
〈
研

究

論

文

６

〉

小
野
寺
功
の
「
い
の
ち
／
大
地
の
思
想
」
へ
の
一
考
察

は
じ

め
に

二
〇
〇
九
年
七
月
一
四
日
に
成
立
し
、
二
〇
一
〇
年
七
月
一
七
日
か
ら

本
格
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
脳
死
・
臓
器
移
植
改
正
法
は
、
そ
の
成
立
ま

で
の
間
、
そ
し
て
成
立
し
て
か
ら
も
多
く
の
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ

の
改
正
法
が
人
の
死
の
再
定
義
を
意
味
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

そ
の
最
た
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

脳
死
に
対
す
る
日
本
人
の
反
応
は
、
「
死
は
科
学
的
に
特
定
で
き
る
瞬

間

の
出
来
事
で
あ
り
医
学
的
・
法
的
に
認

め
ら
れ
る
確
実
な
も
の
で
あ
る

と
考
え
」
（
傍
点
著
者
）
ら
れ
て
い
る
欧
米
で
は
「
多
く
の
人
々
が
そ
の

反
応
の
仕
方
を
宗
教
や
伝
統
文
化
の
影
響
に
よ
る
時
代
錯
誤
的
な
も
の
と

考
え
て
い
る
」
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
ー
ロ
ッ
ク
は
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し

ロ
ッ
ク
は
。
日
本
人
の
脳
死
の
受
け
止
め
方
を
調
べ
て
い
る
と
、
「
な
ぜ

欧
米
で
は
、
医
学
に
よ
る
死
の
再
定
義
が
広
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
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受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
重
大
な
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
欧
米

人
に
と
っ
て
死
は
瞬
間
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
日
本
人

に
と

っ
て
は
、
死
は
瞬
間
の
出
来
事
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
」
と
口

ッ
ク
は
語
る
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
「
日
本
人
に
と

っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
死
は
肉
体
の
消
滅
以
上
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
親
族
そ
の
他
の
多
く
の
人
々
に
関

わ
る
社
会
的
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
医
学
的
に
死
が
確
認
さ
れ
て
も
、
家

族

が
そ
の
死
を
受
け
入
れ
る
ま
で
は
、
人
は
最
終
的
に
死
ん
だ
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
日
本
で
は
、
脳
死
患
者
を
死
者
と
し
て
扱
う
こ

と
が
非
常
に
困
難
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
遺
体
を
損
な
う
こ
と
に
対
し

て
も
、
多
く
の
人
が
強
い
抵
抗
感
を
抱
い
て
い
る
」
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
、

こ
う
し
た
こ
と
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
と
し
、
次
の
よ

う
に
語
る
。

脳
死
体
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
を
死

ん
だ
も
の
と
考
え
る
の
は
、



誰

に

と

っ

て

も

容

易

な

こ

と

で

は

な

い

。

生

命

の

徴

候

が

ま

だ

い

ろ

い
ろ
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

も

の

が
精

神

と

脳

の

み

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

脳

の

損

壊

は

個

人

の

死

を

意

味

す

る

こ

と

に

な

る

。

一

方

「
人

間

」

を

成

り

立

た

せ

て

い

る

も

の

が
体

全

体

で

あ

る

と

す

れ

ば

（

さ

ら

に

体

の

外

に

ま

で

広

が

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

と

す

れ

ば

）
、

脳

の

損

壊

は

「
人

間

の

死

」

に

は

な

り

得

な

い
。
（

傍

点

筆

者

）

こ

こ

で

注

目

し

た

い

の

は

、
「
体

の

外

に

ま

で

広

が

っ

て

い

る

も

の

」

が
「
人
間
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
そ

の

人

に

関

わ

っ
て

い

る
人

た

ち

」

に

よ

っ
て

そ

の

人

は

「
人

間

」

と

な

っ

て

い

る

、

と

解

釈

で

き

よ

う

。

こ

う

し

た

考

え

は

、

脳

死

を

「
死

」

と

す

る

場

合

の

、

脳

を

中

心

に

し

た

人

間

論

と

は

異

な

っ

た

捉

え

方

で

あ

る

。

例
え
ば
ト
ゥ
ー
リ
ー
は
、
人
は
「
ヒ
ト
」
と
し
て
生
物
学
的
生
命
を
保
持

し

て

い

る
だ

け

で

は

生

存

権

は

な

く

、
生

存

権

を

得

る

に

は

そ

の
人

が
「
知

的

活

動

能

力

」

を

有

す

る

「
人

格

」

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

し

て

い

る

し

、

エ

ン

グ

ル

ハ

ー

ト

も

「
社

会

的

な

意

味

で

の

人

格

」

と

い

う

枠

は

設

け

て

い

る

が

、
や

は

り

「

ヒ

ト

」

と

し

て

の

生

命

の

保

持

だ

け

で

は

な

く

、

自

己

意

識

、

理

性

、

道

徳

感

覚

な

ど

を

備

え

た

「
人

格

」

で

あ

る

こ

と

を

生

存

権

の
条

件

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

ジ

ェ

イ

ム

ズ

ー
レ

イ

チ

ェ

ル

ズ

は

「

生

」

を

生

物

学

上

の

概

念

と

し

て

の

「

生

き

る

こ

と

」
（
ｂ
ｅ
ｉｎ
ｇ
　ａ
ｌｉｖ
ｅ
）

と

伝

記

上

の

概

念

と

し

て

の

「
生

を

も

つ

こ

と

」
（
ｈ
ａ
ｖ
ｉｎ
ｇ
　ａ
　ｌｉ
ｆｅ
）

と

に

区

別

し

、
「
生

存

権

を

持

つ

資

格

を

与

え

る

特

質

と

い

う

点

に

関

し

て

、

あ

る

個

体

が

生

を

も

つ

な

ら

、

そ

の

個

体

に

は

生

存

権

が

あ

る

」

と

い

う

提
案
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
で
は
、
個
体
に
よ
る
「
生
」
の
所
有
が

