
〈
特

集
「
和
辻

哲
郎
と
比

較
思
想
」

１
〉

経
験
に
根
ざ
す
思
想

一
　

特
殊

性
の
自
覚

と
そ
の
限
定
の

克
服

「
和
辻
哲
郎
と
比
較
思
想
」
と

い
う
題
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
統
一
テ

ー

マ
と
し
て
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
和
辻
自
身
は
比
較
思
想
と
呼
べ

る
よ
う
な
仕
事
を

ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
比
較
は
第
三
者
的

な
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
え
る
が
、
和
辻
の
場
合
、
比
較

は
学
問
上
の
課
題
で
は
な
く
「
経
験
」
上

の
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

比
較
思
想
学
会
と
ゆ
か
り
の
深

い
中
村
元
は
、
和
辻
哲
郎
の
教
え
子
で

も
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
村
の
『
東
洋
大
の
思
惟
方
法
』
が
ユ
ネ
ス
コ
か
ら

英
訳
さ
れ
た
時
、
和
辻
は
序
文
を
寄
せ
て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。
－

東
洋
人
の
思
惟
方
法
は
世
界
か
ら
見
て
特
殊
で
あ
る
。
そ
の

特
殊
性
に
は
長
所
と
短
所
が
あ
る
。
短
所
は
特
殊
性
の
限
定
で
あ
る
か
ら

克
服
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
中
村
の
仕
事
は
特
殊
性
の
自
覚
を

促
す
よ
い
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
―
―

田
　
中
　
美
　

子

和
辻
は
こ
こ
で
「
特
殊
性
の
自
覚
と
そ
の
限
定
の
克
服
」
と
い
う
こ
と

を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
辻
自
身
が
長
年
課
題
と
し
て
き
た
こ

と
で
も
あ
っ
た
（
ち
な
み
に
、
そ
れ
を
早
い
段
階
で
表
明
し
た
『
風
土
』

も
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
英
訳
さ
れ
て
い
る
）
。

さ
て
、
つ
ま
り
、
和
辻
は
自
分
が
東
洋
人
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
自

覚
し
、
自
ら
の
「
経
験
」
に
お
い
て
西
洋
と
東
洋
を
比
較
し
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
比
較
思
想
は
和
辻
に
と
っ
て

「
経
験
」
上
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
「
特
殊
性
の
自
覚
と
そ
の
限
定
の
克
服
」
は
、
ど
の
よ
う
に
取

り
組
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
和
辻
の
最
晩
年
の
研
究
で
あ
る

「
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展
開
」
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
研
究
に
込
め
ら
れ

た
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展
開
」
で
主
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
初
期
仏
教
（
小

乗
仏
教
）
か
ら
大
乗
仏
教
が
押
し
出
さ
れ
る
移
行
期
の
思
想
で
、
ア
ビ
ダ

14



ル
マ
と
呼
ば
れ
る
思
想
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
き
わ
め
て
煩
瑣
で
あ
る

わ
り
に
は
内
容
的
に
実
り
の
少
な

い
思
想
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
今

で
も
哲
学
者

が
注
目
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

い
領
域
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
移
行
期
の
ア

ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
、
和
辻

が
な
ぜ
眼
を
つ
け
た
の
か
を

考
察
す
る
。二

　

特
殊
性

と
し
て

の
仏

教

晩
年
の
和
辻
は
な
ぜ
ア

ビ
ダ
ル
マ
を
研
究
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
和
辻

と

仏
教
と
の
関
わ
り
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

和
辻
は
学
生
時
代
に
は
西
洋
哲
学
を
専
攻
し
、
二
十
代
で
ニ
ー
チ
ェ
と

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本

を
出
し
た
。
し
か
し
、
和
辻

は
両
者
の
思
想
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
解
釈
に
自
信
が
持
て
な
か

っ
た
と
、
自

ら
告
白
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
深
く
食

い
込
む
キ

リ
ス
ト
教
の
思
想
が
、
和
辻
に
は
実
感
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。そ

う
し
た
「
経
験
」
を
経
て
、
和
辻
は
学
生
時
代
に
感
銘
を
受
け
た
岡

倉
天
心
の
講
義
を
思

い
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
岡
倉
は
、
日
本
人
の

精
神
性
に
仏
教
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
た
。
そ
し
て
、
そ
の

ル
ー
ツ
を
中
国

ペ
イ
ン
ト
へ
と
辿
り
な
が
ら
、
東
洋
の
一
員
と
し
て
の
日

本
の
特
殊
性
を
考
え
て
い
た
。
和
辻
は
、
岡
倉
の
影
響
を
受
け
て
か
、
や

が
て
仏
教
美
術
を
研
究
し
、
さ
ら
に
は
初
期
仏
教
思
想
を
本
格
的
に
研
究

し
は
じ
め
る
。
や
が
て
、
こ
の
研
究
は
「
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」

