連
関
を
問
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

前
節
で

見
た
よ
う

に
、
和
辻
の
基
本
的
な
ス

タ
ン
ス
を
特
徴
付
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
機
能
し
て

い
た
の
は
、
生
や
自
己
そ
し
て

表
現

と
い
っ
た
術
語
で

あ
る
。

だ

が
、
あ
ら

た
め
て
言
う

ま
で

も
な
く
、
そ

れ
ら
は
権
力

意
志
と

と
も

に

『
ニ
イ

チ
ェ
研
究
』
全
体

に
と

っ
て
も

最
も
基
礎

的
な
術
語
に
属
す
と

見
て

よ

い
。
こ

の
よ
う
な
わ
け
で
、
生
、
自
己
、
表
現
と
い
っ
た
事
柄
に
関
す
る

和
辻

の
思

索
を
瞥
見
す

る
こ
と
で
、
上
記
の
よ
う
な
一
連

の
問
い
に
対
す
る

見
通

し
を
得
る
こ

と
が
で
き

る
と
予
想
さ
れ
る
。

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で

は
そ
う
し
た
思
索
は

ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
意
志
説
の
解



釈
と
い
う
形
で

提
示

さ
れ
て

い
る
。

そ
こ
で
、
権
力
意
志
説

に
関
す

る
和
辻

の
解
釈
を
取
り
上

げ
、
以
上

の
よ
う
な
問
題

を
め
ぐ

っ
て
筆
者

の
見
解

を
簡

略
に
纏

め
て

お
き

た
い
と
思

う
。
筆
者
の
見
解

は
大
き
く
二

点
に
大
別

さ
れ

る
。既

に
触
れ

た
よ

う
に
、
和
辻

の
『
ニ
イ

チ
ェ
研
究
』

の
特
色

の
一

つ
は
権

力
意
志
説
を
機
軸
と
し
て

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を
再
構
成
し

た
点

に
あ
る
。
和
辻

は
、

ニ
ー
チ

ェ
の
書
き

遺
し

た
テ
キ
ス
ト
の
う
ち

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
論
で
も

道
徳

批
判
で
も
永
遠
回
帰
説
で
も

な
く
権
力
意
志
説

に
専
ら
焦
点
を
当
て
て

ニ
ー

チ
ェ
哲
学
を
解
釈
し
て

い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
明
白
な
事
実
の

う
ち
に

和
辻
の
志
向
は
明
確

に
現
れ
て

い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
権
力
意
志
説

は
、
和

辻
に
と

っ
て
他
の
何

に
も
ま
し
て
摂
取
同
化
す
べ
き
範
例
、
同
一
化
す

べ
き

対
象
に
な
り
得
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
二
重
の
意
味
に
お

い
て
で
あ

る
。

ま

ず
第
一

に
は
、
権
力

意
志
説

は
和
辻

に
対
し
て

生
と

表
現

の

ダ
イ

ナ

ミ
ッ
ク
な
関
係

に
関
す

る
洞
察

を
提
供
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ
の

洞
察
と
は
、
創
造
活
動
と
し
て
存

立
す

る
生
が
自
ず
か
ら
表
現
を
生
み
出
し
、

そ
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
あ

る
場
合

に
は
生
を
縛
り
弱
体
化
さ
せ
、
あ

る
場
合
に
は
生
の
自
由
な
創
造
活
動
を
よ
り
強
化
す
る
と
い

っ
た
生
と
表
現

と
の
関
係
の
諸
相
に
関
わ
る
洞
察
で
あ

っ
て
、
和
辻
に
と

っ
て
権
力
意
志
説

は
、
ま
ず
生
と
表
現
の
諸
相
に
関
す
る
理
論
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て

い
た

と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
り
わ
け
和
辻
が
強
い
共
感
を
示
し
て
い
る
の