人
間

の
「
生
」
の
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
謂
わ
ば
「
生
」
が
内
に
閉

じ
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
生
」
と
は
、
そ

の
よ
う
に
括

っ
て
し
ま
え
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
生
」
に
は
個
人
を

超
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
観
点

か
ら
、
「
い
の
ち
の
思
想
家
」
で
あ
り
、
「
西

田
哲
学
を
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
捉
え
、
そ
こ
か
ら
内
発
的
に
日

本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
一
つ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
」
哲
学
者
で
あ
る

小
野
寺
功
の
「
大
地
の
思
想
」
を
見
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の
小
野
寺

が
共
感
を
持
っ
て
注
目
す
る
新
約
聖
書
学
者
に
し
て
宗
教
哲
学
者
で
あ
る

八
木
誠
一
の
「
統
合
／
フ
ロ
ン
ト
構
造
」
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

小
野
寺
の
思
想
と
八
木
の
思
想
と
の
橋
渡
し
を
し
、
小
野
寺
の
「
大
地
の

思
想
」
の
理
解
を
深
め
、
〈
い
の
ち
〉
へ
の
試
考
を
行
い
た
い
。
そ
れ
故
、

本
稿
は
小
野
寺
功
の
「
い
の
ち
／
大
地
の
思
想
」
か
ら
の
一
考
察
で
も
あ

る
。

一
　

小

野
寺
功
の

「
大
地
」

小
野
寺
は
東
北
岩
手
に
生
を
受
け
た
。
岩
手
の
地
は
、
か
の
天
才
詩
人

宮
沢
賢
治
を
産
み
出
し
た
地
で
あ
り
、
縄
文
の
風
吹
く
形
而
上
的
精
神
風

土
を
形
成
し
て
い
る
地
で
あ
り
、
其
處
で
は
人
間
や
世
界
の
苦
悩
連
帯
の

意
識
に
於
い
て
ロ
シ
ア
の
地
と
深

い
親
近
性
を
持
ち
、
共
苦
を
も
っ
て
「
も

ぞ
い
」
と
の
呟
き
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
地
で
あ
る
。
小
野
寺
は
そ
う
し

た
風
土
と
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
土
着
思
想
を
充
分
に
身
に
宿
し
、
そ
の



大
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
り
、
誠
実
に
全
身
全
霊
を
も
っ
て
其
處
か
ら

思
索
を
行
っ
て
い
る
。

小
野
寺
は
、
そ
う
し
た
大
地
を
純
粋
に
文
学
的
に
表
現
し
得
て

い
る
の

が
宮
沢
賢
治
で
あ
る
と
評
し
、
賢
治
の
創
作
は
「
決
し
て
孤
立
し
て
特
異

な
現
象
な
の
で
は
な
く
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
に
存
在
し
生
動
す
る
普
遍
的
な

も
の
の
、
突
発
的
閃
光
で
あ

る
」
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
普
遍
的
な
存
在
の
根
を
私
は
「
大
地
性
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
は
最
も
素
朴
な
意
味
で
は
動
植
物
が
も
の
を
い
う
世
界
―
い
わ

ば
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て

こ
れ
を
最
も
深

い
意
味
に
と
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
現
象
と
経
験
の
背
後

に
真
の
「
絶
対
」
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
激
し
い
情
熱
で
あ
る
。
イ

ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
深
層
を
流
れ
る
の
は
、
実
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
私
は
思
う
。

意
識
し
て

い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
こ
の
精
神
風
土
は
「
原
風
景
」

と
し
て
誰
の
心
の
奥
に
も
内
在
し
て
お
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
素
顔

を
の

ぞ
か
せ
て

い
る
。
た
だ
、
誰
も
宮
沢
賢
治
ほ
ど
奔
放
自
在
に
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

小
野
寺
の
見
る
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
と
経
験
の
背
後
に
真
の
「
絶
対
」
を

探
究
し
よ
う
と
す
る
激
し
い
情
熱
」
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
語

ら
れ
る
。

私
は
、
賢
治
の
こ
の
自
然
交
感
と
透
明
感
覚
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
大
地
性
と
そ
の
宇
宙
感
覚
と
を
、
特
に
重
要
な
も
の
と
考
え
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
は
人
間

と
物
質
、
精
神
と
対
象
な
ど
と
い
っ
た

自
明
な
近
代
的
二
元
対
立
の
思
考
―
―
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
の
い
わ
ゆ

