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〈
研
究
ノl
卜
〉

和
辻
哲
郎
の

「
間
柄
」
に
つ
い
て
の
考
察

〈
要
旨
〉

和
辻
哲
郎
は
『
古
寺
巡
礼
』
(
一
九
一
九
年
)
や
『
風
土
』
(
一
九
三
五
年
)
な
ど
の
著
作
で

広
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
よ
っ
て
「
日
本
文
化
論
」
の
論
者
と
し
て
認
識

さ
れ
分
類
さ
れ
る
と
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
後
、
和
辻
は
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』

(
一
九
三
四
年
)
と
『
倫
理
学
』
(
一
九
三
七
・
四
九
年
)
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、
「
間
柄
」
の

関
係
性
に
依
拠
し
た
独
自
の
倫
理
学
を
構
想
し
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
湯
浅
泰
雄
と
酒
井
直
樹

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
日
本
回
帰
」
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
回

帰
と
い
う
視
点
よ
り
、
風
土
や
環
境
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
人
間
の
生
の
多
様
性
と
い
う
視
点

の
ほ
う
が
和
辻
の
意
図
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
『
古
寺
巡
礼
』
、
『
風
土
』

か
ら
『
倫
理
学
』
ま
で
の
和
辻
の
立
場
を
風
土
的
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

間
柄
、
古
寺
巡
礼
、
風
土
、
倫
理
学

翠リ

静
職
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は
じ
め
に

和
辻
哲
郎
は
『
古
寺
巡
礼
』
(
一
九
一
九
年
)
や
『
風
土
』
(
一
九
三
五
年
)
な
ど

の
著
作
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
よ
っ
て
「
日
本
文
化
論
」
の

論
者
と
し
て
認
識
さ
れ
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
後
、
和
辻
は
『
人

聞
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
(
一
九
三
四
年
)
と
『
倫
理
学
』
(
一
九
三
七

E
四
九
年
)

な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、
「
間
柄
」
の
関
係
性
に
依
拠
し
た
独
自
の
倫
理
学
を
構
想

とし
いた
う J
批 iz

F ど
u の
あ主主
る4 存

o' は

迫湯

器塗
思議
五 Jと
ば盟

和直
辻塑
の H
目指

意事
援を
量 5
初 h
の日
出 μ
法本

京国
は巴

「
悪
し
き
西
洋
文
明
と
貧
弱
な
日
本
文
明
の
混
血
児
」
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
彼
の

日
本
文
化
論
は
「
日
本
人
」
意
識
を
念
頭
に
お
い
て
、
日
本
を
「
世
界
文
化
の
中
の
」

に
お
い
て
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
と
い
う
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
酒
井
に
よ
れ
ば
、
和
辻
の
『
倫
理
学
』
の
問
題
点
は
、
従
来

の
哲
学
問
題
に
対
す
る
違
和
感
を
安
易
に
「
西
洋
対
東
洋
」
、
「
西
洋
対
日
本
」
と
い

う
対
立
図
式
に
は
め
込
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
従
来
の
倫
理
概
念
を
聞
い
直

す
際
に
、
こ
の
よ
う
な
対
立
図
式
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
文
化
中
心
主
義
に

陥
る
危
険
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
非
難
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
回
帰
と
い
う
視
点
よ
り
、
風
土
や
環
境
に
よ
っ
て
限

定
さ
れ
た
人
聞
の
生
の
多
様
性
と
い
う
視
点
の
ほ
う
が
和
辻
の
意
図
に
近
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
『
古
寺
巡
礼
』
、
『
風
土
』
か
ら
『
倫
理
学
』
ま
で
の

和
辻
の
立
場
を
風
土
的
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

風
土
の
成
立
に
つ
い
て

和
辻
の
「
間
柄
」
の
倫
理
学
構
想
が
成
立
し
た
背
景
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガl
の
「
世

界
内
存
在
」
論
が
重
要
で
あ
っ
た
。
和
辻
は
一
九
二
七
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し

190 

た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
ハ
イ
デ
ガ

1

は
『
存
在
と
時
間
』
を
出
版
し
た
。
留
学
先

の
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
和
辻
も
こ
の
書
物
を
入
手
し
て
読
ん
で
い
た
。
和
辻

の
『
風
土
』
は
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
と
か
か
わ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
『
倫
理
学
』
で
も
風
土
の
問
題
が
そ
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
i
o

