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は
じ
め
に

　
環
境
と
人
間
の
問
題
に
関
し
て
多
様
な
議
論
を
展
開
す
る
環
境
倫
理
学

の
中
で
本
稿
は
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
責
任
の
倫
理
に
注
目
し
、
和
辻
哲
郎

の
倫
理
学
と
比
較
す
る
。
両
者
の
論
じ
る
倫
理
と
責
任
は
従
来
の
倫
理
学

と
は
異
な
り
、
通
時
性
に
着
目
し
た
倫
理
概
念
を
提
起
し
、
倫
理
と
責
任

の
基
盤
と
な
る
共
同
性
を
も
射
程
に
入
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
現
代
の
環

境
倫
理
学
が
論
点
と
す
る
世
代
間
の
責
任
の
問
題
、
現
在
世
代
の
間
で
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
共
同
性
の
回
復
の
問
題
に
活
用
で
き
る
。

　
両
者
の
比
較
は
Ｗ
・
Ｒ
・
ラ
フ
ル
ー
ア
が
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
の
親
和
性
を

指
摘
し
た
の
に
対
し
、
品
川
哲
彦
に
よ
っ
て
類
似
性
は
あ
る
が
親
和
性
は

希
薄
と
す
る
研
究
が
あ
る）

1
（

。
本
稿
で
は
、
未
来
世
代
へ
の
責
任
と
現
在
世

代
の
倫
理
の
問
題
に
対
し
、
改
め
て
ヨ
ナ
ス
の
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理
と

和
辻
の
「
間
柄
」
の
倫
理
を
検
討
す
る
。
第
一
に
、
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
の
倫

理
概
念
の
原
型
が
親
子
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
両
者

に
お
い
て
共
通
し
て
論
じ
ら
れ
る
全
体
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
し
、

彼
ら
の
想
定
す
る
全
体
性
が
具
体
的
に
は
共
同
性
と
公
共
性
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
三
に
、
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
の
全
体
性
は
そ
の
内
実
に

お
い
て
人
間
存
在
の
捉
え
方
の
点
で
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最

後
に
、
二
人
の
共
同
性
の
議
論
に
あ
る
問
題
点
を
示
し
、「
世
代
間
倫
理
）
2
（

」

に
求
め
ら
れ
る
共
同
性
と
倫
理
的
責
任
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
考
察
す

る
。

一
　
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理

　
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（
一
九
〇
三
│
一
九
九
三
）
は
『
責
任
と
い
う
原
理
』

（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
、
現
代
の
科
学
技
術
の
累
積
性
と
自
己
増
殖
に

よ
る
不
可
逆
的
な
自
然
環
境
の
破
壊
を
止
め
る
に
は
従
来
の
倫
理
学
で
は

対
応
で
き
な
い
と
し
、「
人
類
の
存
続
」
を
基
礎
付
け
る
新
た
な
倫
理
の

増
　
田
　
敬
　
祐
　

〈
研
究
論
文
２
〉

　
和
辻
倫
理
学
「
間
柄
」
と
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理
の
検
討

│
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
「
世
代
間
倫
理
」
の
可
能
性
と
し
て

│
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と
類
似
す
る）

7
（

。
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
の
議
論
に
は
関
係
性
を
論
じ
る
上
で
空

間
性
の
視
点
が
希
薄
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
子
関
係
に
生

じ
る
責
任
を
形
作
る
そ
も
そ
も
の
倫
理
は
ど
こ
で
醸
成
さ
れ
、
個
別
的
な

責
任
が
ど
の
よ
う
に
社
会
的
な
責
任
と
し
て
合
意
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て

説
明
が
な
い
。
そ
こ
で
ヨ
ナ
ス
に
は
な
い
空
間
性
の
視
点
を
取
り
込
み
な

が
ら
倫
理
の
醸
成
と
責
任
の
共
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
議
論
す
る
和
辻
哲
郎

の
「
間
柄
」
の
倫
理
を
次
に
み
る
。

二
　
和
辻
哲
郎
の
「
間
柄
」
の
倫
理

　
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
│
一
九
六
〇
）
は
『
風
土
』（
初
版
一
九
三
五
、

改
版
一
九
六
七
）
や
『
倫
理
学
』（
一
九
三
七
│
一
九
四
九
）
な
ど
の
書

物
で
人
間
存
在
と
は
空
間
性
と
歴
史
性
に
在
る
間
柄
的
存
在
の
こ
と
で
あ

る
と
定
義
す
る
。「
間
柄
」
は
、
倫
理
（
人
倫
）
と
い
う
秩
序
と
道
義
に

基
づ
く
「
人
倫
共
同
態
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
間
柄
」
の
共
同
性
の

検
討
を
通
じ
て
倫
理
と
は
何
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
和
辻
は
共
同
性
を
「
二