と
い

う
学
位
論
文
と
な
っ
た
。

で

は
、

こ
こ
で

和
辻

が
仏
教

思
想

の

ど
こ
に
注

目

し
た
の

か
を
見

て

い

こ
う
。
ま

ず
、
本

の

タ
イ
ト

ル
に

も
表

れ
て

い
る
よ

う
に

、
和
辻

は
初
期

仏
教

の
思

想

が
実
践

性
、

つ
ま
り

「
経

験
」

を
重
視

す

る
点

に
注
目

し

た
。
実

践

の
反

対

は
、

真
善
美

の

う
ち

の
真
と

し
て

の
知
、
普

遍
的

な
知
識

で

あ

る
。

和
辻

は
初

期
仏
教

の
思

想

が
、
解

脱

や
涅

槃

と

い
っ
た

「
経
験

」
上

の
目

的

の
た

め
の
実

践
的
な

認
識

で

あ
る
と
捉

え
、

そ
れ

を
と
り

あ
え

ず

「
実

践
哲

学
」

と
呼

ん
だ

の
で
あ

る
。

次
に

、
和
辻

の
理

解
で
特

徴
的

な

の
は
、

仏
教

思
想

が
心

理
的

な
分

析

に
富

む

こ
と

へ
注
目

し
た
点

で

あ
る
。

よ

り
具

体

的
に

は
、
仏
教

思
想

が

さ

ま

ざ
ま
な
経

験

や
現
象

を

「
苦

」

と

い
う
中

心
概

念

へ
と
還
元

し
て

い

く

こ
と

に
、
和

辻

は
眼
を

つ
け
た

。
逆

に
言

う
と

、
概
念
知

の
論

理
的

な

分

析

が
弱

い
点

に

、
和
辻

は
注
目

し

た
の
で

あ

る
。

最

後

に
和
辻

が
最

も
強
調

す
る
点

で
あ

る

が
、

そ

れ
は
仏
教

が
素
朴

実

在

論
で

は

「
な

い
」
と

い
う
点

で

あ
る
。

こ

れ

ら
三

つ

の
点

は
密
接

に
絡
み

合

っ
て

い
る
。

つ
ま
り

、
仏
教

思
想

で

は
解

説

、
す

な
わ

ち
「
苦
」

の
滅

を
目

的
と

す

る
た
め
、

あ
ら

ゆ
る
現

象

を
主
体

に
と

っ
て
意

味
あ

る
も

の
、

い
わ
ば

「
生

き
ら

れ
る
世
界

」

と

捉

え

、
そ

れ

ら
を
す

べ
て

「
苦
」

へ
と
還
元

し

て

い
く
。
そ

し
て

、
「
苦

」

と

い
う
心

理
と

し
て

主
体

の
前
に
立

ち
現

れ
る
現
象

を
、
分
析

し
て

い
く

こ
と

に

な
る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う
に

、
仏

教
思

想

は
素
朴

実

在
論

で

は

「
な

い
」
。
言

い
換

え

れ

ば
、
〈
ま

わ
り

と
自

己

が
（

知
で

は

な

く
）
情

（
あ

る

い
は

心
理

）

に

｜ 経験に 根ざす思想15



お
い
て
分
か
ち
が
た
く
つ
な
が
っ
て
い
る
〉

と
い
う
見
方
を
と
る
。
こ
の

よ
う
な
素
朴
実
在
論
で
は
「
な
い
」
見
方
を
、
和
辻
は
仏
教
研
究
を
通
じ

て
手
に
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　

特

殊

性

の

自

覚

の
深

ま

り

日

本

人

の
特
殊

性

を
探

る
な

か
で
仏

教

に
注
目

し
た
和

辻

は
、
初

期
仏

教

の
研

究

に
区

切

り

が
つ

く
と

ヨ

ー
ロ

ッ

パ
へ
留

学

す

る

こ
と

に

な
る
。

こ

の

「
経
験

」

は
比

較
文
化

論

と
し
て

も
有

名

な

「
風
土

」

や
エ
ッ

セ
イ

な

ど

へ
と
結

実

す

る
。
こ

こ
か

ら
は
、
和

辻

の

「
日
本

人

と
し

て
の
自

覚
」

が
留

学
「
経

験
」
を
経

て
ど

の
よ

う
に
深

ま

っ
た

の

か
を
見

て

い
き

た

い
。

留

学
先

の

ド
イ

ツ

で
和
辻

が
物

足
り

な

く
感

じ
た

の
は

、
四
季

の
変

化

の
乏

し

さ
だ

け
で

な

く
、
日
中

の
寒
暖

差
な

ど
、

総

じ
て

気
候

の
変
化

の

少

な

い
こ
と

で
あ

っ

た
。

そ
れ

は
ヨ

ー
ロ

ッ

パ
（
「
牧

場
」
）
に

と
ど
ま

ら

ず

、
植

物
な

ど

が
少

な
く
生
気

に

乏
し

い
ア

ラ

ビ
ア

（
「
沙

漠
」
）
で

も
そ

う

で
あ

っ
た

し
、
生
命

の
恵

み
に
縊

れ
た

東
南

ア

ジ
ア

（
「
モ

ン
ス

ー
ン
」
）

に

お

い
て

す
ら
、

い
つ
も
夏

、
夏

し

か
な

い
こ

と
に
和

辻

は
単
調

さ
を
感

じ

て

い
た
。