る
「
コ
ギ
ト
の
病
い
」
－
を
打
破
す
る
実
に
健
康
的
で
出
入
自
在
、

統

合
的

な
場

の
論

理

と
生
命
感

が
み
ら

れ
る
か

ら
で

あ
る
。

こ

の
よ

う
に
小

野
寺

は

、賢

治

が
「
近
代

的
自

我
の
立

場

を

つ
き
破
り

、

個

を

包

む
「

い

の

ち
の
場
」

と
し
て

の
世

界

か

ら
も

の

を
考

え

て

い
る
」

と
見
て
取

る

の
で

あ

る
。

さ
て
、

小

野
寺

は
、
「
近

代
的

二
元

対

立

の
思
考

」

や

「
近

代
的

自
我

の
立
場

」

を

つ

き
破

り
、
「

い
の
ち

の
場

」
と

し
て

の
世

界

か

ら

も
の
を

考

え
て

い

る
者

と
し
て

、
賢

治
の
他

に

も
東

北
に
関

わ
り

の
あ

る
幾
人

か

を
挙
げ

る

が
、

そ
の
中

で
特

に
注
目

す

べ
き
と
し

て
、

鈴
木
大

拙

と
西
田

幾
多

郎

を
挙

げ

る
。

小

野

寺

は
、
大

拙

が
「
日
本

的
霊

性
の
思
想

を

と
り

あ
げ
、

そ

れ
を
大

地
性

と

の
関
連

で
明

ら

か
に

し
た
こ

と
」
を
高

く
評

価

す
る
。

そ
し
て

そ

う

し
た
大

拙

の

「
大

地
」

と
表

裏
を
成

し
て

い
る
西

田

の
「
絶

対
無

の
場

所

」

は
、
「
絶
対

と

相
対

の
交

わ

る
場

、

あ
る

い
は
ま

こ
と

の
神

・
人

性

の
誕

生

の

「
場

所
」

で

あ

る
大

地
的
霊

性

の
理
念
化

の
試

み
で

あ

り
、
聖

霊

の
お

い
て

あ

る
場
所

と
し
て

、
絶
対

者

の
自

己
射

映
点

と

も
み

ら
れ

る

の
で

あ
」

り
、
「
要

す

る
に

大
地

と

は
、
西

田
哲

学

の

い

う
「
於

い
て

あ

る
場

所
』

に

あ
た

り
、

こ

れ
を
キ
リ

ス
ト
教

的
見
地

で

み
れ

ば
、
間
違

い

な

く
三
位

一
体

の
神
の
場

に
相

当
す

る
の
で

あ
る
。

こ

れ
は
同

時
に

、
神

と

人
間

（
世

界

）

と

の
関
係

で

い
え

ば
。
「
神
・

人

性
」

と

い

う
神

と
人

と

の
逆
対

応

の
場

を
も
意

味

す
る
」

と
小
野
寺

は
結

論

づ
け

る
。

つ
ま

り

「
大

地

と

は

い
わ

ば
自

己
成

立

と
世
界

成
立

の
根

底

と

な

る
、
人

間
に

と

っ
て
最

も
重
要

な
場

」

な
の
で

あ
る
。
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と

こ

ろ

で

、

こ

う

し

た

大

拙

と

西

田

の

「
大

地

」

と

、

前

述

の

賢

治

の

イ

ー

ハ

ト

ー

ヴ

的

「
大

地

」

と

は

、

同

じ

「

い

の

ち

の

場

」

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

こ

こ

ま

で

見

て

き

た

と

こ

ろ

か

ら

両

者

に

共

通

性

を

見

出

す

こ

と

は
で
き
よ
う
。
ま
た
小
野
寺
は
、
賢
治
が
「
小
岩
井
農
場
」
と
い
う
詩
で

述
べ
て
い
る
d
e
r
 
h
e
i
l
i
g
e
 
P
u
n
k
t
に
あ
た
る
も
の
を
、
西
田
が
さ
ら
に
徹

底
す
る
形
で
v
a
n
i
s
h
i
n
g
 
p
o
i
n
t
と
表
現
し
て
い
る
と
し
、
「
西
田
哲
学
の

核

心

を

な

す

こ

の

ｖ
ａ
ｎ
ｉｓ
ｈ
ｉｎ
ｇ
　ｐ
ｏ
ｉｎ
ｔ
の

思

想

は

、

絶

対

者

と

相

対

者

が

絶

対

的

に

矛

盾

し

相

反

す

る

も

の

で

あ

り

な

が

ら
、

同

時

に

決

し

て

離

れ

る

こ

と

の

で

き

な

い
統

一

世

界

を

形

成

し

て

い

る

と

い

う

実

在

の

真

相

を

、

的

確

に

表

現

し

て

い

る
」

と

西

田

を

評

し

て

お

り

、

こ

こ

か

ら

大

拙

や

西

田

の

「
大

地

」

と

賢

治

の

イ

ー

ハ

ト

ー

ヴ

的

「
大

地

」

と

に

関

係

が

あ

る

こ

と

は

確

か

で

は

あ

る

の

だ

が

、

し

か

し

、

両

者

の

「
大

地

」

を

同

じ

と

す

る

こ

と

に

は

幾

ら

か

の

違

和

感

が

拭

い

き

れ

な

い

と

こ

ろ

が

あ

ろ

う
。
小

野

寺

自

身

は

こ

の
両

者

に

つ

い
て

次

の

よ

う

に

述

べ
て

い

る

。

私

の

場

合

、
い

つ

も

「
そ

こ

か

ら

そ

こ

へ

」

と

立

ち

還

る
場

所

は

、

「
三
位
一
体
の
場
所
」
と
し
て
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
―
神
の
場
と
し
て

の

大

地

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

大

地

が

、

ど

う

い

う

わ

け

か

、

私

の

生

ま

れ

故

郷

で

あ

る

東

北

の
大

地

、

宮

沢

賢

治

が

イ

ー

ハ

ト

ー

ヴ

と

呼

ん

だ

あ

の

清

冽

な

風

土

と

二

重

映

し

に

な

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

言

わ

れ

て

い

る

「
ど

う

い

う

わ

け

か

」

と

は

。

実

に

意

味

深

な

言

葉

で

あ

る

。

一

体

、

ど

の

よ

う

に

二

重

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

以

下

で

は

、

そ

の

二

重

性

を

読

み

解

く

鍵

と

し

て

、

八

木

誠

一

が
提

唱

す
る
「
場
所
論
的
神
学
」
の
中
核
を
な
し
て
い
る
「
統
合
／
フ
ロ
ン
ト
構

造
」
論
を
見
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　

八
木

誠
一

の
「
統
合
／

フ

ロ
ン
ト
構
造
」

論

八
木
は
、
わ
れ
わ
れ
の
本
来
の
あ
り
方
は
、
「
フ

ロ
ン
ト
構
造
」
を
な

し
て
「
統
合
」
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
。
以
下

で
は
フ

ロ
ン

ト
構
造
を
中
心
に
統
合
論
に
つ
い
て
見
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
尚
、
こ
れ

は
自
覚
の
場
に
於
い
て
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
類
比
的
な
語
り
と
な