ハ
イ
デ
ガ
1

が
和
辻
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま

ず
『
風
土
』
の
序
文
か
ら
見
て
み
よ
う
。

自
分
が
風
土
性
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
の
は
、

一
九
二
七
年
の
初
夏
、
ベ
ル

リ
ン
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l

の
『
有
と
時
間
』
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
。
人
の

存
在
の
構
造
を
時
間
性
と
し
て
把
捉
す
る
試
み
は
、
自
分
に
と
っ
て
非
常
に

興
味
深
い
ち
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
間
性
が
か
く
主
体
的
存
在
構
造
と
し
て

活
か
さ
れ
た
と
き
に
、
な
ぜ
同
時
に
空
間
性
、
か
、
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
構
造

と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
来
な
い
の
か
、
そ
れ
が
自
分
に
は
問
題
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
に
お
い
て
-
も
空
間
性
が
全
然
顔
を
だ
さ
な
い
の
で
は
な

ぃ
。
人
の
存
在
に
お
け
る
具
体
的
な
空
間
へ
の
注
視
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
浪
漫

派
の
「
生
け
る
自
然
」
が
新
し
く
蘇
生
さ
せ
ら
れ
る
か
に
見
え
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
は
時
間
性
の
強
い
照
明
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
影
を
失
い
去
っ
た
。
そ
こ

に
自
分
は
ハ
イ
デ
ツ
ガ
l

の
仕
事
の
限
界
を
見
た
の
で
あ
る
。
出

ハ
イ
デ
ガ
1

は
『
存
在
と
時
間
』
で
、
「
世
界
内
存
在
」
論
を
提
起
し
た
。
現
存

在
(
口
同
呂
田
)
の
本
来
的
な
時
間
性
の
先
駆
へ
と
問
題
を
絞
り
込
ん
で
い
く
ハ
イ
デ

ガ
1

の
議
論
は
、
「
人
と
人
と
の
間
」
の
本
源
性
と
い
う
側
面
を
無
視
し
て
い
る
と
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和
辻
は
批
判
し
た
。
人
間
存
在
の
基
盤
で
あ
る
風
土
を
「
人
間
自
己
の
了
解
の
表
現
」

と
し
て
捉
え
た
和
辻
は
、
、
ハ
イ
デ
ガ1
は
人
間
存
在
を
分
析
す
る
際
に
、
時
間
性
に

強
調
を
お
き
す
ぎ
て
、
空
間
性
の
契
機
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

実
際
、
人
間
存
在
は
時
間
性
や
歴
史
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

身
体
性
に
も
空
間
性
に
も
自
然
環
境
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

『
風
土
』
の
序
論
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
l

が
人
間
存
在
の
構
造
を

捉
え
る
際
に
時
間
性
に
し
か
注
目
し
な
か
っ
た
点
は
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
人
間
存
在
は
あ
く
ま
で
も
個
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
人
間
存
在
の
個
人
性
・
社
会
性
の
二
重
構
造
を
把
捉
し
よ
う
と
思
え
ば
、
空
間

性
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
和
辻
は
具
体
的
に
「
モ
ン
ス
ー
ン
」
、
「
沙

漠
」
、
「
牧
場
」
と
い
う
風
土
の
タ
イ
プ
か
ら
そ
こ
に
住
む
人
聞
の
思
想
や
文
化
や
習

俗
や
心
理
的
性
質
の
タ
イ
プ
を
叙
述
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
和
辻
は
風
土
を
自
然
現

象
と
見
て
は
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
風
土
は
自
然
科
学
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
風
土
と
い
う
の
は
、
主
体
的
人
間
の
空
間
性
の
側
面
で
あ
り
、
こ
れ

が
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
社
会
的
構
造
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
社
会
が
風
土
に
基
づ

い
て
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
間
存
在
の
時
間
性
が
歴
史
性
に
な
る
こ
と
も
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
存
在
を
歴
史
性
と
風
土
性
の
双
方
に
即
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

人
間
の
間
柄
存
在
を
個
人
的
と
社
会
的
と
い
う
こ
重
構
造
か
ら
分
析
し
た
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
個
人
が
身
体
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
よ
う
に
、
間
柄

と
し
て
の
人
間
存
在
は
風
土
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
残
念
な
こ
と
に
、
『
風
土
』
に
お
い
て
、
和
辻
は
人
間
存
在
の
自
己
了
解
の
風

土
的
規
定
性
を
根
拠
と
し
て
、
風
土
の
型
の
発
見
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
の
み
で
、