こ

う
し

た
「
経

験
」

を
通

じ
て

、
和

辻

は
日

本
人

と
し
て

の

自
分

が
、
変

化

を
欲

し
て

い
る

こ
と
、

変
化

を
必
要

と
す

る
こ

と
を
自

覚

す

る
よ

う
に

な

る
。

し
か

し
な

が
ら
、
変

化

や
刺

激

が
多

け

れ
ば

い

い
と

い
う
わ

け
で

も
な

か

っ
た

。
感
動

を

求

め
て
和
辻

は
美
術

館
に

も
通

い
つ
め

た

が
、

西
洋

の

油
絵

、

と

く
に
裸

体
画

の

し
つ

こ
さ
に

や
り
切

れ
な

い
思

い
を
抱

い
た

り

も

す

る
。
と

こ
ろ

が
、

気
分
転

換

の
た

め
に

東
洋

の
美

術

が
展
示

し
て

あ

る
部
屋

に
入
り
、
「
こ
こ
に
は
別
世
界

が
あ
る
」
と
心
を
動
か
さ
れ
る
。

そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
必
ず
し
も
一
流
の
作
品
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
和
辻
に
「
静
か
な
良

い
気
持
ち
」
を
与
え
て
く
れ

た
の
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
和
辻
が
「
静
か
な
良

い
気
持
ち
」
に
な
っ
た
理
由
を
、
和
辻

の
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
み
た
い
。
西
洋
の
絵
画
は
、
対
象
の
本
質
に

迫

ろ
う
と
し
て
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
東
洋
の
絵

画
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
写
実
を
よ
し
と
し
な
い
。
東
洋
画
で
は
、
た

と
え
ば
松
の
木
を
描
い
て
も
、
松
の
姿
を
借
り
な
が
ら
「
感
情
の
う
ね
り
」

な
ど
主
体
的
な
る
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
洋
の

絵
画
は
、
作
品
と
鑑
賞
者
の
「
感
情
の
う
ね
り
」
が
一
致
す
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
は
変
化
が
あ
り
な
が
ら
も
「
静
か
な
良
い
気
持

ち
」
に
な
る
の
だ
と
、
和
辻
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
和
辻
は
異
文
化
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
日
本
人
が
変
化

を
必
要
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
変
化
は
気
候
な
ど
ま
わ
り
の
変
化
で

あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
変
化
に
機
敏
に
反
応
す
る
自
己
の
気
分
や
感
情
の

変
化
で
も
あ
る
こ
と
、
し
か
も
ま
わ
り
と
自
己
と
の
「
感
情
の
う
ね
り
」

が
一
致
し
た
時
に
は
「
静
か
な
良
い
気
持
ち
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
、

「
日
本
人
の
特
殊
性
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
和
辻
の
日
本
人
理
解
は
、
先
に
述

べ
た
仏
教
理

解
と
き
れ
い
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

く
ま
わ
り
と
自
己
の
情
に

お
け
る
つ
な
が
り
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
風
土
」
で
は
、
こ

の
「
つ
な

が
り
」
が
、
「
う
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
和
辻
は



今
か
ら
、
お
お
よ
そ
百
年
も
前
に
こ
ん
な
こ
と
を
述

べ
て

い
た
。
そ
れ
は
、

日
本
人
の
生
活
が
ど
れ
ほ
ど
西
洋
化
し
て
も
、
日
本
人
は
玄
関
で
靴
を
脱

ぐ
こ
と
が
止
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
和
辻
は
、
日

本
人
が
「
う
ち
」
で
の
「
く
つ
ろ
ぎ
」
を
な
か
な
か
捨
て
ら
れ
な

い
、
と

考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
人
と
し
て
の
特
殊
性
を
変
え
る
こ
と
は
、