人
共
同
体
」
と
い
う
夫
婦
に
始
め
、「
三
人
共
同
体
」
と
し
て
の
親
子
＝

「
家
族
」、
そ
し
て
こ
の
「
家
族
」
が
私
的
性
格
を
脱
し
て
い
く
た
め
の
「
同

胞
共
同
体
」、
土
地
や
労
働
を
媒
介
と
し
た
「
地
縁
共
同
体
」、「
経
済
的

組
織
」、「
文
化
共
同
体
」、
最
終
的
に
は
「
国
家
」
ま
で
段
階
的
に
整
理

す
る
。
共
同
性
は
私
的
存
在
が
「
公
共
性
の
欠
如
態
を
通
じ
て
連
帯
性
の

構
造
に
接
近
し
得
る
）
8
（

」
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
閉
鎖
性
と
開
放
性
の

両
方
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
公
共
性
が
契
機
と

な
っ
て
い
る
。

構
築
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
従
来
の
倫
理
学
と
異
な
る

「
相
互
性
」
の
な
い
未
来
世
代
に
対
す
る
現
在
世
代
の
本
源
的
義
務
を
問

う
こ
と
で
あ
り
、
未
来
に
対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る
倫
理
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
ヨ
ナ
ス
は
そ
の
原
型
を
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理
と
し
て
提
起
す

る
）
3
（

。
責
任
は
当
為
と
い
う
概
念
を
含
む
。
そ
こ
で
は
ま
ず
「
存
在
当
為
」

（
何
か
が
あ
る
べ
し
）
の
要
求
が
あ
り
、
次
に
こ
の
「
存
在
当
為
」
へ
の

応
答
と
し
て
、
何
者
か
の
「
行
為
当
為
」（
何
者
か
が
、
し
か
じ
か
す
べ
し
）

が
義
務
と
し
て
生
じ
る
。
人
間
の
行
為
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
、
第
一

に
存
在
そ
れ
自
体
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
人
類
は
存
続

す
べ
し
」
と
い
う
命
題
が
行
為
に
先
行
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
当
為
と
な

る
の
が
人
類
存
続
の
た
め
に
担
わ
れ
る
べ
き
責
任
で
あ
る
。

　
ヨ
ナ
ス
は
こ
の
存
在
の
中
に
当
為
が
告
示
さ
れ
る
あ
り
方
で
最
も
明
白

な
も
の
は
「
乳
飲
み
子
」
で
あ
る
と
い
う）

4
（

。
生
命
を
誕
生
さ
せ
た
原
因
た

る
両
親
は
そ
の
生
命
の
存
続
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
「
創

始
者
で
あ
る
こ
と
の
義
務
」
と
し
て
責
任
の
原
型
と
な
る）

5
（

。
ま
た
「
乳
飲

み
子
」
に
対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
責
任
の
萌
芽
で
も
あ
り
、

他
の
責
任
へ
と
広
が
っ
て
い
く
と
ヨ
ナ
ス
は
考
え
る
。
こ
の
責
任
に
つ
い

て
ヨ
ナ
ス
は
「
全
体
性
」、「
連
続
性
」、「
未
来
」
か
ら
説
明
し
、
こ
れ
ら

は
歴
史
性
に
連
関
す
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
親
子
関
係
に
始
ま
る

「
家
族
」
は
「
人
間
の
共
同
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
世
代
に
ま
た
が
る
根
本
形

態）
6
（

」
と
し
て
「
連
続
性
」
や
「
未
来
」
に
関
わ
る
歴
史
性
を
担
う
「
全
体

性
」
の
原
初
形
態
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
和
辻
の

「
父
母
子
の
共
同
存
在
が
人
間
存
在
の
根
源
的
な
一
段
階
」
で
あ
る
こ
と
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ら
批
判
さ
れ
、
よ
り
根
本
的
に
は
両
者
の
議
論
が
全
体
性
へ
回
帰
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
る）
12
（

。
本
章
で
は
二
人
の
想
定
す
る
全
体
性
と

は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
、
な
ぜ
彼
ら
が
全
体
性
を
倫
理
の

議
論
に
組
み
込
ん
だ
の
か
検
討
す
る
。

　
ヨ
ナ
ス
の
全
体
性
は
責
任
と
関
わ
り
、
こ
の
責
任
は
「
政
治
家
」
の
担

う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
祖
先
か
ら
同
時
代
ま
で
の
「
歴
史
的
性
格
」
の

連
続
性
、
そ
し
て
未
来
へ
の
存
続
の
義
務
と
責
任
、
こ
れ
ら
を
「
責
任
の

全
体
性
」
と
し
て
担
う
の
が
「
政
治
家
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
か
に

し
て
「
責
任
の
全
体
性
」
を
引
き
受
け
る
「
政
治
家
」
を
育
て
る
の
か
が

焦
点
と
な
る
。
親
が
子
ど
も
を
養
育
し
、
成
長
の
過
程
で
学
校
教
育
の
義

務
が
発
生
す
る
。
こ
の
段
階
に
入
る
と
「
教
育
」
は
、
親
だ
け
で
な
く
国

家
の
「
政
治
」
と
も
関
わ
り
、「
政
治
家
」
の
担
う
べ
き
役
割
と
な
る
。

国
家
も
寄
与
す
る
「
教
育
」
に
よ
っ
て
よ
り
高
次
の
社
会
的
通
念
や
規
範

を
身
に
つ
け
、「
共
同
体
」
の
一
員
と
な
る
準
備
を
す
る
。
以
上
の
よ
う

な
考
え
か
ら
ヨ
ナ
ス
は
「
教
育
」
す
る
者
の
責
任
に
は
二
重
の
地
平
が
あ

る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
「
個
人
の
生
の
連
続
性
」
に
対
す
る
責
任
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
「
歴
史
的
世
界
の
連
続
性
」
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
責
任
は
子
ど
も
が
成
長
す
る
に
当
た
り
、
個
人
の
連
続
性
か
ら
全