「
主
体
的
肉
体
性
」
と
し
て
の
風
土
性
の
存
在
論
を
こ
れ
以
上
展
開
し
て
い
な
い
。

彼
は
モ
ン
ス
ー
ン
域
の
人
聞
を
「
受
容
的
で
忍
従
的
」
、
砂
漠
的
人
聞
を
「
対
抗
的

で
戦
闘
的
」
、
牧
場
的
人
聞
は
「
自
発
的
で
合
理
的
」
と
い
う
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

和
辻
の
優
れ
た
洞
察
力
と
直
観
力
に
よ
っ
て
こ
の
風
土
の
タ
イ
プ
論
は
説
得
力
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
因
果
的
推
論
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

結
果
は
和
辻
の
解
釈
学
的
手
法
の
不
十
分
さ
を
示
し
て
い
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
る

v
 し

か
し
、
和
辻
、
か
こ
う
し
た
旅
行
記
の
よ
う
な
風
土
論
を
発
表
し
た
本
当
の
意
図

は
、
人
間
と
環
境
の
関
係
を
人
間
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
の
関
係
に
還
元
し
た
り
、

一
方
か
ら
他
方
へ
影
響
を
も
た
ら
す
よ
う
な
図
式
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
和

辻
は
「
環
境
と
か
土
地
の
個
性
と
か
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
く
ま
で

も
人
間
存
在
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
環
境
は
人
類
の
諸
集
団
に
対
立
す
る

も
の
で
は
な
く
し
て
、
集
団
の
存
在
的
中
味
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
こ
と
を
言
お
う
と
し

た
v
。
彼
に
と
っ
て
、
人
間
存
在
の
空
間
性
の
問
題
は
あ
く
ま
で
主
体
的
な
空
間
性

の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
は
人
間
の
外
に
あ
っ
て
働
き
か
け
た
り
働
き

か
け
ら
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
「
個
人
と
個
人
と
の
聞
の
主
体
的
連
関
」
の
中
に
、

あ
る
い
は
「
集
団
と
集
団
と
の
聞
の
主
体
的
連
関
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
景
観
は
「
人
間
存
在
の
中
の
光
景
で
あ
っ
て
、
人
間
存
在
を
外
か
ら
と

り
ま
く
環
境
な
の
で
は
な
い
」
羽
の
で
あ
る
。

『
古
寺
巡
礼
』
に
お
け
る
風
土
性
の
考
察

こ
こ
で
、
風
土
は
人
と
物
と
が
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
場
所
だ
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
風
土
は
共
同
体
の
形
成
の
仕
方
、
言
語
の
作
り
方
、
生
産
の
仕
方
や
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家
の
作
り
方
な
ど
に
も
影
響
を
も
た
ら
す
。
和
辻
の
『
風
土
』
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

一
九
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
寺
巡
礼
』
に
注
目
し
た
い
。
『
古
寺
巡
礼
』
と
は
、

和
辻
が
一
九
一
八
年
に
奈
良
に
旅
行
し
て
、
そ
の
感
想
を
五
回
に
分
け
て
『
思
潮
』
泊

に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
を
重
要
視
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
和
辻
の
個
々

の
美
術
品
に
関
す
る
記
述
に
よ
っ
て
、
彼
の
理
論
的
枠
組
み
を
明
ら
か
に
で
き
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
書
物
は
た
だ
の
古
美
術
の
案
内
記
で
は
な
い
。
和
辻
は
こ
れ
ら

い
か
に
し
て
「
日
本
的
な
も
の
」
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
発
見
に
関
す
る
彼
の
文
化
理
論
の
特

の
建
物
や
仏
像
や
芸
術
品
を
通
し
て
、

徴
は
何
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
彼
は
日
本
的
風
土
の
特
殊
性
と
芸
術
の
連
関
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。
ま
ず
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
古
代
日
本
の
類
似
性
を
強
調
す
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
は
い
か
に
女
体
の
彫
刻
を
愛
し
て
も
、
い
の
ち
の
美
し
さ
以
外
に

は
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
イ
ン
ド
人
の
趣
味
は
明
ら
か
に
淫
麻
酔
で
あ
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
気
分
の
相
混
じ
っ
た
芸
術
が
東
方
に
遷
移
し
た
と
き
に
、
後

者
を
ふ
り
落
と
し
て
前
者
を
生
か
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
偶
像
礼
讃
の