そ
の
風
土
を
変
え
る
こ
と
が
難
し

い
の
と
同
じ
よ
う
に
難
し
い
、
と
和
辻

は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　

和

辻

倫

理

学

へ
の

反

映

日
本

人

の
特
殊
性

、〈
ま

わ
り
と

自
己

の
情

に

お
け

る
つ

な
が
り

〉
に

は
、

も
ち

ろ
ん
、
長

所

と
短
所

が
あ

る
。

た

と
え

ば
、「
う
ち
」

の

「
く

つ
ろ

ぎ
」

を

大
事

に

し

す
ぎ

る
日

本

人

の
姿

は
、
「
風

土
」

で

風

刺
的

に
次

の
よ

う

に

描
か

れ
て

い

る
。

ス

ー
ツ

を
着

て
、

帽
子

を
被

り
、

ス
テ

ッ

キ
を
突

く

西

洋
紳

士
は

家
族

を
大
切

に

し
、

自
宅

の
庭

に
植
木

屋

を
入

れ
て

い
つ
も

美

し

く
手
入

れ

を
し
て

い

る
。
し

か

し
、
彼

は
公

共

の
公

園

の
美

化

に
は

い

っ
こ
う
に

注
意

を
払

わ
な

い
、

と
。

こ
こ
で

特

殊
性

の
長

所

は
、
「

う

ち
」

の

「
く

つ
ろ

ぎ
」

や
そ

れ
を
可

能

に

す
る

「
思

い
や
り
」

や
「

い
た

わ
り
」

と

い
っ

た
美
し

い
倫

理
で

あ

る
。

そ

れ
に
対

し

て
短

所

、
す

な

わ

ち
特

殊

性

の
限
定

は

、
「
そ

と
」

で

の
公

共

性

の
欠
如
で

あ

る
。

し
か

し
、
特

殊
性

を
変

え

る
こ

と
は

風
土

を
変

え

る
の
と
同

じ
よ

う
に

難

し

い
、
と
考

え

る
和
辻

は

、
特

殊
性

の
長

所

を
伸

ば

す
こ

と
で

短
所

を

補

う
方
向

を
探

っ
た

と
考

え

ら
れ

る
。

こ

の
方
向

に
和

辻
倫
理

学

の
体
系

が
成

立
し
て

く

る
わ
け

だ

が
、

和
辻

倫
理
学

の
成

立
に

関

し
て

は
先

行
研

究

も
豊
富

に
あ

る
た

め
、
こ

こ
で

は

必
要

な
点

だ
け
を

指
摘

し
て

お

く
こ
と

に
す

る
。

和

辻
倫

理
学

で

は

、
特

殊
性

の
長

所

を
伸

ば

す
方
向

と

し

て
、
「
情

の

つ

な

が
り
」

が
着

目

さ

れ
、
「
思

い
や

り
」

や
「
信

頼
」

の
倫
理

が
築

か

れ
て

い
っ

た
。

そ
し
て

、
特
殊

性

の
限
定

を
克

服
す

る
方

向

と
し
て

、「
う

ち
」

と
自
覚

さ

れ
る
範
囲

を
拡

大

し
て

い
く

こ
と

が
模
索

さ
れ
た

と
考

え

ら

れ
る
。

以
上

の
よ

う

な
形

で

、
和
辻

の
仏
教
理

解

と
日

本
人

理
解

は
、
和

辻
倫

理
学

へ
と
反

映

さ
れ
て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

五
　

特

殊

性

の
限

定

の
内

実

「
特

殊
性

の
自
覚

と

そ

の
限
定

の
克
服

」

と

い
う
課
題

を

背
負

っ

て
和

辻

倫
理

学

が
築

か
れ
た

わ
け

だ

が
、

限
定

と
し
て

一
番

の
問
題

は
、

実

は

「
そ
と

」
で

の
公
共

性

の
欠
如

で

は
な

か
っ
た
。

和
辻
は
『
倫
理
学
』
を
書
き
上
げ
る
頃
、
そ
れ
は
終
戦
の
頃
で
も
あ
る

が
、
近
代
日
本
の
問
題
を
近
世
に
遡
っ
て
反
省
し
、
『
鎖
国
』
と
い
う
歴

史
物
語
的
な
本
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
『
鎖
国
』
で
和
辻
は
、
日
本
に
足

り
な

か
っ
た

も

の
を
西

洋
の
近

代

と
比
較

し
な

が
ら
、
航

海
者

ヘ
ン
リ
王

子
の
精
神
だ
と
し
て
い
る
。
ヘ
ン
リ
王
子
の
精
神
を
一
言
で
言
え
ば
、
「
学

問

的
精

神
」

と

い
う
こ

と
に

な

る
か
と
思

わ

れ
る

が
、
和

辻

は
そ

れ
を
二

つ
に

分

け
、
「
無
限

探
求

の
精
神

」

と

「
合

理

的
精

神
」

と

し
て

取

り
出

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
辻
は
『
鎖
国
』
で
、
近
代
日
本
の
問
題
を
、
「
そ