体
の
連
続
性
へ
と
移
行
す
る
。
ゆ
え
に
「
教
育
」
は
漸
次
的
に
「
政
治
」

的
な
も
の
、
社
会
的
な
も
の
と
な
る
。「
政
治
家
」
は
こ
の
よ
う
な
「
教
育
」

の
環
境
か
ら
自
発
的
に
生
ま
れ
、
単
な
る
義
務
以
上
の
「
連
帯
意
識
」
を

親
子
の
愛
に
も
比
す
る
「
感
情
」
と
し
て
「
共
同
体
」
の
成
員
全
体
に
持

つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
感
情
」
は
ト
ー
タ
ル
な
責
任
と
し
て
「
政
治
家
」

　
和
辻
の
間
柄
的
存
在
の
基
盤
は
親
子
関
係
に
あ
り
、「
子
の
幼
時
に
お

い
て
は
子
の
存
在
は
父
母
の
存
在
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
は
存
立
し
得

な
い）

9
（

」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
ヨ
ナ
ス
の
「
乳
飲
み
子
」
の
議
論

と
同
じ
く
相
互
的
で
な
い
関
係
か
ら
始
ま
る
親
子
関
係
が
念
頭
に
置
か
れ

て
い
る
。
和
辻
は
父
母
の
養
育
に
よ
っ
て
子
ど
も
が
成
熟
し
、
共
同
存
在

と
し
て
の
自
覚
を
得
る
こ
と
が
未
来
へ
の
存
在
の
展
開
で
あ
る
と
し
、

「
世
代
の
統
一
に
よ
っ
て
父
母
子
の
共
同
存
在
を
開
展
」
さ
せ
「
孝
の
完

成
」
が
成
さ
れ
る
と
い
う）
10
（

。
こ
の
よ
う
に
共
同
性
の
基
盤
を
「
家
族
」
と

す
る
考
え
は
「
家
」
へ
の
注
目
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
家
」
と
は
「
家
族
」

の
全
体
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
性
は
過
去
│
未
来
と
い
う
歴

史
の
中
に
現
在
の
「
家
」
が
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
歴
史
的
な
も
の
と
し

て
把
捉
す
る
。
こ
の
歴
史
の
中
に
位
置
付
く
「
家
族
」
が
責
任
の
原
型
を

形
作
る
と
和
辻
は
考
え
る
。「
家
族
」
は
、
特
に
家
長
は
、「『
家
』
の
全

体
性
に
対
し
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の
責
任
は
現

在
世
代
と
し
て
の
親
子
・
夫
婦
だ
け
で
な
く
、「
祖
先
に
対
す
る
後
裔
で

あ
り
後
裔
に
対
す
る
祖
先
」
と
い
う
過
去
と
未
来
を
射
程
に
入
れ
た
も
の

と
な
る）
11
（

。
以
上
か
ら
、
和
辻
も
ヨ
ナ
ス
の
「
乳
飲
み
子
」
の
議
論
と
同
じ

く
親
子
関
係
を
倫
理
の
出
発
点
と
し
、
そ
こ
で
培
わ
れ
る
共
同
性
が
責
任

の
醸
成
と
未
来
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
を
獲
得
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

三
　
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
の
全
体
性
へ
の
着
目
と
共
同
性
、
公
共
性

　
ヨ
ナ
ス
や
和
辻
が
提
起
し
た
倫
理
は
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
観
点
か
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全
体
性
に
求
め
た
た
め
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
未
来
の
要
求
す
る
危
機
的
な

環
境
破
壊
を
止
め
る
手
続
き
の
進
行
に
つ
い
て
、「
権
力
術
的
」
に
み
て

資
本
主
義
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
よ
り
も
、「
好

意
と
、
十
分
な
情
報
と
、
正
し
い
洞
察
で
活
性
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
専

制
」
と
し
て
の
「
社
会
主
義
の
共
産
主
義
的
モ
デ
ル
」
の
方
が
す
ぐ
れ
て

い
る
と
述
べ
る）
17
（

。
和
辻
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
は
「
国
家
を
人
倫
的
組

織
と
認
め
ず
、
人
倫
の
喪
失
態
た
る
打
算
社
会
」
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の

国
家
で
は
「
私
」
の
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
が
究
極
の
目
的
と
な

っ
て
い
る
と
さ
れ
る）
18
（

。
ヨ
ナ
ス
の
議
論
の
背
景
に
は
科
学
技
術
文
明
の
も

た
ら
す
環
境
破
壊
に
対
し
、
自
由
主
義
的
な
体
制
が
期
待
す
る
均
衡
と
妥

協
の
「
両
立
可
能
性
」
の
原
理
は
、
自
由
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
流
動