は
、

権
力
意
志

説
に
お
い
て

は
、
生
を
規
制
す
る
図
式
化
的
凝
固
的
な
知
性
の
産

物
た
る
認
識
、

道
徳
、
宗
教
等
に
対
し
て
哲
学
と
芸
術
に
生
の
最
も
創
造
的

な
自
己
表
現
と

い
う
特
権
的
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
次

の

よ
う
な
文
章

に
は
そ
の
共
感
の
強
度
が
明
瞭

に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。

さ
て
権
力
意
志

は
現
前
の
生
と
し
て
そ
の
刻

々
た
る
創
造
を
続
け
て

い

る
。

し
か

る
に
人
は
そ
の
創
造

の
道

具
と
し
て

造
ら

れ

た
認
識

に

よ

っ
て
、
す

な
わ
ち
図
式
化
的
凝
固
的
傾
向
の
過
多
な
る
堆
積
に
よ

っ

て
、
逆

に
生

の
創
造
的
活
動
を
阻
止
し

よ
う
と
す

る
。

…
…
（
中
略
）

…
…
す
べ
て
最
も
完
全
な
る
も
の
最
も
自
由
な
る
も

の
は
現
前
の
生
を

通
じ
て
活
ら

い
て
い
る
の
だ
、
た
だ
人
が
切
実
な
生
に
遠
ざ
か
っ
て

い

る
の
だ
、
本
来
の
生
に
帰
れ
、
そ
し
て
創
造
に
努
め
ろ
―
ニ
イ
チ
ェ

は
か
く
言
う
の
で
あ
る
。
（
五
〇
頁
）

こ
の
よ
う
な
文
章
に
、

ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
意
志
説
か
ら
創
造
へ
の
呼
び
か

け
を
聞
き
取

っ
て

い
る
和
辻
の
姿
を
見
て
取
る
の
は
容
易
で

あ
ろ
う
。
哲
学

と
芸
術
と

い
う
最
も
創
造
的
な
生
の
自
己
表
現
へ
の
こ
う
し
た
呼
び
か
け
が

『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
で
の
和
辻
の
基
本
的
な

ス
タ
ン
ス
の
形

成
に
関
与
し
て

い
る
と
い
う
こ
と

は
、
無
理
な
く
想
定
で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う

に
見
た
だ
け
で

は
和
辻
の
基
本
的
な
ス

タ
ン
ス
の
形
成

を
十
分
に
捉
え
き
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
の
み
で

は
、

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
の
解
釈
が
同
時
に
「
真
の
哲
学
」

へ
の
参
与
で

も
あ
る
と
い

う
和
辻
の
自
己
意
識
の
微
妙
な
機
微

に
は
触
れ
得
な
い
か
ら
で

、
そ
の
点
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
視
線
を
転
じ
て
和
辻
が
摂
取
同
化