｜ 経験 に根ざす思想17



と

」

で

の
「
公

共

性

の

欠
如

」

と

は
考

え

ず

、
「
学
問

的

精

神

の

欠
如

」

と

考

え
て

い
た

の
で

あ

る
。

で

は

、
「
学

問

的
精

神

」

が
欠
如

し
て

い
た

こ
と

で
、

近
代

日

本

は

ど

の
よ

う

な
問
題

を
抱

え

る
こ
と

に
な

っ
た

の

だ
ろ

う
か
。

そ

れ
は
、
具

体

的

に

は

「
鎖
国

」
、
す
な

わ
ち

「
国
を

鎖

し
た

こ
と

」
で

あ

る
が
、「
う

ち
」

に
閉

じ

こ
も

っ
て
し

ま

っ
た

こ
と
で

あ
り

、
さ

ら
に

は
、
国

の
活
力

、「

う

ち
」

の

活
力

が
減
退

し

て

し
ま

っ
た

こ

と

だ
、

と

和
辻

は
述

べ
て

い

る
。

つ
ま

り
、
「
う

ち
」

へ
閉

じ
こ

も
り

、
「
そ

と
」

へ
眼

を
向

け

な
く

な
っ

た

こ
と

で
、

日
本

人

の
必
要

と

す
る
変
化

が
「

う
ち
」

か

ら
失

わ
れ
て

し
ま

っ
た

こ

と
、

こ
れ

が
特
殊
性

の
限

定

の
内

実
で

あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る
。

六
　

特

殊

性

の
限

定

の
克

服

そ

も

そ
も

「
く

つ
ろ

ぎ
」

の
場

で

あ

る
「

う
ち
」

は
、

変
化

や
活
力

を

減

退

さ

せ
や

す

い
場

所
で

も

あ
る
。

で

は
、「
う
ち
」
に
変

化
を

も
た

ら
し

、

活

力

を
生

み
出

す

に
は
、

ど

う
す

れ
ば

よ

い
の
だ

ろ

う
か
。

日
本
人
は
「
う
ち
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
宣
言
し
た
『
風
土
』
は
、
人
々

の

生
活

の
仕

方

と
芸
術

の
表
現

の
仕

方

に
、

密
接

な

つ
な

が
り

が
あ
る

と

も

述

べ
て

い
た
。

そ
こ
で

、

終
戦

か
ら

お
よ

そ
五

年
後

に
書

か
れ

た

「
新

し

い
様

式

の
創
造
」

と

い
う

エ
ッ

セ
イ

を
参

照

し
な

が
ら
、

和
辻
自

身

が

「
う
ち

」
の
活
力

に
つ
い
て

、
ど
の
よ

う
に
考
え

て
い
た
の
か
を

探
り
た

い
。

こ
の

「
新

し

い
様
式

の
創

造
」

で
は

、
芸

術

に
お

け
る
新

し

い
様

式

の

創

造

が
、
科

学

の
進
歩

と
は
異

な

る
も

の
で

あ

る
こ

と

が
、

ま
ず

述

べ
ら

れ

て

い
る
。

科
学

は
古

い
時
代

の

成
果

が
新

し

い
時
代

の
踏

み
台

に
な

る

が
、
芸
術
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
が
絶
頂
の
意
味
を

持
つ
。
そ
こ
で
、
芸
術
に
お
い
て
新
し
い
様
式
が
創
造
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
古

い
時
代
の
見
残
し
た
新
し
い
美
を
発
見
し
、
そ
れ
に
形
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
和
絵
の
見
残
し
た
美
を
水
墨
画

が
表
現

し
、
水
墨
画
の
見
残
し
た
美
を
極
彩
色
の
錦
絵
が
表
現
す
る
と
い
う
の
も

そ
う
で
あ
る
し
、
能
の
見
残
し
た
美
を
文
楽
や
歌
舞
伎
が
表
現
す
る
と
い

う
例

も
あ
る
。
和
辻
は
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
な
が
ら
、
物
理
的
あ
る
い
は

地
理
的
に
「
そ
と
」

へ
出
な
く
て
も
、
「
う
ち
」
に
居
な
が
ら
に
し
て
新

し
い
も
の
と
出
会
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
の
だ
、
と
言

お
う
と
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

時
代

が
変
わ
れ
ば
、
人

の
生
き
方
も
変
わ
る
。
そ
の
新
し

い
「
経
験
」

を
見

つ
め
れ
ば
、
新
し
い
何

か
が
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
エ

ッ
セ
イ
「
マ
チ
ス
の
刺
激
」
で
は
、
マ
チ
ス
の
新
し
い
様
式
が
日
本
の
美

術
の
様
式

と
近
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
生
き
た
活
力
が
あ
る
と
、
和
辻