的
で
あ
り
、
不
安
定
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
価
値
判
断
が

あ
る）
19
（

。
和
辻
に
お
い
て
は
「
町
人
根
性
の
転
身
」
に
よ
る
資
本
主
義
経
済

の
蔓
延
が
「
人
倫
共
同
態
」
の
破
壊
の
原
因
で
あ
り
、
倫
理
の
基
盤
を
崩

壊
さ
せ
る
根
本
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）
20
（

。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
人
間

存
在
が
ば
ら
ば
ら
な
個
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
存
在
の
安
定
性
の
破
壊
、「
家

族
」
の
崩
壊
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
背
景
に
資
本
主
義
や
自
由
主
義
、
個
人

主
義
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る）
21
（

。
ま
た
ヨ
ナ
ス
に
あ
っ
て
は
大
規
模
な
環
境

破
壊
を
も
た
ら
す
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
こ
れ
ら
が
問
題
視
さ
れ
る
。

ゆ
え
に
ヨ
ナ
ス
は
第
一
に
科
学
技
術
文
明
下
に
お
け
る
環
境
問
題
の
克
服

と
人
類
存
続
の
た
め
、
一
方
、
和
辻
は
人
間
存
在
が
よ
り
良
く
生
き
る

「
人
倫
共
同
態
」
の
回
復
の
た
め
、
改
め
て
倫
理
を
問
う
。
そ
の
際
の
キ

ー
概
念
と
な
る
の
が
倫
理
・
規
範
の
醸
成
の
基
礎
と
な
る
共
同
性
で
あ
り

の
担
う
べ
き
「
責
任
の
全
体
性
」
を
用
意
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

「
共
同
体
」＝
私
的
な
も
の
の
領
域
を
し
の
ぐ
生
活
全
体
、
公
共
の
福
祉
と

い
う
「
公
的
な
政
治
」（
公
共
政
策
）
を
国
家
の
公
共
的
な
全
体
性
と
し

て
引
き
受
け
る
責
任
が
「
責
任
の
全
体
性
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
ヨ
ナ
ス
の

考
え
る
全
体
性
の
核
心
が
あ
る）
13
（

。
ヨ
ナ
ス
は
責
任
を
担
う
た
め
に
は
「
自

由
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る）
14
（

。
こ
の
場
合
の
「
自
由
」
と
は
、
責

任
を
「
規
定
」
す
る
の
で
は
な
く
、
責
任
を
受
け
止
め
、
引
き
受
け
る
こ

と
を
「
可
能
」
に
す
る
態
度
の
た
め
の
「
自
由
」
で
あ
る
。

　
次
に
和
辻
の
全
体
性
を
検
討
す
る
。
和
辻
は
「
人
格
の
自
己
目
的
性
は

た
だ
全
体
性
か
ら
の
み
基
礎
付
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
る）
15
（

。
全
体
性
の
第
一

段
階
は
、
親
子
関
係
＝「
家
族
」＝「
家
」
で
あ
り
、
最
終
段
階
は
「
家
の
家
」

＝
お
お
や
け
＝「
公
」
と
し
て
の
国
家
で
あ
る
。
人
格
は
こ
れ
ら
の
段
階

的
な
全
体
性
に
規
定
さ
れ
、「
家
族
」
の
「
距
て
な
き
間
柄
」
の
「
距
て

な
き
結
合
」
は
最
終
的
に
「
精
神
共
同
態
」
と
し
て
の
国
家
と
な
る）
16
（

。
和

辻
の
考
え
る
国
家
と
は
「
人
倫
的
組
織
の
人
倫
的
組
織
」
と
い
う
「
人
倫

の
体
系
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
公
共
性
の
欠
如
態
」
と
し
て
の
私
的
性
格

を
脱
離
さ
せ
る
た
め
の
「
公
」
と
し
て
の
「
精
神
共
同
態
」
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
和
辻
の
全
体
性
の
説
明
は
戦
後
、
天
皇
制
に
連
関
す
る

「
全
体
主
義
」（totalitarianism

）
と
し
て
批
判
の
的
と
な
っ
て
き
た
。

　
以
上
か
ら
二
人
の
論
じ
る
全
体
性
と
は
倫
理
に
求
め
ら
れ
る
関
係
性
の

基
盤
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
同
性
と
公
共
性
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
な
ぜ
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
は
全
体
性
に
着

目
し
た
の
か
。
そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
に
対
す
る
批
判
と
超
克
の
論
拠
を
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「
政
治
家
」
の
「
専
制
」
を
可
能
に
す
る
社
会
主
義
的
組
織
の
方
が
「
人

類
の
存
続
」
の
方
策
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

　
そ
れ
と
比
べ
て
和
辻
の
全
体
性
は
〈
個
に
し
て
全
体
の
共
同
体
〉
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
和
辻
は
人
間
存
在
を
社
会
的
存
在
で
あ
り
間
柄
的
存

在
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
個
人
は
全
体
性
に
初
め
か
ら
規
定
さ
れ