伝
統
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
復
興
だ
と
も
見
ら
れ

る
。
そ
れ
を
西
域
人
が
や
っ
た
か
、
シ
ナ
人
が
や
っ
た
か
、
あ
る
い
は
日
本
人

が
や
っ
た
か
、
|
|
恐
ら
く
三
者
共
に
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
東
方
に
来
る
ほ

ど
そ
れ
が
力
強
く
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
画
は
日
本
人

の
趣
味
を
、
|
|
特
に
推
古
仏
の
清
浄
を
愛
し
て
い
た
日
本
人
の
趣
味
を
、
現

わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
咽

ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
的
特
質
は
イ
ン
ド
に
入
っ
た
ら
、
淫
麻
酔
の
よ
う
な
も
の
に
変
わ192 

り
、
さ
ら
に
東
に
移
り
、
日
本
に
お
い
て
「
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
復
興
」
が
可
能
に
な
っ

シた
ア。

とま
はた
極和
め辻
ては
相号

重量
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れ峰

5 店
k お
レし、
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そ百

和
辻
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
古
代
日
本
と
の
芸
術
品
が
似
た
よ
う
な

特
質
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
風
土
的
近
似
性
に
よ
る
も
の
だ
と
相
谷
広
で
き
る
。
し
か

し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
感
性
が
古
代
日
本
に
現
わ
れ
な
が
ら
も
、
日
本
は
独
自
の
性

質
を
育
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

シ
ナ
と
イ
ン
ド
の
独
創
力
に
比
べ
て
、
日
本
は
確
か
に
貧
弱
で
あ
っ
た
。
し
か

し
己
を
空
し
ゅ
う
し
て
模
倣
に
つ
と
め
て
い
る
聞
に
も
、
そ
の
独
自
な
性
格
は

現
わ
れ
ぬ
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
も
し
日
本
の
土
地
が
、
甘
美
な
、
哀
愁
に
充

ち
た
持
情
詩
的
気
分
を
特
徴
と
す
る
な
ら
ば
同
時
に
ま
た
そ
れ
を
日
本
人
の
気

の
特
質
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
『
古
事
記
』
に
伝
え
る
神
話
の
優
し
さ
も
、

中
宮
寺
観
音
に
現
わ
れ
た
慈
悲
や
悲
哀
も
、
恐
ら
く
こ
こ
の
特
質
の
表
現
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
に
は
常
に
涙
が
あ
る
。
そ
の
涙
が
あ
ら
ゆ
る
歓
楽
や
た
ま
し
い
の

陰
影
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
。
X

こ
れ
ら
最
初
の
文
化
現
象
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
母
胎
は
、
我
が
国
の
や
さ
し

い
自
然
で
あ
ろ
う
。
愛
ら
し
い
、
親
し
み
ゃ
す
い
、
優
雅
な
、
そ
の
く
せ
い
ず

こ
の
自
然
と
も
同
じ
く
底
知
れ
ぬ
神
秘
を
持
っ
た
わ
が
島
国
の
自
然
は
、
人
体

の
姿
に
現
わ
せ
ば
あ
の
観
音
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
自
然
に
酔
う
甘
美
な
こ
こ

ろ
も
ち
は
臼
本
文
化
を
貫
通
し
て
流
れ
る
著
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
根
は
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あ
の
観
音
と
共
通
に
、
こ
の
国
土
の
自
然
自
身
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る

0
.一
氾

一
つ
自
の
引
用
文
で
は
、
和
辻
は
そ
の
前
の
文
章
で
ま
ず
日
本
の
法
隆
寺
の
壁
画

と
ギ
リ
シ
ア
の
壁
画
と
を
比
較
し
て
い
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
の
壁
画
の

特
徴
と
は
、
構
図
の
上
に
現
れ
た
統
一
、
清
浄
で
透
明
な
雰
囲
気
、
い
の
ち
の
美
し

さ
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
日
本
の
法
隆
寺
の
壁
画
や
推
古
時

代
の
仏
像
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
と
ギ
リ
シ
ア
の
風
土
的
近
似
性
に
よ
る
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
上
に
、
日
本
の
仏
像
や
壁
画
に
加
え
ら
れ
た
甘

美
さ
、
哀
愁
と
慈
愛
な
ど
の
性
質
は
日
本
と
い
う
風
土
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測

で
き
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
の
壁
画
を
加
え
て
比
較
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
の
壁

画
の
同
一
性
を
強
調
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
壁
画
は
イ
ン
ド
に
入
っ
て
、
「
病
的
」