る
。フ

ロ
ン
ト
構
造
は
、
隣
接
し
た
部
屋
と
い
う
例
え
を
用

い
な
が
ら
説
明

す
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。
隣
接
し
た
部
屋
Ａ
と
Ｂ
が
あ
り
、
両
部
屋

を
隔
て
る
壁
Ｗ

が
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
あ
る
。
Ｗ
は
Ａ
か
ら
見
る

な
ら
ば
Ａ
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
隣
り
に
Ｂ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
出

し
て
い
る
。
同
様
に
、
Ｂ
に
は
Ｗ
に
於
い
て
Ａ
が
Ｂ
の
一
部
と
し
て
、
し

か
も
そ
れ
が
Ｂ
に
と
っ
て
Ａ
の
代
表
と
し
て
表
出
し
て

い
る
。
Ａ
と
Ｂ
と

は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
が
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
。
Ａ
は
Ａ
だ
け
で
Ａ
な
の

で
は
な
く
、
Ｂ
と
い
う
他
者
と
フ
ロ
ン
ト
（
前
面
／
前
線
）
に
よ
っ
て
関

わ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
磁
石
の
Ｎ
極
と

Ｓ
極
が
区
別
は
で
き
る
が
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
互
い
を
前
提
と
し

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
と
し
て
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
Ｗ
（
そ

れ
ぞ
れ
の
フ
ロ
ン
ト
）
と
い
う
関
わ
り
（
関
わ
り
／
出
会
い
の
場
）
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
Ａ
と
Ｂ
と
は
互
い
を
前
提
と
し

つ
つ
各
々
「
極
」
と
し
て
、

Ａ
は
Ａ
で
あ
り
得
、
Ｂ
は
Ｂ
で
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
極
と
極



と

の
関

わ
り
合

い
に
よ

っ
て
成

り
立

つ
構

造

を
、
八

木

は

「
フ

ロ
ン
ト
構

造
」

と
名
付

け
る

。
勿

論
こ

の
極
同

士

の
連
関

は
二

つ

の
も

の
の
間

だ

け

の
事
柄
に
限
ら
れ
は
し
な
い
。
上
記
の
例
え
に
用
い
た
部
屋
が
多
角
形
―

究
極
的
に
は
円
―
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
連
関
は
複
雑
に
な
っ
て
い

く
。

部
屋

の
区
画

で
す

ら

そ
う
で

あ

る
の
だ

か
ら

、
そ

れ

を
「
世
界

」

に

見
て

い
く
な

ら
ば
尚

更

で

あ
る
。

フ

ロ

ン
ト
構

造

は
、

次

の
三

つ

に
類

型
化

さ
れ

る

「
フ

ロ

ン
ト

交
換

」

と

い
う
働

き

を
為

す
動

態
的

な
構
造

で

あ
る

。

「
実
質
型
」
…
物
質
の
授
与
を
伴
う
フ
ロ
ン
ト
構
造
＝
交
換
。
例
え
と
し

て

は
、

心
臓

と
肺

と
の

フ

ロ
ン
ト
構

造

に

お

い
て

は
、

心

臓

の
フ

ロ

ン
ト
で

あ

る
血

液

を
、
肺

の
働

き
の
構

成
要

素

と

し
て

変
容
・

同
化

。

「
波
動
型
」
…
受
信
器
が
発
振
器
に
共
鳴
す
る
よ
う
な
フ
ロ
ン
ト
構
造
＝

交

換
。

こ

の
「
波
動

」

の
意
味

は

、
単

に
物

理
的

、
生

物

学

的

レ

ペ
ル
に

と
ど
ま

ら
ず

、

わ
れ

わ
れ

の
感
覚

や
、

或

る
思
想

家

の
思
想

が
別

の
人

に
影

響
を

与

え

る
よ
う

な
場

合

も
含

ま

れ
る
。

「
場
　

型
」
…
超

越
と

個

と
の

フ
ロ

ン
ト
構

造
。

上
記

二

つ
の

水
平

面

の

フ

ロ

ン
ト
構

造

を
成
り

立
た

せ
て

い
る
垂
直

面

の
フ

ロ

ン

ト

構
造

で

あ
り

、
こ

こ
に
於

い
て

フ

ロ

ン
ト
構
造

が
顕

わ

に

な

る
。

わ
れ

わ
れ

は
互

い
に

支

え
合

っ
て

い
る
と

い
う
水
平

方

向
の

フ

ロ
ン
ト

構
造

的
関

係

に
よ

っ
て

有

り
、
同

時

に
そ

う
し
た

フ

ロ

ン
ト
構
造

を
成

り

立

た
せ
て
い
る
「
場
」
に
於

い
て
在
る
。
「
場
」
と
い
う
超
越
の
フ
ロ
ン

ト
を
宿
す
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ロ
ン
ト
構
造
は
、
円
環
（
八
木
の
用
語
で
言

え
ば
「
統
合
体
」
）
を
成
す
。
こ
う
し
た
働
き
を
し
て
い
る
「
統
合
の
場
」

―
「
こ
う
し
た
く
は
た
ら
き
〉
で
あ
る
統
合
の
場
」
と
言
っ
た
方
が
よ
り

適
切
か
も
し
れ
な
い
―
を
音
楽
を
類
比
と
し
て
用
い
て
解
説
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

音
と
い
う
も
の
は
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
音
は
他
の
音
と
の
区

別
に
よ
っ
て
一
つ
の
音
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
音
た
ち

が
心
と
い
う
統
合
の
場
に
於
い
て
互
い
に
調
和
し
、
ま
と
ま
り
を
成
し
て

音
楽
を
形
成
し
て

い
く
。
心
が
音
楽
を
包
み
込
み
、
心
の
場
に
お
か
れ
た

音
楽

が
心
を
表
出
す
る
。
心
も
、
音
楽
に
よ
っ
て
形
を
成
す
。
こ
こ
に
心

と
音
楽
の
一
が
見
て
取
れ
る
。
心
と
音
楽
と
い
う
二
つ
が
一
つ
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
。
音
楽
が
心
の
場
に
お
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
的
に