る
）
22
（

。
こ
の
規
定
の
基
で
人
倫
の
行
為
的
連
関
の
運
動
と
し
て
責
任
を
生
み

出
す
土
壌
が
作
ら
れ
る
。
和
辻
の
全
体
性
の
極
大
は
こ
の
運
動
に
よ
っ
て

「
精
神
的
共
同
態
」
と
し
て
の
国
家
に
結
び
つ
く
。
ヨ
ナ
ス
は
「
責
任
の

全
体
性
」
で
あ
る
国
家
の
「
政
治
」
に
参
加
す
る
た
め
に
こ
そ
「
自
由
」

は
担
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
和
辻
の
述
べ
る
全
体
性
に

お
い
て
は
個
人
の
自
由
は
全
体
性
に
帰
来
す
る
際
に
「
投
擲
」
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
お
り）
23
（

、
個
に
先
立
つ
全
体
性
の
渦
中
に
自
由
は
存

在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
性
に
お
け
る
〝
自
由
〞
に
関
し
て
も
両
者
に

は
違
い
が
あ
る
。

　
ヨ
ナ
ス
は
現
代
の
よ
う
に
「
家
族
」
が
崩
壊
し
て
い
る
時
代
で
は
「
政

治
家
」
に
よ
る
個
人
の
世
話
が
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
私
的
領
域
と
公
的
領
域
の
区
別
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
く
中
で

全
体
性
の
必
要
性
が
増
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
代
の
国

家
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ど
の
よ
う
な
種
類
の
国
家
で
も
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
」
に
あ
る
と
ヨ
ナ
ス
は
指
摘
す
る）
24
（

。
他
方
で
和
辻
は
存
命
時
の
日
本
を

み
て
「
家
族
」
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
述
べ
、「
人
倫
共
同
態
」
の
回
復

を
模
索
し
た）
25
（

。
し
か
し
、
現
代
日
本
で
は
ネ
グ
レ
ク
ト
や
Ｄ
Ｖ
等
の
増
加

公
共
性
で
あ
る
。
二
人
は
そ
れ
を
全
体
性
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。

四
　
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
に
お
け
る
共
同
性
の
相
違

　
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
は
過
去
│
現
在
│
未
来
と
い
う
通
時
性
を
基
礎
と
し
た

親
子
関
係
に
責
任
の
原
型
を
求
め
る
。
そ
れ
は
新
た
に
共
同
性
や
公
共
性

を
築
く
基
盤
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
両
者
の
論
じ
る
共

同
性
は
、
特
に
全
体
性
に
つ
い
て
根
本
的
な
相
違
を
み
せ
る
。
以
下
、
全

体
性
の
最
小
単
位
で
あ
る
親
子
関
係
か
ら
二
人
の
全
体
性
の
相
違
を
検
討

す
る
。

　
ヨ
ナ
ス
の
親
子
関
係
は
全
体
性
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
全
体

性
は
公
共
的
な
「
政
治
」
や
「
政
治
家
」
の
責
任
と
関
わ
る
も
の
と
さ
れ

る
。
比
較
し
て
、
和
辻
の
親
子
関
係
は
全
体
性
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
根
幹
は
「
絶
対
的
全
体
性
」
と
し
て
の
国
家
（「
人
倫
共
同
態
」）

に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
違
の
内
実
は
人
間
存
在
の
捉
え
方
の

違
い
に
現
れ
て
い
る
。
ヨ
ナ
ス
の
全
体
性
は
〈
個
と
個
の
共
同
体
〉
＝
個

の
集
合
体
と
し
て
の
全
体
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
人
間
存

在
は
共
同
性
に
規
定
さ
れ
る
存
在
と
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
親
子
関
係

と
い
う
個
別
の
責
任
取
得
か
ら
「
教
育
」
と
い
う
義
務
を
経
て
、「
政
治
」

や
公
共
的
な
も
の
に
参
加
し
、「
責
任
の
全
体
性
」
を
引
き
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
が
ヨ
ナ
ス
の
考
え
る
全
体
性
＝「
共
同
体
」

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
市
民
社
会
と
異
な
り
、
全
体
性
は
「
政
治

エ
リ
ー
ト
」
で
あ
る
「
政
治
家
」
の
責
任
に
重
き
が
置
か
れ
る
ゆ
え
に
、



85 │ 和辻倫理学「間柄」とハンス・ヨナス「乳飲み子」の倫理の検討

「
公
」
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
近
代
国
民
国
家
の
問
題
性
が
看

過
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ヨ
ナ
ス
の
議
論
に
お
い
て
も
「
責
任
の
全
体
性
」

を
担
う
「
政
治
家
」
の
下
で
共
同
性
は
国
家
の
権
限
の
強
化
に
つ
な
が
る

可
能
性
が
あ
る
が
、
ヨ
ナ
ス
は
そ
れ
が
環
境
問
題
の
克
服
と
「
人
類
の
存

続
」
の
た
め
で
あ
れ
ば
厭
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
近
代
的
個
人
で
あ

る
「
私
」
を
批
判
的
に
検
討
す
る
中
で
共
同
性
の
重
要
性
が
全
体
性
と
し

て
導
出
さ
れ
た
帰
結
で
あ
る
。
だ
が
、
全
体
性
を
近
代
国
民
国
家
に
結
び

つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
特
に
日
本
の
場
合
、
歴
史
的
事
実
と
し