と
も
い
え
る
ほ
ど
官
能
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
東
に
移
る
と
、

こ
う
し
た
官
能
的
な
側
面
は
落
ち
、
純
粋
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
こ
で
、
古

代
日
本
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
近
似
性
と
の
説
明
に
は
、
気
候
や
風
土
的
因
果
性
が
想

定
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
つ
目
の
引
用
文
は
、
和
辻
が
風
土
の
重
要
性
を
強
調
す
る
文
章

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
日
本
文
化
は
異
文
化
と
接
触
し
て
吸
収
す
る
と
同
時
に
、
そ

れ
を
「
日
本
的
な
も
の
」
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
古
寺
巡
礼
』
は
和
辻
が
「
永
遠
の
現
在
」
と
し
て
の
文
化
を
形
成
し
よ
う
と
す

る
意
図
に
基
づ
い
て
、
研
究
を
進
め
た
著
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
和
辻
は
平

安
中
期
以
降
の
国
風
文
化
で
は
な
く
、
「
推
古
・
白
鳳
・
天
平
」
の
芸
術
の
う
ち
に

「
日
本
的
な
も
の
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
推
古
・
白
鳳
・
天
平
」
は

中
国
や
朝
鮮
か
ら
の
文
化
の
輸
入
が
多
い
。
和
辻
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に

し
て
日
本
に
受
容
さ
れ
た
か
を
論
じ
、
日
本
固
有
の
も
の
と
関
係
付
け
て
い
る
。

こ
こ
に
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
単
に
輸
入
と
阻
唱
と
の
問
題
だ
け
で
は

な
い
O
i
-
-
-

こ
れ
ら
の
変
遷
は
外
来
文
化
を
土
台
と
し
て
我
国
人
独
特
の
発
達

経
路
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
固
有
の
日
本
文
化
が
外
来
文
化
を
包
摂
し

た
の
で
は
な
く
、
外
来
文
化
の
雰
囲
気
の
な
か
で
我
国
人
の
性
質
が
か
く
生
育

し
た
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
外
来
文
化
を
出
発
点
と
し
、
生
育

の
素
地
と
す
る
点
に
於
て
、
外
来
文
化
を
単
に
挿
話
的
に
見
る
見
方
と
か
な
り

外異

委号
化て
のい
なる
か筈
かで
らあ
生る= 0 

れ独
た創

お誌
と呆
見文
ら化
ちに
全対
山ム

Z き
そ忘
刻i の

で
は
な
く

「
上
代
人
の
特
質
に
つ
い
て
」
を
読
め
ば
、
古
代
日
本
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
の
風

土
的
類
似
性
か
ら
相
似
点
が
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
差
異
も
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
こ
で
、
和
辻
は
日
本
の
上
代
人
に
つ
い
て
、
微
温
的
と
批
判
す
る
立
場
を
再
批
判

し
て
い
る
。
微
温
的
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
和
辻
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
代
人
が
微
温
的
だ
と
い
う
事
は
、
気
候
の
温
暖
と
相
応
ず
る
も
の
で
あ
る
、

沙
漠
に
包
ま
れ
た
熱
国
に
生
き
る
自
然
人
が
、
色
彩
の
強
烈
な
想
像
や
熱
沙
の

ご
と
き
意
欲
の
燃
焼
を
経
験
し
た
よ
う
に
、
温
和
な
大
和
地
方
に
住
ん
だ
自
然

人
は
、
優
し
い
、
し
め
や
か
な
情
意
の
内
に
生
活
し
た
。
.
m

こ
の
文
章
か
ら
、
和
辻
の
「
風
土
」
や
「
環
境
」
に
根
ざ
し
た
生
の
立
場
が
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
上
代
の
日
本
人
が
微
温
的
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
風
土
に
適
し
た
生
の
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現
わ
れ
だ
と
考
え
、
「
風
土
の
相
違
」
を
無
視
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
環
境
の
人
に
「
同

じ
程
度
の
生
命
の
燃
焼
」
を
求
め
る
普
遍
主
義
を
批
判
し
て
い
た
。
ま
た
、
和
辻
、
か

「
『
古
寺
巡
礼
恒
に
お
い
て
探
求
し
て
き
た
「
日
本
的
な
も
の
」
と
は
、
日
本
の
独
創

な
も
の
で
は
な
く
、
異
他
な
も
の
を
受
容
し
変
化
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四