の
対
象
と
し
た

権
力
意
志
説
の
別
の
面
に
目
を
配

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
別

の
面

と
は
、
生



の
形
而

上
学
と
も
呼
ぶ
べ
き
権
力
意
志
説

の
も

う
一

つ
の
側
面
で
あ

る
。
和

辻

に
と

っ
て

ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
意
志
説

は
、
真
実
在
と
し
て
の
生

の
力
動

的

な

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
わ
る
形
而
上

学
で

も
あ
っ
た
と
言

っ
て
よ

い
。

和
辻

は
権
力
意
志
説
の
、
生

の
形
而
上

学
と
し
て
の
側
面
を
素

描
す

る
の

に
、
ま
ず

「
ニ
イ
チ

ェ
自
ら
生
き

直
接

に
経
験
し
た
世
界
」
（
四
七
頁
）
か
ら

筆
を
起

こ
し
て

い
る
。
「
ニ
イ

チ

ェ
自

ら
生
き

直
接
に
経
験
し

た
世
界
」

と

は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
「
最
も

直
接

的
な
内
的
経
験
」

つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
の
生
で

あ

る
が
、
そ
の
生
の
核

心
を
な
す
の
は
「
強
烈
な
統
一
力

と
し
て
活

い
て
い

る
」
（
四
七
頁
）
権
力
意
志
、
「
生

々
発
動
し
て
絶
ゆ

る
こ
と
な
き

活
動
」
（
四

七
頁
）
と
し

て
の
権
力

意

志
だ

と

い
う
の

で

あ
る
。
和
辻

は
こ

の

よ
う

に

「
ニ
イ
チ
ェ
自
ら
生
き

直
接

に
経
験

し
た
世

界
」

か
ら
出
発
し

な
が
ら

、
次

い
で

権
力

意
志

が
及
ぶ
範

囲
を
人
間
の
内
的
経
験
に
限
定
せ
ず

に
現
実

全
般

に
ま
で
押
し
広
げ
て
ゆ

く
。
「
現
実

の
端
倪
す
べ

か
ら
ざ
る
多

種
多
様

の
活

動

は
、
人
の
知
能
に
よ

っ
て
初
め
て
造
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
最

も
複
雑
な

し
か
も
最
も
渾
然
た

る
根
本

の
力
の
発
現

で
あ
る
。
」
（
四
九
頁
）
と

は
、
こ

う
し
た
和
辻
の
議
論
の
動
向
を
端
的

に
言

い
表
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
以

上

の
よ

う
な
権
力
意
志
と

い
う
概
念
の
外
延
の
拡
張
の
極

に
現
れ
る
の
が
次
の

よ
う

な
驚
く
べ
き
主
張
で
あ
る
。

ニ
イ
チ

ェ
の
謂
う
所
の

「
自
己
」

は
す

な
わ
ち
こ
の
権
力
意
志
で
あ

る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
「
自
己
」

は
直
接

に
宇
宙
の
本
質
で
あ
る
。
こ

の
「
自
己
」
の
意
味

に
お
い
て
初

め
て

「
自
我
」

は
単
な
る
抽
象
で

は

な
く
な
る
。
（
四
九
頁
）

こ
の
文
章

は
、
意

識
的
自

我
と

い
う
表
層
の
自
我

に
対
し
て
生
の
創
造
的

な
働
き
そ
の
も
の
で

あ
る
身

体
こ

そ
が
真
の
自
己
で

あ
る
と

の
ニ
ー
チ

ェ
の

言
説
を
下
敷
き
と
し
て
書

か
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
最
も
注
目
す
べ

き
点
は
「
『
自
己
』

は
直
接
に
宇
宙
の
本
質
で
あ
る
。
」
と

さ
れ
て

い
る
点
で

あ
る
。
和
辻

は
、

言
わ
ば

、
人
が
生
の
創
造
的
な
働
き

そ
の
も

の
と
し
て
の

「
自
己
」

に
化
す

る
と
き

、
権
力
意
志
と
し
て

宇
宙
の
本
質
と
通

底
す
る
と

見
て
い
る
わ
け
で

、
こ
の
点
を
確
認
す
れ
ば
、
和
辻
が
ニ
ー
チ
ェ
と
同
一

の

地
盤
に
立
ち
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を
な
ぞ
る
こ
と
で

ニ
ー
チ

ェ
と
同
じ

「
真

の

哲
学
」
と
い
う
営
み

に
参
与

し
て

い
る
と
の
自
己
意
識
を
持

ち
得

た
理
由
も

明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

和
辻
の
理
解
し

た
権
力
意
志
説

、
そ
の
生

の
形
而

上
学
は
、
「
自
己
」
即

ち
「
権
力
意
志
」
即
ち
「
生
」
即

ち
「
宇
宙

の
本
質
」

と
い
っ
た
等
式
を
内

含
し
て

お
り

、
そ
う
し
た
視
角
か
ら
見

る
限
り
、
生
そ

の
も
の
、
つ
ま
り

創
造
的
働
き
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
自
己
」
と
化
し
た
人

間
同
士
は
自
ず
か
ら
宇
宙
の
本
質

を
介
し
て
同
一
の
地
盤
に
立
っ
て

い
る
、

あ
る
い
は
立
て

る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
そ
の
形
而
上
学
の
示
唆
す

る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
』
で
の
和
辻

が
こ
の
よ
う
な

生
の
形
而
上

学

を
背
景
と
し
て

ニ
ー
チ

ェ
の
営
み
と
自
ら
の
営
み
と
の
関
係
を
理
解
し
て

い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
は
や
怪
し
む
必
要

は
な
い
だ
ろ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
哲

学
の
解
釈
に
お
い
て
「
自
己
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
和
辻
は
、
創

造

に
い
そ
し
む
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
向
上
を
繰
り
返
し
求
め
て