は
述
べ
て
い
る
。
活
力
の
源
に
あ
っ
た
の
は
、
マ
チ
ス
が
デ
ッ
サ
ン
を
重

ね
、
現
実
の
「
経
験
」
を
繰
り
返
し
見
つ
め
直
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
近
代
と
い
う
新
し
い
時
代
を
生
き
る
日
本
人
は
、
自
分
自
身
の

「
う
ち
」
な
る
「
経
験
」
か
ら
、
何
を
新
し
い
も
の
と
し
て
見
出
し
、
表

現
し
て

い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

七
　
な
ぜ
『
仏
教
哲
学
の
最
初
の
展
開
』
な
の
か

最
後
の
節
に
入

る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
り
返

っ
て
お
こ



和
辻

は
、
日

本

人

の
新

し

い
生
き

方

を
、
「

特
殊

性

の
自

党

と

そ

の
限

定
の
克
服
」
と
い
う
方
向
で
模
索
し
て
い
た
。
日
本
人
は
〈
ま
わ
り
と
自

己

の
情

に

お
け

る
つ

な

が
り
〉

と

い
う
「

う
ち
」

を
生

き
て

お
り

、

そ

の

「
く

つ
ろ

ぎ
」
を

な
か

な
か
捨

て

ら
れ

な

い
。

こ

の
特

殊

性

を
自
覚

し

、「
う

ち
」

に
新

し

い
変
化

を
も

た
ら

す
た

め
に

、航

海
者

ヘ
ン
リ
王

子

の
精

神
、

す
な

わ
ち

「
学
問

的
精

神
」

を
働

か
せ

る

こ
と

が
必

要

だ
、

と
和

辻

は
考

え

た
。

以
上

が
確
認

で

き
た

と

こ
ろ
で

、

い
よ

い
よ
、
晩

年

の
和

辻

は
な

ぜ
ア

ビ
ダ

ル

マ
と
呼

ば
れ

る
移
行

期

の
仏
教

思
想

を
研
究

し

た

の
か
、

に

つ

い

て

考
え

て
み

た

い
。

ま
だ

若

か
っ
た
和

辻

は
、

西
洋

の
個

人
主
義

や
社

会

の
公

共
性

や
科

学

技

術

の
発

展

に
憧

れ

を
抱

い
て

い
た
。

和
辻

は
そ

う
し

た
西

洋

文

化

が
、

共

通
の
根

、

す
な

わ
ち

素
朴

実
在

論
か

ら
咲

い
た
花

で

あ

る
こ
と

に
気

が

つ

い
た

。
し

か
し

、
東

洋
思

想

の
伝
統

が
根
強

い
日

本

で
は

、
素

朴
実

在

論

は

ど
ち

ら
か
と

い
う
と
克

服

す

べ
き
見
方

で

あ
っ
た

。
西

洋
的

な
素

朴

実

在
論

は
、

科
学
的

か
つ
普

遍
的

な
真

理
探

究

と
親

和

性

が
強

い
。

そ
こ

で

は
思

想

の
統

一

性

は
、

事
実

や
真

理

と

い
う
点

に
集

約

さ

れ

て

い
く
。

そ
れ
に
対

し
て

、
東

洋

的
な

見
方

で

は
、
科

学
的

か

つ
普
遍

的

な
真
理

探

究

が
二

の
次

に

さ
れ

や
す

く
、
た

と
え

ば
初

期
仏
教

に

含
ま

れ

る
多

種
多

様

な
思

想

は
、

ブ

ッ

ダ

が
そ

れ

を
説

い
た

か

ら
と

い
う
一

点

に

お

い
て
、

思
想

の
統

一
性

が
か
ろ

う

じ
て
保

た

れ
て

い
る
よ

う
な

状
態

で

あ

っ
た
。

さ
て

、
初
期

仏
教

か

ら
ア

ピ
ダ
ル

マ
と
呼

ば

れ
る
諸

思
想

が
押

し
出

さ

れ

て
き
た

時
、

ア

ビ
ダ

ル

マ
論

師

た
ち

は
ま

さ
に

こ
の
点

を

突

い
た

の
で

あ

っ
た
。
彼

ら

は
思
想

の

統
一
性

を
プ

ッ
ダ
と

い
う
具

体
的

な
人

格

か
ら

引

き
離

し
、
論

理

に

お

い
て

統
一

し
よ
う

と
し

た
の
で

あ

る
。
い
ま

だ
「
空

」

の
概
念

を
知

ら

な

い
ア

ビ
ダ
ル

マ
論

師

た
ち
は
、
素
朴

な
「
個
人

」
や
「
我
」

で
も

な
く
、

か

と

い
っ
て

古
代
イ

ン

ド
の
「
ア

ー
ト

マ

ン
」

と

い
う
概
念

も
用

い
る

こ
と

が
で

き
ず

、
新

し
い

「
プ
ド

ガ
ラ

」

と

い
う
個
体

概
念

を

創
造

し
た

り

も

し

な

が
ら
、
「
経

験

」

の
世
界

を

統

一
す

る
何

か

を
探

し

求
め
て

い
た

。

確

か

に
、

ア

ピ

ダ
ル

マ
は
過

渡

期

の
思
想

で

あ
り

、
未

完

成
で

あ

る
。

仏
教

思
想

の

「

ロ

ゴ
ス
」

と

し
て

の
統

一

は
、
「
空

」

の
発

見

を
待

た

ね

ば
な

ら

な
か

っ

た
。

し

か
し

、
「
空
」

の
概
念

が