人
間
存
在
の
空
間
性

和
辻
の
も
っ
と
も
重
要
な
著
作
で
あ
る
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
「
間
柄
」
概
念

の
風
土
的
側
面
を
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

和
辻
の
『
倫
理
学
』
を
倫
理
学
の
理
論
書
と
し
て
読
む
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
著
作

の
「
序
言
」
で
、
和
辻
は
「
著
者
が
意
識
的
に
在
来
の
倫
理
学
書
の
弊
風
を
避
け
よ

う
と
し
た
こ
と
」
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
の
弊
風
の
意
味
と
は
、
「
徒
ら
に
既
成
の

倫
理
学
書
の
定
義
や
概
念
を
並
べ
立
て
て
、
そ
の
整
理
を
以
て
能
事
了
れ
り
と
す
る

こ
と
」
で
あ
り
、
「
更
に
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
右
の
や
う
な
概
念
整
理
の
書
の
紹

介
を
以
て
能
事
了
れ
り
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し

て
、
和
辻
が
目
指
し
て
い
る
の
は
倫
理
の
概
念
整
理
で
は
な
く
、
新
た
に
倫
理
そ
の

も
の
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
和
辻
に
と
っ
て
倫
理
を
問
う
こ
と
は
人
聞
の
存
在

の
仕
方
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
聞
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

人
聞
は
「
人
と
人
と
の
間
柄
存
在
」
と
し
て
定
義
付
け
ら
れ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ

1

が
現
存
在
分
析
に
お
い
て
空
間
性

を
軽
視
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
I

は
空
間
性
の
問
題

を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
l

も
世
界
内
存
在
の
必
然
的
契
機

と
し
て
空
間
性
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
和
辻
に
と
っ
て
、
手
許
存
在
者
と
の
配

慮
的
交
渉
の
う
ち
で
聞
か
れ
て
い
る
空
聞
に
週
ぎ
ず
、
間
柄
と
し
て
の
人
間
存
在
の

v
 

空
間
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
刻
。
和
辻
が
批
判
を
行
っ
た
の
は
、
現
存
在
の
時
間
性194 

を
重
視
し
す
ぎ
た
ハ
イ
デ
ガ
!
の
存
在
論
の
構
想
で
あ
る
。

和
辻
の
人
間
存
在
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
人
間
存

在
が
単
な
る
個
人
存
在
で
な
く
、
間
柄
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
「
人
間
」
と
い
う

日
本
語
に
含
ま
れ
て
い
る
。
人
間
と
は
、
も
と
も
と
「
世
の
中
」
、
「
世
間
」
を
意
味

す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
が
変
化
し
て
「
人
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
ら
っ
て
、
「
存
在
」
の
日
本
語
と
し
て
の
意
味

を
解
明
す
る
。
和
辻
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
「
存
」
が
時
間
的
意
味
を
含
む
の
に
対
し

て
、
「
在
」
は
古
来
「
に
あ
り
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ

る
場
所
に
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
人
が
家
に
い
る
、
こ
の
世
に
生
き

て
い
る
な
ど
の
用
法
が
あ
る
。
「
在
」
の
日
本
語
の
用
法
に
よ
れ
ば
、
「
に
い
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
主
体
的
に
行
動
す
る
者
が
ど
こ
に
「
在
る
」
の
か
を
い
う
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
在
」
の
指
示
す
る
場
所
的
な
意
味
は
、
単
に
空
間
的
な
場
所

の
み
に
関
す
る
の
で
は
な
い
。
在
宅
、
在
郷
、
在
世
な
ど
の
語
震
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
社
会
的
な
場
所
で
も
あ
り
え
る
。
そ
こ
で
、
在
は
、
主
体
的
な
行
動
者
、
か
何

ら
か
の
人
間
関
係
に
お
い
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
在
宅
と
は
家
庭
の

中
に
い
る
こ
と
で
あ
り
、
在
郷
と
は
村
落
共
同
体
の
中
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
人
聞
の
間
柄
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
実
践
的
交
渉
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

和
辻
は
倫
理
学
を
考
え
る
際
に
、
日
本
語
に
よ
る
理
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

強
調
す
る
。
人
間
存
在
は
個
人
存
在
で
は
な
く
「
間
柄
」
で
あ
る
こ
と
で
、
「
世
の
中
」

「
世
間
」
に
お
い
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
存
在
を
間
柄
存
在
と
し
て
捉
え
る