心
と
音
楽
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
水
平
方
向
（
極
同
士

の
関
係
）
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
は
、

垂
直
方
向
（
超
越
と
個
の
関
係
）
の
フ
ロ
ン
ト
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
お
り
、
統
合
を
成
す
よ
う
に
超
越
（
「
統
合
存
在
の
根
柢
の
場
」
）
か
ら

働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
は
た
ら
き
〉
を
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」

に
見
て

い
く
な
ら
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
〈
生
〉
は
、
〈
統
合
存
在
の
根
柢
の

場
の
は
た
ら
き
〉
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
八
木
の
「
統
合
／
フ

ロ
ン
ト
構
造
」
論
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
八
木
洋
一
は
、
論
文
「
コ
ミ
ュ
ニ
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ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
と
そ
の
原
像
」
で
興
味
深
い
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
贈
与
論
を
も
含

め
た
、
「
一
人
の
少
女
が
、
慕
い
を
よ
せ
る
少
年

に
手
作
り
の
セ
ー
タ
ー
を
編
ん
で
彼
の
誕
生
日
に
贈

る
」
と

い
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。
少
女
が
少
年
に
慕

い
を
よ
せ
る
。
フ
ロ
ン
ト
構
造
論
的

に
は
、
そ
こ
で
少
女
自
身
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
少
年
を
少
女
自

身
の
中
に
見

も
す
る
し
、
少
年
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
少
女
自
身

を
少
年
の
中
に
見

も
す
る
。
少
女
が
少
年

へ
の
慕
い
を
籠
め
て
セ
ー
タ
ー

を
編
む
。
こ
の
セ
ー
タ
ー
は
少
女
の
慕
い
が
籠
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
意

味
で
少
女
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
り
、
少
女
の
編
む
と
い
う
仕
事
の
成
果
と
し

て
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
少
女
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
る
。
贈
物
と

し
て
の
手
編
み
の
セ
ー
タ
ー
は
、
こ
う
し
て
少
女
を
表
出
す
る
フ
ロ
ン
ト

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
贈
物
は
相
手

が
い
な
け
れ
ば
贈
物
た
り
得

な
い
。

故
に
、
贈
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
相
手
を
も
フ

ロ
ン
ト
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
贈
物
は
相
手
に
受
け
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

よ
っ
て
贈
物

と
し
て
成
立
す
る
。
少
年
が
少
女
の
贈
物
を
受
け
取
る
と
い

う
こ
と
は
、
少
女

の
フ
ロ
ン
ト
を
少
年
自
身
を
構
成
す
る
フ
ロ
ン
ト
と
し

て
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
年

が
セ
ー
タ
ー
を
受

け
取
り
、
少
女
に
お
礼
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
で
織
り
重
な

っ
た
フ
ロ
ン
ト
を
含
ん
だ
少
年
の
フ

ロ
ン
ト
が
、
ま
た
少
女
の
フ
ロ
ン
ト

と
も
な
る
。
八
木
洋
一
は
、
こ
の
よ
う
な
互
い
に
極
と
な
っ
て
関
わ

る
円

環
的
働
き
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、
「
八
木
が
『
フ
ロ
ン
ト
交
換
』

と
呼
ぶ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
〈
生
命
の
活
動
〉
」
を
見
る
。

こ
の
例
は
、
八
木
の
「
統
合
／
フ
ロ
ン
ト
構
造
」
の
水
平
方
向
の

く
は

た
ら
き
〉
に
重
点
を
置
い
た
も
の
と
し
て
見

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
水
平
方
向
の

く
は
た
ら
き
〉
は
、
垂
直
方
向
の

く
は
た
ら
き
〉

に
よ
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
究
極
的
に
は
そ
れ
ら
は
同
じ

く
は
た
ら
き
〉
な

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
別
の

く
は
た
ら

き
〉
と
し
て
も
受
け
取
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
二
重
の
大
地
―
―
「
い
の
ち
」
と
い
う
〈
は
た
ら
き
〉

わ
れ
わ
れ
は
常
に
既
に
し
て
共
に
［
居
／
為
］

る
。
個
は
他
と
フ
ロ
ン

ト
に
よ
っ
て
関
わ
り
合
い
、
フ
ロ
ン
ト
構
造
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
存
在

し
得
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ロ
ン
ト
に
於
け
る
関
わ
り
と
し
て
何

ら
か
の
行

為
が
為
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
の

呼
び
か
け
か
ら
始
ま

る
。
そ
し
て
言
葉
の
や
り
と
り
や
、
時
に
は
物
の
や

り
と
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
行
為
は
透
明
な
た
だ
の

行
為
と
し
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
何
ら
か
の
〈
想
い
〉

が
籠

め
ら
れ
て

い
る
。
八
木
洋
一
が
挙
げ
た
例
で
は
、
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
に

過
ぎ
な

い
。
行
為
に
籠

め
ら
れ
た
〈
想
い
〉
。
そ
れ
も
行
為
者
の
フ

ロ
ン

ト
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
は
相
手
の
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
相
手
の