創
造

さ

れ
、
大

乗

仏
教

が
興

隆

し
た

後
で

も
、
こ
の
統

一
理

念
と

し
て
の

「
空
」

が
こ
の

「
経
験
」

の
世

界

を

ど
の
よ

う
に

成
り
立

た
せ

て

い
る
の
か

が
問
題

に

な

る
。
そ

の

時

、
大

乗

の
一

派

で

あ

る
唯

識

派

が
参

考

に

し
た

も
の

こ

そ
、
「
経

験
」

と

「
空

」

を
架
橋

し

た
ア

ビ
ダ

ル
マ
の
思
想

で

あ

っ
た
。

そ
し
て

、
唯
識

派

は

「
反

」

素
朴

実

在
論

に

立

つ
た
ま

ま
で

、
「
経

験

」

の
世

界

を
統

一

す

る
新

た

な
概
念

（
「
末
那
識

」
「
阿

頼
耶

識
」

な
ど

）
を

創
造

し
て

い
っ

た
の
で

あ

る
。

和

辻

が
、

ア

ピ

ダ
ル

マ
の

思
想

に
求

め

た
の

は
、
〈
ま

わ
り

と
自

己

の

情
に

お
け

る
つ

な

が
り
〉

を

維
持

し

た
ま

ま
で

、
「
個

」

や

「
個
性

」

を

成

り
立

た

せ

る
統

一

軸
と

そ

の
芽
生

え

で

は
な

か
っ

た

か
と
思

わ

れ

る
。

そ
れ

は
、
単

な

る

「
思

想
」

で

は
な
く

「
哲

学
」

と
呼

び
得

る
よ

う
な
体

系
的

か
つ
統

一
的

な
論

理
、

す
な

わ
ち

「
ロ

ゴ
ス

」
で

あ

っ
た
。

し
か

し

な

が
ら
、
「

ロ

ゴ
ス
」

は

「
情
」

を
根

に

持

つ
「
経

験
」

と

根
本

的

に
相

経験 に根ざす思想19



容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
経
験
」
と
「
ロ
ゴ
ス
」
の
間

の
根
本
的
な
矛
盾
は
、
「
ロ
ゴ
ス
」
に
不
断
の
自
己
展
開
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な

る
。

本
稿
は
、
近
代
人
で
あ
る
和
辻

が
、
な
ぜ
晩
年
に
き
わ
め
て
煩
瑣
な
ア

ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
関
心
を
寄
せ
た
の
か
、
を
考
察
し
て
き
た
。
晩
年
の
和

辻

が
求

め
て
い
た
も
の
は
、
〈
ま
わ
り
と
自
己
の
情
に
お
け
る
つ
な
が
り
〉

と

い
う
「
う
ち
」
に
変
化
を
与
え
続
け
な
が
ら
、
「
う
ち
」
な
る
「
経
験
」

を
背
後
か
ら
支
え
る
影
、
影
と
し
て
し
か
浮
か
び
あ
が
ら
な
い
よ
う
な
統

一
軸
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
個
」
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
東
洋
な
い
し
は
日
本
に
独
自
の
『
ロ
ゴ
ス
」
と
し
て
析
出
し

製
錬
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
私
は
考
え
て

い
る
。

（
１
）
　
和
辻
哲
郎
”
Ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｄ
　
ｏ
ｎ
　
ｂ
ｅ
ｈ
ａ
ｌ
ｆ
　
ｏ
n
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｉ
ｓ
-

ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
Ｕ
ｎ
ｅ
ｓ
ｃ
０
”
〔
中
村
元
『
東
洋
人
の
思
惟
方
法
』
（
英
訳
版
）
序
文
〕
『
和

辻

哲

郎

全

集

』

第

二

十

四

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

九

一

年

。

発

言

内

の

用

語

は

発

表

の

文

脈

に

合

う

よ

う

に

、

若

干

改

変

し

た

。

（

２

）
　

和

辻

哲

郎

『

和

辻

哲

郎

全

集

』

第

五

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

六

二

年

。

た

だ

し

、

こ

の

『

仏

教

哲

学

の

最

初

の

展

開

』

は

単

行

本

と

し

て

出

版

さ

れ

た

も

の

で

は

な

く

、

雑

誌

に

発

表

さ

れ

た

一

迎

の

論

文

が

ま

と

め

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

（
３
）
　
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
『
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
』
は
と
も
に