発
想
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
辻
は
人
間
存
在
は
二
つ
の
側
面
を
も
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っ
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
個
人
的
側
面
と
社
会
的
側
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
間
存
在
は
こ
の
二
つ
の
側
面
の
統
一
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

統
一
は
個
か
ら
社
会
へ
、
社
会
か
ら
個
へ
と
い
う
動
的
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

和
辻
は
人
間
存
在
を
物
や
実
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
人
聞
を
動
く
行

為
的
連
聞
に
お
い
て
し
か
捉
え
な
い
。

和
辻
が
「
倫
理
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
性
と
社
会
性
が
相
互
に
媒
介
・

否
定
し
あ
う
人
間
存
在
の
動
的
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
「
倫
理
」
は
抽
象
的
な
構
造

で
あ
り
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
・
風
土
的
な
限
定
を
う
け
、
特
定
の

社
会
構
造
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
人
々
の
ふ
る
ま
い
を
規
定
す
る
。
『
倫
理
学
』
に
お

い
て
、
和
辻
の
風
土
的
側
面
は
単
純
な
環
境
概
念
で
は
な
く
、
個
人
性
と
社
会
性
と

の
両
面
を
も
つ
も
の
に
変
化
し
て
い
た
。

五

最
後
に

こ
れ
ら
の
内
容
は
現
在
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
実
証
性
の
欠
け
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
和
辻
の
い
く
つ
か
の
著
作
を
通
じ

て
、
こ
う
し
た
記
述
の
根
底
に
あ
る
理
論
的
枠
組
み
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
『
古
寺
巡
礼
』
、
『
日
本
古
代
文
化
只
『
日
本
精
神
史
研
究
』
を
刊
行
し
た
和
辻
は
『
風

土
』
を
通
じ
て
い
か
に
し
て
「
日
本
的
な
も
の
」
を
見
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
和
辻
、
か

発
見
し
た
「
日
本
的
な
も
の
」
と
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
平
安
時
代
の
芸
術
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
推
古
・
白
鳳
・
天
平
」
時
代
の
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
和
辻
、
か
『
古
寺
巡
礼
』
に
お
い
て
「
自
然
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、のち
に
風
土
と

呼
び
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

和
辻
は
日
本
的
な
風
土
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
。
「
強
い
日
光
と
豊
富
な
湿
気
を

条
件
と
す
る
熱
帯
的
な
草
木
が
、
こ
こ
で
は
旺
盛
に
繁
茂
す
る
。
成
果
の
風
物
は
熱

帯
地
方
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
は
稲
で
あ
る
。
し
か
る

に
ま
た
他
方
に
は
寒
気
と
少
量
の
湿
気
と
を
条
件
と
す
る
寒
帯
的
な
草
木
も
、
同
じ

v
 

く
旺
盛
に
繁
茂
す
る
。
麦
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
」
x

。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
和
辻
に

と
っ
て
、
日
本
の
風
景
で
あ
る
。

和
辻
が
『
古
寺
巡
礼
』
に
お
い
て
見
出
し
た
「
日
本
的
な
も
の
」
は
美
学
的
次
元

に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
「
人
間
の
学
」
の
構
想
ま
で
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

湯
浅
泰
雄
や
酒
井
直
樹
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
倫
理
性
と
は
あ
る
意

味
で
回
帰
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
和
辻
に
と
っ
て
の
回
帰
と
は
、

単
純
に
「
日
本
的
な
も
の
」
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
始
原
的
な
る
も
の
」

に
回
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

【
注
】

ω
湯
浅
(
一
九
八
一
年
)
『
和
辻
哲
郎
』
「
一

日
本
回
帰
の
道
」
を
参
照
。
酒
井
(
一
九
九
七
年
)

『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
』
七
九
頁
以
降
参
照
。

仰
和
辻
全
集
、
第
十
巻
、
倫
理
学
第
一
章
を
参
照
。

例
和
辻
全
集
、
第
八
巻
、
風
土
序
論
頁

刷
嶺
秀
樹
(
二
O
O
二
年
)
、
『
ハ
イ
デ
ツ
ガ
!
と
日
本
哲
学
』
、
一
一
五
頁
。

付
湯
浅
泰
雄
(
一
九
七
三
年
)
『
人
と
思
想和辻
哲
郎
』
二
七
頁
以
降
参
照
。

仙
川
和
辻
全
集
、
第
十
巻
、
四
九
頁
。

刊
『
思
潮
』
と
は
、
一
九O
七
年
に
創
刊
し
た
文
芸
雑
誌
『
新
思
潮
』
の
こ
と
で
あ
る
。

州
和
辻
全
集
、
第
二
巻
、
一
七
六

E
一
七
七
頁
。
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山
内
前
掲
書
、
日

付
前
掲
書
、
一
七
八
頁
。

-
七
七
頁
。

(xv) (xiv) (xiii) (xii) (xi) 