一
部
を
構
成
す

る
要
素
と
も
成
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
寄
せ
ら
れ
た
〈
想

い
〉
を
自
ら
の
一
部
と
し
て
取
り
込
み
、
そ
れ
を
も
含
め
た
「
私
」
と
し

て
生
き
て

い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
〈
想
い
〉
が
消
化
・
吸
収
さ
れ
、

解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
そ
の
〈
想
い
〉
を

寄

せ
た
者

は
、
そ
の
寄
せ
た
〈
想
い
〉
を
前
提
と
し
て
更

な
る
〈
想

い
〉

を
寄
せ
て
い
く
だ
ろ
う
。
ま
た
、
〈
想

い
〉
を
寄
せ
ら
れ
た
者
も
、
そ
の



寄
せ
ら
れ
た
〈
想

い
〉
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
相
手
と
関
わ
っ
て

い
く
こ

と
だ
ろ
う
。
〈
想
い
〉
は
こ
う
し
て
織
り
重
な
っ
て
い
く
。
〈
想
い
〉
は
以

前
の
〈
想

い
〉
に
織
り
重
な
っ
て
い
き
、
行
為
は
そ
の
織
り
重
な
っ
た
〈
想

い
〉
に
導
か
れ
て
為

さ
れ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
互

い
に

〈
想
い
〉
を
寄
せ
合

い
、
〈
想
い
〉
を
織
り
重
ね
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
共
に

［
居
／
為
］
る
。
こ
う
し
た
〈
は
た
ら
き
〉
は
、
「
我
‐
汝
」
の
間
に
限
ら

な
い
だ
ろ
う
。
い
や
む
し
ろ
〈
想
い
〉
は
直
接
に
働
く
の
で
な
い
場
合

の

こ
と
の
方

が
多

い
か
も
し
れ
な

い
。
〈
想

い
〉
は
織
り
重
な
り
、
響
き
わ

た
る
。
そ
れ
は
誰
／
何
の
、
誰
／
何
へ
の
〈
想

い
〉
で
あ
っ
た
か
は
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
〈
は
た
ら
き
〉
は
其
處
に
働
い
て
い
る
。

フ
ロ
ン
ト
構
造
に
於
い
て
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
〈
想

い
〉
を

織
り
成
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
編
ま
れ
た
〈
想
い
〉
に
よ
っ
て
相
対
者
間

の
壁
は
彩

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
壁
は
、
水
平
方
向
の
「
大
地
」
と
し
て
わ

れ
わ
れ
の
心
の
奥
底
に
宿
る
。
そ
の
水
平
方
向
の
「
大
地
」
か
ら
の
〈
統

合

へ
の
は
た
ら
き
〉
は
、
織
り
な
さ
れ
た
〈
想
い
〉
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ

に
働
き
か
け
る
。
そ
の
〈
は
た
ら
き
〉
は
究
極
的
に
は
―
―
徹
底
す
れ
ば
―
―

垂
直
方
向
の
〈
は
た
ら
き
〉
、
つ
ま
り
〈
統
合
存
在
の
根
柢
の
場
の
は
た

ら
き
〉
で
あ
り
、
西
田
哲
学
的
に
言
え
ば
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
於
け
る

絶
対
者
と
相
対
者
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
〈
は
た
ら
き
〉
で
あ

る
。わ

れ
わ
れ
は
、
水
平
方
向
の
関
係
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
、
編
ま
れ
た

「
大
地
」
に
於
い
て
、
「
大
地
」
と
い
う
／

か
ら
の
〈
は
た
ら
き
〉
に
促
さ

れ
て
、
様
々
な
こ
と
を
感
受
す
る
。
其
處
で
受
け
取

ら
れ
た
〈
は
た
ら
き
〉

は
、
徹
底
す
れ
ば
垂
直
方
向
の
「
大
地
」
の
〈
は
た
ら
き
〉
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
垂
直
方
向
の
「
大
地
」
の
〈
は
た
ら
き
〉

は
、
水
平
方
向
の
関
係
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
、
編
ま
れ
た
「
大
地
」
に

於
い
て
、
「
大
地
」
と
い
う
／
か
ら
の
〈
は
た
ら
き
〉
を
通
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
感
受
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
野
寺
の
「
神

そ
の
も
の
と
し
て
の
実
存
的
聖
霊
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
超
越
で
あ
り
、

人
間

の
霊
性
に
媒
介
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
私
た
ち
の
心
の
現
実
と
な
る
」

と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
賢
治
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
的
「
大
地
」
と
は
、
そ
う
し
た
垂
直
方
向
の
「
大

地
」
を
背
景
に
し
た
相
対
者
間
に
於
け
る
水
平
方
向
の
「
大
地
」
を
表
象

し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
し
て
の
「
大
地
」
に
於
い
て
生

か

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
於
い
て
〈
想
い
〉
に

よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
「
大
地
」
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

が
〈
想
い
〉
を
籠

め
て
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
い
の
ち
〉
は
顕
在
化

さ

せ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
と
っ
て
い
る
〈
い
の
ち
〉
と
は
、
こ
う
い

っ
た
〈
は
た
ら
き
〉
に
於
け
る
〈
い
の
ち
〉
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ

ま
り
〈
い
の
ち
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
関
わ
り
に
於
い
て
呼
び
か
け
、〈
想

い
〉
を
寄
せ
、
織
り
重
ね
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
〈
は
た
ら
き
〉

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
〈
は
た
ら
き
〉
は
必
然
で
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に

よ
る
〈
想
い
〉
に
よ
っ
て
も
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
故
に
、
そ
う
し
た
〈
想
い
〉
が
寄
せ
ら
れ
ず
、
生
か
さ
れ
ず
、
死
を
与
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え