『

和

辻

哲

郎

全

集

』

第

一

巻

、

岩

波

轡

店

、

一

九

六

一

年

。

『

ゼ

エ

レ

ン

ー

キ

ェ

ル
ケ
ゴ
オ
ル
』
の
自
序
で
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
彼
に
つ
い

て

の

解

釈

が

あ

ま

り

自

分

勝

手

に

な

っ

て

い

は

し

な

い

か

を

恐

れ

て

い

る

。

こ

と

に

私

は

、

今

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

日

本

人

ら

し

い

ａ
ｃ

ｃ
ｅ

ｎ

ｔ

で

彼

の

思

想

感

情

を

発

音

し

た

よ

う

に

感

じ

る

。

そ

れ

に

は

ギ

リ

シ

ア

及

び

キ

リ

ス

ト

教

文

明

の
教
養
の
乏
し
い
こ
と
も
原
因
と
な
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
」
（
四
一
〇
―

四
一
一
頁
）
。

（
４
）
　
和
辻
哲
郎

『
和
辻
哲

郎
全
集

』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
。

（
５
）
　
和
辻
哲
郎

『
和
辻
哲

郎
全
集

』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
。

（
６
）
　
和
辻
哲
郎
「
新
し
い
様
式
の
創
造
」
『
埋
も
れ
た
日
本
』
、
『
和
辻
哲
郎
全
集
』

第
三
巻

、
岩

波
書
店

、
一
九
六
二

年
。

こ
の
段
落
の
括

弧
内
の
語
句

は
「
新
し

い
様
式
の
創
造
」
か
ら
引
用
し
た
。

（
７
）
　
「
情
の
う
ね
り
」
は
『
風
土
』
か
ら
引
用
し
た
。

（
８
）
　
「
う
ち
」
の
「
く
つ
ろ
ぎ
」
も
『
風
土
』
か
ら
引
用
し
た
。

（
９
）
　
和
辻

は
、

西
洋

近
代
の
個
人

主
義
が
西
洋
社
会

の
高
い
公
共
性
と

深
く
関
わ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
を
『
風
土
』
で
は
、
西
洋
の
「
距
て
に

お
け
る
共
同
」
と
日
本
の
「
距
て
な
き
結
合
」
と
し
て
対
比
し
て
い
る
。
拙
論
（
宮

野
美
子
で
発
表
）
「
『
う
ち
』
の
洗
練
と
ス
コ
レ
ー
」
『
社
会
科
学
』
第
七
一
号
、

同
志
社
大
学
人
文
科

学
研
究
所
、
二
〇
〇
三

年
八
月
、
一
一
一
－

一
三
二
買
。

（
1
0
）
　
「
思
い
や
り
」
と
「
い
た
わ
り
」
も
『
風
土
』
か
ら
引
用
し
た
。

（
1
1）
　
和
辻
哲
郎

『
和
辻
哲

郎
全
集

』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年
。

（
1
2）
　
注
（
６
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
1
3）
　
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
す

で
に
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。
拙
論
（
宮

野
美
子
で

発
表
）
「
和
辻
の
随
筆
『
新
し
い
様
式
の
創
造
』
に
お
け
る
『
絵
画
の
公
共
性
』
」

『
社
会

科
学
』
第
七
〇
号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇

〇
三

年
一
月
、

一
一
五
―
一
三
一
頁
。

（
1
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
田
中
美
子
「
個
性
の

円
成
―
―
和
辻
哲
郎
『
心
敬
の
迎
歌
給
に
つ
い
て
』
を
読
む
―
―
」
『
日
本
哲
学

史
研
究
』
第
八
号
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
哲
学
史
研
究
室
紀
要
、

二
〇
一
一
年
、
四
四
―
七
二
頁
。

（
1
5
）
　
和
辻
哲
郎
「
マ
チ
ス
の
刺
激
」
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九

一
年
。

こ
の
点
に

つ
い
て

も
、
す
で

に
論

じ
た
こ
と

が
あ

る
。
拙

論
（
宮

野
美
子
で
発
表
）
「
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
信
頼
と
個
性
―
―
随
筆
『
マ
チ
ス
の

刺
激
』
を
中
心
に
―
―
」
『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
ニ
ー
号
、
京
都
宗
教
哲
学
会
、

二
〇
〇
四
年
三
月

、
二
三
－

三
五
頁
。

（

た

な

か

・

よ

し

こ

、

日

本

哲

学

史

、

相

愛

大

学

他

非

常

勤

講

師

）
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