て
〈
公
と
し
て
の
全
体
性
〉
が
「
全
体
主
義
」
に
収
斂
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
必
要
が
あ
る
。
戦
前
・
戦
中
の
反
省
か
ら
戦
後
日
本
で
は
〈
公
と
し

て
の
全
体
性
〉
で
は
な
く
、
近
代
的
人
間
モ
デ
ル
で
あ
る
「
自
立
し
た
個

人
」
の
成
熟
し
た
社
会
を
目
指
し
た
。
市
民
の
自
立
と
社
会
的
結
合
に
よ

る
民
主
化
さ
れ
た
市
民
社
会(Zivilgesellschaft)

の
構
築
に
〈
私
と
し

て
の
共
同
性
〉
の
活
路
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
社
会
の

議
論
は
、
和
辻
の
批
判
し
た
近
代
的
個
人
の
さ
ら
な
る
探
求
で
あ
り
、
政

治
的
経
済
的
判
断
主
体
と
し
て
原
理
的
に
は
他
者
と
の
関
係
性
を
必
要
と

し
な
い
人
間
モ
デ
ル
で
あ
る
。
ゆ
え
に
各
人
の
自
由
選
択
に
任
さ
れ
る

〈
私
と
し
て
の
共
同
性
〉
は
、
共
同
性
の
崩
壊
と
倫
理
の
喪
失
に
つ
い
て

問
題
克
服
の
た
め
の
解
決
策
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
な
る
問
題
を
生
み

出
す
温
床
と
な
り
か
ね
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
「
公
」
と
「
私
」
の
間
に
「
共
」
の
視
点
を
組
み
入
れ

た
公
│
共
│
私
と
い
う
枠
組
み
か
ら
共
同
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
公

私
二
元
論
で
は
「
私
」
と
い
う
〈
む
き
だ
し
の
個
人
〉
は
国
家
に
直
接
接

が
社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ヨ
ナ
ス
の
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理
の
論
拠

で
あ
る
親
子
関
係
さ
え
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
時
代
に
求
め
ら
れ
る
倫
理
と
は
、
ヨ
ナ
ス
が
い
う
よ
う
に
国
家

の
公
的
政
策
を
担
う
「
政
治
家
」
の
責
任
に
よ
っ
て
個
人
を
世
話
す
る
こ

と
が
保
証
さ
れ
る
社
会
を
希
求
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
倫
理
そ
れ
自
体
の

構
築
を
人
間
存
在
の
淵
源
か
ら
検
討
す
る
和
辻
の
「
間
柄
」
の
倫
理
の
よ

う
に
人
間
存
在
の
根
本
を
問
い
直
す
の
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
岐
路
に
立
た

さ
れ
る
時
代
に
突
入
し
て
い
る
。

五
　
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
の
共
同
性
が
抱
え
る
問
題
点

　
　
│
結
び
に
か
え
て
│

　
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
は
従
来
の
倫
理
に
対
し
、
歴
史
的
性
格
を
帯
び
た
倫
理

の
重
要
性
を
論
じ
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
を
醸
成
す
る
た
め
に
全
体
性
に
関

わ
る
共
同
性
と
公
共
性
を
提
起
し
た
。
だ
が
、
二
人
の
想
定
す
る
全
体
性

に
は
共
通
の
難
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
性
が
公
私
二
元
論
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
共
同
性
の
論
じ
ら
れ
る
次
元
が

「
公
」│「
私
」
と
い
う
全
体
（
国
家
）
か
、
個
人
か
、
と
い
う
二
元
的
関

係
か
ら
し
か
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
近
代
社
会
に
お

い
て
「
公
」
と
「
私
」
の
い
ず
れ
の
立
場
を
採
用
し
て
も
人
間
存
在
は
近

代
官
僚
制
支
配
シ
ス
テ
ム
と
国
民
国
家
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
で
は
同
様
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
近
代
社
会
の
問
題
を
克
服
す
る
新
た
な
共
同
性
や
倫

理
の
醸
成
は
難
し
い
。

　
例
え
ば
和
辻
の
国
家
は
古
代
と
近
代
が
区
別
な
く
交
ざ
り
合
う
中
で
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あ
る
。
だ
が
、〈
人
間
の
共
同
〉
は
公
│
共
│
私
と
簡
単
に
は
区
切
れ
な

い
生
の
躍
動
を
内
包
し
て
お
り
、
共
同
性
は
公
│
共
│
私
の
間
で
段
階
的

で
な
く
相
互
に
相
克
し
合
い
な
が
ら
も
相
補
的
な
関
わ
り
を
み
せ
る
。

　
自
然
環
境
破
壊
や
地
域
社
会
の
崩
壊
と
い
う
人
間
の
生
命
的
基
盤
の
喪

失
、
人
間
の
孤
立
・
無
縁
化
の
問
題
か
ら
、
現
代
は
共
同
性
の
回
復
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
連
動
し
て
環
境
倫
理
学
に

お
い
て
も
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
か
ら
倫
理
を
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
認