ら
れ

て
し

ま

っ

て

い

る
者

た

ち
か

ら
は

、
〈

想

い
／

い
の

ち
〉

を
求

め

る

「
私

は

此
處

に

ゐ
ま

す
」

と

い
う
無

言
の
叫

び
／

訴

え

が
発

せ

ら
れ

る

こ
と

と

な
る

。
こ

の
叫

び
／

訴
え

は
、

わ

れ
わ

れ
の

〈
想

い
〉

が
閉

じ
て

し
ま

い
、

わ
れ

わ
れ

が
わ

れ
わ

れ
で

は
な

く
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る
と

い

う

こ
と

に
対

す

る
警

告
で

も
あ

る
。
小

野
寺

が
深
く

共
感

を
抱

く
賢

治

の

「
世

界

が
ぜ

ん
た

い
幸
福

に

な

ら
な

い

う
ち

は
個

人

の
幸

福

は

あ
り

得

な

叫
」
と
い
う
言
葉
／
祈
り
も
、
こ
う
し
た
〈
は
た
ら
き
〉
で
あ
る
〈
想
い

／

い
の
ち
／

大
地

〉

か

ら
の
苦

悩
連

帯
、

共
苦

か

ら

の
も

の
で

あ
ろ

う
。

わ

れ
わ

れ
は

、
否

応

な

く
共

に

［
居
／
為

］

る
。

そ

れ

は
、

わ
れ

わ
れ

が
、
他

者

と

〈

い
の
ち
／

は

た
ら

き
〉

を
分

か
ち
合

っ
て

い
る

と
こ
ろ

に

生

起

し

、
〈

想

い
〉

を

寄
せ

合

う
よ

う

に
共

に

［
居
／

為

］

る
、

と

い
う

こ
と
で

あ
り

、
つ
ま

り

そ
れ

は
、「
わ
れ

わ
れ
で

あ

る
」
と

い
う
こ

と

が
〈

い

の

ち
〉

で
あ

る
と

い
う
こ

と
を
意

味

し
て

い
よ
う

。

わ
れ

わ

れ
は
、

わ

れ
わ

れ
で

あ
る

が
故

に

、
他

者

の

〈

い
の
ち
〉

を
育

む

よ
う

、
呼

び
か
け

、
応

え

る
よ
う

、
共

に

［
居
／

為

］

る
よ

う
に
要

求

さ
れ
て

い
る
。

そ

う
し
た

関
係

に
於

い
て

〈
想

い
〉

が
織

り

重
ね

ら
れ
て

い
く

こ
と

に
よ

っ
て

顕
在

化

す

る
関

係

の
〈
は

た

ら
き
〉

で

あ

る
〈

い
の

ち
／
大

地
〉

に
よ

っ
て

、

わ
れ

わ
れ
は
生

か

さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

お

わ

り

に

脳

死

に
近

い
と

思
え

る
娘

の

い
る
両

親

に
と

っ
て
、

し

か
し

そ
の
娘

は

間
違

い
な

く

生

き
て

い
る
。

そ

れ
は

、
其

處

に
織

り

重
な

っ
た

〈
想

い
〉

に

よ

っ
て
生

起

し
て

い

る
〈

い
の
ち
〉
が
働

い
て

い

る
か

ら
で

あ
る
。
〈
想

い
〉

と
は

、
非
常

に
陳
腐

で
非

合
理
的

、
非
論

理

的
で

あ
る
よ

う
に
思

わ

れ
る

か
も

し
れ

な

い
。

し
か

し
、
そ

れ
が

わ
れ

わ
れ
を

生
か

し
て

い
る
重

要

な

〈
い
の

ち
〉
＝
〈
は

た
ら

き
〉
で

あ
る

こ
と

も
、
ま

た
確

か
な
こ

と
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
野
寺
の
「
い
の
ち
／
大
地
の
思
想
」
、
二
重
の
「
大

地
」

の

〈
は

た

ら
き
〉

は
、

わ
れ

わ
れ
に

そ
の

こ
と

を
示

し

て
く

れ
て

い

る

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

そ
し

て
、

こ
う
し

た

〈
は
た

ら
き
〉

を
忘

れ
て
し

ま

っ
た
時

、

わ

れ
わ

れ
は

〈

い
の

ち
〉
に
死

が
与

え

ら
れ
て

し
ま

う
状
況

を
平

気

で
素

通
り

し
て

し
ま

う
こ

と
と
な

ろ
う

。

そ
れ
は

つ
ま
り

「
わ

れ

わ

れ

で

あ

る
〈

い
の

ち
〉
」

を
失

っ
て

し
ま

う
と

い
う
こ

と
を

意
味

す

る

の

で
あ

る
。

（

１

）
　

マ

ー

ガ

レ

ッ

ト

ー

ロ

ッ

ク

『

脳

死

と

臓

器

移

植

の

医

療

人

類

学

』

（

坂

川

雅

子

訳
）
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
三
頁
。
［
Ｍ
ａ
ｒ
ｇ
ａ
ｒ
ｅ
ｔ
　
Ｌ
ｏ
ｃ
ｋ
，
　
Ｔ
Ｗ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｄ

：
　
Ｏ

ｒ
ｇ
ａ

ｎ

　
Ｔ
ｒ
ａ

ｎ

ｓ
ｐ

ｌａ

ｎ

ｔｓ

　ａ
ｎ

ｄ

　ｔ
ｈ
ｅ

　Ｒ

ｅ

ｉｎ

ｖ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　ｏ
ｆ

 Ｄ

ｅ

ａ

ｔ
ｈ

，
　
Ｕ

ｎ

ｉｖ
ｅ

ｒ
ｓ

ｉ
ｔｙ

　ｏ

ｆ

（

Ｃ
ａ

ｌ
ｉ
ｆｏ

ｒ
ｎ

ｉａ

　
Ｐ

ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

， 　
Ｂ

ｅ

ｒ
ｋ
ｅ

ｌｅ
ｙ
,
　
Ｃ

ａ

ｌ
ｉ
ｆｏ

ｒ
ｎ

ｉａ

，
　
２
０

０

１
．

」

（

２

）
　

同

書

、

六

頁

。

（

３

）
　

同

書

、

三

頁

。

（

４

）
　

同

書

、

七

頁

。

（

５

）
　

同

右

。

（

６

）
　

同

右

。

（
７
）
　
マ
イ
ケ
ル
ー
ト
ゥ
ー
リ
ー
「
嬰
児
は
人
格
を
持
つ
か
」
Ｈ
・
Ｔ
・
エ
ン
ゲ
ル

ハ
ー
ト
、
Ｈ
・
ヨ
ナ
ス
ほ
か
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
基
礎
―
欧
米
の
「
生
命