和嶺和前前
辻(辻掲掲

実 i 実費者

費量筆
巻、く七

二四養

豆再三
頁五

頁

一
九
一
頁
。

二
三
目
二
四
頁
。

【
文
献
】

和
辻
哲
郎
(
一
九
六
一
目
一
九
七
八
年
)
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
、
岩
波
書
店
。

第
二
巻
「
古
寺
巡
礼
」

第
四
巻
「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」

「
日
本
精
神
史
研
究
」

第
八
巻
「
風
土
」

第
九
巻
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

第
十
巻
、
第
十
一
巻
「
倫
理
学
」

第
十
七
巻
「
上
代
人
の
特
質
に
つ
い
て
」

和
辻
哲
郎
(
二
O
O
二
年
)
『
人
間
存
在
の
倫
理
学
』
、
燈
影
社
。

米
谷
匡
史
「
解
説
」
二
八
一
'
三
O
五
頁
。

オ
l

ギ
ユ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
(
一
九
八
八
年
)
『
風
土
の
日
本
』
、
筑
摩
書
房
。

子
安
宣
邦
(
二
O

一
O
年
)
『
和
辻
哲
郎
を
読
む
』
、
青
土
社
。

高
坂
正
顕
(
一
九
四
七
年
)
『
西
国
幾
多
郎
乙
和
辻
哲
郎
』
、
出
版
社

田
中
久
文
(
二
O
O
O
年
)
『
日
本
の
「
哲
学
」
を
読
み
解
く
|
|
「
無
」
の
時
代
を
生
き
ぬ

く
た
め
に
』
、
ち
く
ま
新
書
。
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酒
井
直
樹
(
一
九
九
六
年
)
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
』
、
新
曜
社
。

(
一
九
九
七
年
)
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
l
|
翻
訳
と
主
体
』
、
岩
波
書
店
。

坂
部

恵
三
九
八
六
年
)
『
和
辻
哲
郎
』
、
岩
波
書
店
。

(
一
九
九
五
年
)
『
和
辻
哲
郎
随
筆
集
』
、
岩
波
書
店
。

嶺

秀
樹
(
二
O
O
二
年
)
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
日
本
の
哲
学
一
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺
元
』
、

『
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

宮
川
敬
之
(
二
O
O
八
年
)
『
和
辻
哲
郎
|
人
格
か
ら
間
柄
へ
』
、
講
談
社
。

ハ
ン
ス
・
リ
ー
ダ
ー
バ
ッ
ハ
(
二
O
O
六
年
)
『
ハ
イ
デ
ガ
!
と
和
辻
哲
郎
』
平
田
裕
之
訳
、

新
書
館
。

湯
浅
泰
雄
(
一
九
九
三
年
)
『
人
と
思
想

和
辻
哲
郎
』
、
三
一
書
房
。

(
一
九
九
五
年
)
『
和
辻
哲
郎
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。

湯
浅
泰
雄
(
一
九
七
三
年
)
『
人
と
思
想

和
辻
哲
郎
』
、
=
二
書
房
。

(
一
九
九
五
年
)
『
和
辻
哲
郎
』
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。

日
独
文
化
研
究
所
年
報
(
二
O
O
九
年
)
『
文
明
と
哲
学
』
、
燈
影
社
。
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An Examination ofWatsuji Tetsuro's concept of "relationship" 

LIU Ching-Yu 

Watsuji Tetsuro was first well-known thanks to Koji-Junrei and Fudo and considered as a specialist on 

Japanese culture. But with his works Rinrigaku (1937-1949), he built an ethics with the help of the major 

concept of "relationship". He thus was criticized by Sakai Naoki and Yuasa Yasuo as being a Japanocentrist. 

However, is the multiplicity of human life determined by environment and climate not closer to his intention 

than his Japanocentrism? In this paper, we will examine, from the perspective of environment and climate, 

Watsuji's position extending from Koji-Junrei and Fudo to Rinrigaku. 

Les mots-cles : Fudo, Koji-Junrei, environment, Rinrigaku, relationship 
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