識
さ
れ
て
い
る）
26
（

。
そ
れ
は
生
命
（
い
の
ち
）
の
循
環
、
再
生
産
の
基
盤
と

し
て
生
き
る
場
に
求
め
ら
れ
る
共
同
性
と
倫
理
的
責
任
を
課
題
と
す
る
も

の
で
あ
り
、〈
倫
理
の
持
続
可
能
性
〉
と
も
い
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。
本

稿
は
こ
の
〈
倫
理
の
持
続
可
能
性
〉
に
つ
い
て
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
が
そ
の

醸
成
と
共
有
の
基
盤
と
な
り
、
親
子
関
係
を
原
型
と
す
る
責
任
の
概
念
が

地
域
社
会
の
共
同
性
を
構
築
す
る
上
で
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。
そ

の
際
、
共
同
性
の
次
元
が
論
点
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

〈
公
と
し
て
の
全
体
性
〉
で
も
な
く
、〈
私
と
し
て
の
共
同
性
〉
で
も
な
い
、

等
身
大
の
生
活
世
界
で
あ
る
〈
共
の
世
界
〉
の
共
同
性
の
こ
と
で
あ
る
。

未
来
世
代
に
対
す
る
責
任
と
世
代
間
の
問
題
解
決
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る

倫
理
を
醸
成
す
る
た
め
に
は
、「
共
」
の
次
元
に
お
け
る
共
同
性
（
公
共

性
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
乳
飲
み
子
」

の
倫
理
と
「
間
柄
」
の
倫
理
を
応
用
し
た
〈
通
時
性
の
倫
理
〉
と
い
う
「
世

代
間
倫
理
」
の
検
討
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

　（
1
）W

illiam
 R
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aFleur, “IN
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続
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
公
」
と
「
私
」
の
間
に

あ
る
自
分
た
ち
の
生
活
世
界
＝〈
共
の
世
界
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
が
欠
落
し

て
い
た
。〈
共
の
世
界
〉
と
は
、
自
治
的
共
同
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
な
空

間
、
生
命
的
基
盤
（
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
）
を
維
持
管
理
・
運
営
す
る
地
域

社
会
（local com

m
unity

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
〈
共
の
世
界
〉

は
前
近
代
│
近
代
と
い
う
二
項
対
立
図
式
の
中
で
「
前
近
代
で
あ
る
」
と

し
て
看
過
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
そ
の
重
要
性
が
環
境
倫
理

学
に
お
い
て
も
コ
モ
ン
ズ
論
な
ど
と
の
関
連
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
の
共
同
性
へ
の
注
目
は
人
間
と
自
然
の
共
生
（Kyosei

）
な
ど
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
が
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
〈
共
の
世
界
〉
に
お
け
る
人
間
存

在
の
倫
理
を
倫
理
学
的
視
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
は
ま
だ
少
な
い
。
ヨ
ナ

ス
と
和
辻
が
提
起
し
た
問
題
を
現
代
的
課
題
と
し
て
ど
う
引
き
受
け
る

か
。
彼
ら
が
看
過
し
た
〈
共
の
世
界
〉
の
共
同
性
の
再
検
討
が
ひ
と
つ
の

鍵
と
な
る
。

　
近
代
社
会
の
問
題
解
決
を
人
間
存
在
の
原
型
か
ら
論
じ
、
共
同
性
の
全

体
性
に
注
目
し
た
ヨ
ナ
ス
と
和
辻
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
全
体
性
と
は
公
私

二
元
論
に
お
け
る
個
人
の
近
代
国
民
国
家
へ
の
接
続
の
こ
と
で
あ
り
、

〈
共
の
世
界
〉
と
い
う
等
身
大
の
生
活
世
界
に
対
す
る
視
点
が
欠
け
る
も

の
で
あ
っ
た
。
特
に
和
辻
の
場
合
は
、「
地
縁
共
同
体
」
に
注
目
し
な
が

ら
も
風
土
論
に
お
け
る
個
別
的
な
風
土
の
国
家
へ
の
統
一
と
同
じ
く
、
共

同
性
に
つ
い
て
も
国
家
を
単
位
と
す
る
全
体
性
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
共
同
性
を
段
階
的
に
高
次
な
も
の
へ
と
拡
大
し

て
い
く
中
で
人
間
生
活
の
重
層
的
で
複
雑
な
関
係
が
捨
象
さ
れ
る
陥
穽
が
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書
館
、
二
〇
〇
四
。
和
辻
に
つ
い
て
は
子
安
宣
邦
『
和
辻
倫
理
学
を
読
む
』
青

土
社
、
二
〇
一
〇
を
参
照
の
こ
と
。

　（
13
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
七
九
│
一
八
二
頁/pp.189-192.

　（
14
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁/pp.197-198.

　（
15
）
和
辻
『
倫
理
学
』（
二
）、
四
五
〇
頁
。

　（
16
）
留
意
し
た
い
の
は
和
辻
の
全
体
性
は
「
家
族
」
と
い
う
直
接
の
生
活
の
共
同

が
そ
の
ま
ま
国
家
に
接
続
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
両
者
は
連
帯

性
の
構
造
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
」（
和
辻
『
全
集
』（
八
）、
一
四
七
│
一
四

八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、「
家
族
」
と
国
家
の
同
視
を
避
け
る
。
し
か
し
、
一
方
で

日
本
の
特
殊
性
と
し
て
家
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
国
民
の
全
体
性
を
把
捉
す

る
歴
史
的
意
義
を
認
め
る
。
そ
の
最
た
る
例
が
和
辻
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
「
尊
皇
」
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
（
和
辻
『
全
集
』（
八
）、
一
五
一
頁
）。

　（
17
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
五
七
│
二
五
八
頁/pp.262-263.