ゆ
く
「
自

己
」
た
ろ
う
と
し
た
和
辻
だ

っ
た
の
で
あ
る
。



（
１

）
　
こ

う

し

た

理

解

の

代

表

例

と

し

て

は

、

次

の

も

の

を

参

照

願

い

た

い

。

西

尾

幹

二

『

ニ
ー

チ

ェ
第

一
部

』

中

央

公

論

社

、

一

九

七

七

年

、

三

九

頁
－

四

二

頁

。

西

尾

幹

二

『
日

本

に

お

け

る

ニ
ー

チ

ェ
研

究

譜

』

白

水

社

（

ニ
ー

チ

ェ
全

集

別

巻

）
、

一
九

八

二
年

、

五

二
五

頁
－

五

二

六

頁

。

な

お

、

日

本

に

お

け

る

ニ
ー

チ

ェ

受

容

史

を

コ

ン
テ

キ

ス
ト

と

し

て

和

辻

の

『

ニ
イ

チ

エ
研

究

』

を

位

置

付

け

る

試

み

と

し

て

は

。

他

に

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

山

崎

庸

佑

『
ニ

ー

チ

ェ
』

講

談

社

（
人

類

の

知

的

遺

産

五

四

）
、

一

九

七

八
年

。

川

原

栄

峰

「
和

辻

哲
郎

『

ニ
イ

チ

ェ
研

究
』
」
『
実

存

主
義

』

第

六

三

号

所

収

、

一

九

七

三

年

。

（
２

）
　

こ

う

し

た

理
解

の

代
表

例

と
し

て

は
、

次

の
も

の

を

参

照

願

い

た

い

。

湯
浅

泰

雄

『
和

辻

哲
郎

』

ミ

ネ

ル

ヴ

ア
書

房

（
歴

史

と

日

本

人

四

）
、

一
九

八

一

年

、

一
九

頁
－

五

〇

頁

。

た
だ

し

、

こ

の

著

作

で

湯

浅

氏

は

、

日

本

の
伝

統

へ

の
強

い

関

心

と

顧

慮

は
青

年

期

の
和

辻

に
既

に
認

め
ら

れ

る

と

し

て
、

そ

の
点

に
関

す

る

後

年

の

和

辻

と

『
ニ
イ

チ

ェ
研

究

』

の

和

辻

と

の

連

続
性

に
も

注

意

を

促

し

て

い
る

。

前

掲

書

、

五

一
頁
－

六

二

頁

。

（
３

）

ｄｅ
ｒ
　
Ｗ

ｉｌｌｅ
　ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
を

和
辻

は

「
権

力

意

志

」

と

解

し

て

い

る

の

で

、

本

論

文

で

は

こ
れ

以

降

、

和

辻

の

用

語

を

そ

の
ま

ま

使

う

こ

と

に
す

る
。

た
だ

、

筆

者

個

人

と

し

て

は

「
カ

ヘ
の

意

志

」

と

い
う

訳

の

方

が

適
切

で

あ

る
と

考
え

る

た

め

、

前

節

で

は
そ

ち

ら

を

使

用

し

た

。

（
４

）

『
ニ

イ

チ

ェ
研

究

』

か

ら

の
引

用

は
以

下

の

版

を

使

用

し

た

。
『
和

辻

哲

郎

全

集

』

第

一

巻

、

岩

波

書

店

、

一
九

六

一

年

。

な

お

、

こ
れ

以

降

こ
の

著

作

か
ら

の
引

用

は

本

文

中

で

頁

数

の

み

記

す

こ

と

に

す

る

。

（
５

）

『
ニ
イ

チ

ェ
研

究

』

へ
の

西

田

の
影

響

が

認

め

ら

れ

る

の

は

、

こ

う

し

た

夕

Ｉ

ミ

ノ

ロ
ジ

ー

の

類

似

に

お

い

て

だ
け

で

は

な

い

。

こ

の

著

作

に

お

け

る

権

力

意

志

の
解

釈

の

方
向

性

、

ま

た

著
作

で

は

明

示

的

に

語

ら

れ

て

は

い

な

い

も

の

の
当

時

既

に

胚

胎

し

て

い

た

仏
教

へ

の
関

心

な

ど

に

も

そ

の

影

響

は

認

め

ら

れ

る
。

ま

た
、

西

田

の

他

に

ベ

ル

ク

ソ

ン

や

ジ

ン

メ

ル

等

の

生

の

哲

学

、

ジ

ェ

ー

ム
ズ

な

ど

の
影

響
も

認

め

ら
れ

る
が

、

本

稿

で

は
和

辻

の

テ

キ

ス

ト

自
体

の
解

釈
に
議
論
を
限
定
し
て

い
る
の
で
、
他
の
哲
学
者
と
和
辻
と
の
異
同
と
い
っ
た

問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
論
証
は
視
野
の
外
に
置
か
れ
て

い
る
。

（
６
）
　
昭
和
一
七
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
改

訂
第
三
版
の
序
で
和

辻
が
自
ら
の
処
女
作
に
対
す

る
強
い
違
和
感
を
表
明
し
て

い
る
の
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
通
り
だ
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
三
点
は
、
ど
れ
も
が
そ
の
違
和
感
を

醸
成
す

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
後
年
の
和
辻
が
、
生

と
表
現

と
い
う
問
題
系
に
お
い
て
は
無
媒
介
的
な
生
で

は
な
く
表
現
の
具
体
性

に
明
確
に
定
位
し
、
テ

キ
ス
ト
の
解
釈
に
お
い
て

は
文
献
学
的
な
方
法
を
前
提

と
し
て
対

象
と
な
る
テ

キ
ス
ト
と
の
距
離
感

に
関
し
て
よ
り
自
覚
的
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
、
後
年
の
和
辻

か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
で
確
認
し

た
よ

う
な
特
性

を
持

つ
処
女
作
が
異
様
な
も
の
と
映

っ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ

っ
た

と
推
測
さ
れ

る
。

（
ゆ

あ

さ

・
ひ

ろ

し

、
倫

理

学

、

川

村

学

園

女

子

大

学
助

教

授

）
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