倫
理
」
論
』
（
加
藤
尚
武
・
飯
田
亘
之
編
）
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、

九
四
－
一
一
〇
頁
、
Ｈ
・
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
ー
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
「
医
学
に
お
け

る

人

格

の

概

念

」

同

書

、

一

九

－

三

二

頁

。

（
８
）
　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
ー
レ
イ
チ
ェ
ル
ズ
『
倫
理
学
に
答
え
は
あ
る
か
―
ポ
ス
ト
・
ヒ



ユ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

視

点

か

ら

』

（

古

牧

徳

生

、

次

田

憲

和

訳

）

世

界

思

想

社

、

二
〇
一
一
年
、
五
二
―
五
三
、
八
五
頁
。
［
J
ａ
ｍ
ｅ
ｓ
　
Ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｌ
ｓ

，

Ｃ

ａ
ｎ

　
Ｅ

ｔ
ｈ

ｉｃ
ｓ

Ｐ
ｒ
ｏ

ｖ

ｉ
ｄ
ｅ

　Ａ

ｎ

ｓ
ｗ

ｅ
ｒ
ｓ

　
ｒ

　：
　
Ａ

ｎ

ｄ

　Ｏ

ｔ
ｈ
ｅ
ｒ

　
Ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｙ
ｓ

　
ｉｎ

　
Ｍ

ｏ

ｒ
ａ

ｌ
　Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｙ

， 　
Ｒ
ｏ
w

ｍ

ａ
ｎ

＆

　
Ｌ

ｉｔ
 ｔ
i
e
 ｆｉ
ｅ

ｌ
ｄ

　
Ｐ
ｕ

ｂ

ｌ
ｉｓ
ｈ
ｅ

ｒ
ｓ

，　
１
９

９
７

．
］

（
９
）
　
小
野
寺
功
『
聖
霊
の
神
学
』
春
風
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
一
頁
。

（

1 0

）
　

例

え

ば

、

同

書

、

一

八

二

－

一

八

五

頁

、

『

大

地

の

神

学

－

聖

霊

論

』

行

路

社

、

一
九
九
二
年
、
一
二
八
―
一
三
〇
頁
（
＊
以
下
、
『
大
地
の
神
学
』
と
略
す
）
、
『
西

田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
ヘ
ー
鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
論
を
媒
介
と
し
て
―
」

日

本

宗

教

学

会

『

宗

教

研

究

」

三

六

五

号

八

四

巻

二

輯

、

二

〇

一

〇

年

、

四

七

（

二

五

一

）

頁

。

（

1 1

）
　

小

野

寺

功

『

大

地

の

文

学

［

増

補

］

賢

治

・

幾

多

郎

・

大

拙

』

春

風

社

、

二

〇

〇

四

年

、

二

四

、

三

四

、
七

五

、

八

〇

、

一

〇

六

－

一

〇

九

頁

（

＊

以

下

、

『

大

地

の

文

学

」

と

略

す

）

。

（

『

評

論

賢

治

・

幾

多

郎

・

大

拙

－

大

地

の

文

学

』

春

風

社

、

二

〇

〇

一

年

）

（
1
2
）
　
同
書
、
四
〇
頁
。

（

1 3
）
　
同
書
、
四
〇
―
四
一
頁
。

（

1 4

）
　

同

書

、

五

五

頁

。

（

1 5

）
　

同

書

、

八

五

頁

。

（

1 6

）
　

同

書

、

一

四

八

頁

。

（

1 7
）
　
小
野
寺
『
大
地
の
神
学
』
六
〇
頁
。

（

1 8

）
　

小

野

寺

『

大

地

の

文

学

』

二

〇

八

頁

。

（

1 9

）
　

同

書

、

一

五

五

頁

。

（

20
）
　
宮
沢
賢
治
「
小
岩
井
農
場
」
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
一
巻
、
ち
く
ま
文
庫
、

一

九

八

六

年

、

六

八

－

一

〇

一

頁

。

（

2
1

）
　

同

書

、

九

八

頁

。

（

22
）
　
西
田
幾
多
郎
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
［
第

四

刷

］

（

一

九

四

九

年

［

初

刷

］

）
、

四

五

一

頁

。

（
2
3
）
　
小
野
寺
『
大
地
の
文
学
』
　
一
四
－
一
五
頁
。

（
2
4
）
　
小
野
寺
『
大
地
の
哲
学
―
場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教
』
三
一
書
房
、

一
九
八
三
年
、
一
〇
五
頁
（
＊
以
下

『
大

地
の
哲
学
』
と
略

す
）
。

（
2
5
）
　
主
に
、
八
木
誠
一
　
『
フ
ロ
ン
ト
構
造
の
哲
学
―
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
互

理
解
の
た
め
に
』
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年

を
参
考

。

（
2
6
）
　
八
木
洋
一
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
と
そ
の
原
像
」
『
四
国
学
院
大
学

論
集
』
第
九
九
号
、
四
国
学
院
文
化
学
会
、
一
九
九
九
年
三
月
、
二
五
―
四
七
頁
。

尚
、
八
木
誠
一
と
区
別
す

る
為
、
八
木
洋

一
は
常

に
姓
名
で
記

す
こ
と
と

す
る
。

（
2
7
）
　
同
論
文
、
三
四
―
三
九
頁
。

（
2
8）
　
同
論
文
、
三
八
頁
。

（
2
9）
　
小
野
寺

『
大
地
の
哲
学
』
六
九
頁
。

（
3
0）
　
宮
沢
賢
治

「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
一
〇
巻
、

ち
く
ま

文
廊
、
一
九
九
五
年
、
一
八
頁
。

（
3
1）
　
朝

日
新
聞

。
二
〇
〇
九
年
六
月
一
九
日
朝
刊
。
三
九
面
。

（

と

り

い

・

ま

さ

し

、

宗

教

哲

学

・

生

命

倫

理

学

、

立

教

大

学

大

学

院

）
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