　（
18
）
和
辻
『
倫
理
学
』（
三
）、
二
二
頁
。

　（
19
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
二
九
六
│
二
九
七
頁/pp.306-307.

　（
20
）
和
辻
哲
郎
「
現
代
日
本
と
町
人
根
性
」「
続
日
本
精
神
史
研
究
」
所
収
『
和
辻

哲
郎
全
集
』（
四
）、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
、
四
七
九
頁
。

　（
21
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
八
一
│
一
八
二
頁/pp.190-192.

和
辻
『
全
集
』（
四
）、

五
〇
二
│
五
〇
三
頁
。

　（
22
）
「
個
に
し
て
全
体
の
共
同
体
」
に
関
し
て
は
津
田
雅
夫
『
和
辻
哲
郎
研
究
』

青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
を
参
照
の
こ
と
。

　（
23
）
和
辻
『
倫
理
学
』（
三
）、
三
三
頁
。

　（
24
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
八
一
│
一
八
二
頁/p.192.

　（
25
）
和
辻
『
全
集
』（
四
）、
五
〇
二
頁
。

　（
26
）
例
え
ば
亀
山
純
生
『
環
境
倫
理
と
風
土
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
五
の
議
論
が

示
唆
に
富
み
、
参
考
に
な
る
。

（
ま
す
だ
・
け
い
す
け
、
環
境
倫
理
学
・
人
間
存
在
論
、

東
京
農
工
大
学
非
常
勤
講
師
）

BIO
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IN
TERG

EN
ERATIO

N
A
L RESPO

N
SIBILITY”, The legacy of H

ans 
Jonas, H

ava Tirosh-Sam
uelson and Christian W

iese, Brill, 2008, pp. 
461-480. 

品
川
哲
彦
「
ヨ
ナ
ス
は
、
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
日
本
に
『
積
極
的
に

受
容
』
さ
れ
た
か
」『
宗
教
学
研
究
室
紀
要
』
七
巻
、
二
〇
一
〇
、
四
九
│
六
四

頁
。

　（
2
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
丸
善
、
一
九
九
一
参
照
の
こ
と
。

　（
3
）
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
『
責
任
と
い
う
原
理
』
加
藤
尚
武
監
訳
、
東
信
堂
、
二
〇

〇
〇
、
二
二
一
│
二
三
〇
頁
。H

ans Jonas, D
as Prinzip  Verantwortung, 

Insel, 1979, pp. 234-242.
以
下
、
外
国
語
文
献
の
引
用
頁
は
邦
訳
文
献
の
後

に
英
数
字
で
記
す
。

　（
4
）
こ
の
こ
と
は
自
然
の
存
在
か
ら
生
存
の
当
為
を
導
出
す
る
「
自
然
主
義
的
誤

謬
」
を
犯
し
て
い
る
と
批
判
の
対
象
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
太
田
明
は

「
む
し
ろ
事
態
は
逆
で
あ
っ
て
、
生
存
の
当
為
を
追
求
す
る
こ
と
で
価
値
的
な
自

然
の
存
在
に
遡
及
し
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
太
田
明

「
未
来
世
代
へ
の
責
任
と
そ
の
重
層
性
」『
教
育
哲
学
研
究
』
第
一
〇
八
号
、
教

育
哲
学
会
、
二
〇
一
三
、
三
六
頁
）。

　（
5
）
ヨ
ナ
ス
は
子
ど
も
を
持
た
な
い
現
在
世
代
に
も
未
来
世
代
の
存
在
の
条
件
に

関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
創
始
者
と
し
て
の
義
務
」
が
課
さ
れ
る
と
い

う(

ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
六
九
│
七
五
頁/pp.84-90)

。

　（
6
）
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
書
、
一
八
一
頁/p.192.

　（
7
）
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
』（
二
）、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
、
一
八
九
頁
。

　（
8
）
和
辻
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

　（
9
）
和
辻
、
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。
ま
た
和
辻
は
「
親
の
子
に
対
す
る
養
育
の
関

係
は
、
共
同
存
在
の
形
成
が
最
も
多
く
未
来
へ
の
連
関
を
含
む
も
の
」
で
あ
る

と
も
述
べ
る
（
和
辻
、
前
掲
書
、
一
八
二
頁
）。

　（
10
）
和
辻
、
前
掲
書
、
一
八
三
│
一
八
五
頁
。

　（
11
）
和
辻
哲
郎
「
風
土
」『
和
辻
哲
郎
全
集
』（
八
）、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
、
一

四
一
│
一
四
二
頁
。

　（
12
）
ヨ
ナ
ス
に
関
し
て
は
Ｒ
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
子
ど
も
た
ち
』
新


