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は
じ
め
に

　
現
代
日
本
は
孤
立
無
縁
化
し
て
い
く
人
間
存
在
の
問
題
に
居
合
わ
せ
た

時
代
と
言
え
る
。
ば
ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
た
人
間
が
い
か
に
し
て
再
び
関

わ
り
を
取
り
結
ぶ
の
か
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
人
間
存
在
論

の
視
座
か
ら
こ
の
課
題
に
対
し
倫
理
学
的
検
討
を
加
え
る
。
参
照
す
る
の

は
欧
州
に
端
を
発
す
る
近
代
的
個
人
概
念
の
超
克
か
ら
人
間
存
在
の
倫
理

を
検
討
し
た
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
と
、
和
辻
倫
理
学
を
批
判
的
に
継
承
す

る
宇
都
宮
芳
明
の
議
論
で
あ
る）

1
（

。
和
辻
倫
理
学
は
人
間
存
在
を
把
捉
す
る

方
法
に
お
い
て
、
全
体
が
個
に
優
先
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
批
判
さ
れ

る
）
2
（

。
本
稿
は
第
一
章
で
、
そ
の
代
表
と
し
て
宇
都
宮
の
和
辻
倫
理
学
へ
の

批
判
を
取
り
上
げ
る
。
宇
都
宮
は
和
辻
の
近
代
的
個
人
概
念
の
超
克
を
評

価
し
な
が
ら
も
、
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
が
没
個
人
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
。
本
稿
で
は
宇
都
宮
が
和
辻
倫
理
学
を
批
判
的

に
継
承
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
人
間
存
在
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
、

〈
共
同
の
動
機
〉
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
、
宇
都
宮
の
議
論
が
現
代
に

求
め
ら
れ
る
関
わ
り
の
回
復
に
応
用
可
能
で
あ
る
か
を
論
証
す
る
。
第
二

章
で
は
、
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
を
検
討
し
、
和
辻
倫
理
学
に
お

け
る
人
格
概
念
を
確
認
す
る
。
第
三
章
で
は
、
宇
都
宮
と
和
辻
の
人
格
概

念
を
比
較
し
、
両
者
の
人
格
の
把
捉
の
仕
方
は
〈
間
の
構
造
〉
の
捉
え
方

の
違
い
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
で
は
、
和
辻
の
公
共
性
を
検

討
す
る
こ
と
で
和
辻
倫
理
学
の
全
体
性
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
、
和
辻

が
個
と
全
体
の
構
造
を
論
述
し
た
ね
ら
い
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
論
じ

る
。
最
後
に
、
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
を
応
用
す
る
に
あ
た
っ
て

全
体
性
の
次
元
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
　
宇
都
宮
芳
明
の
「
間
」
の
検
討

　
和
辻
倫
理
学
の
研
究
に
は
湯
浅
泰
雄
や
西
谷
敬
、
坂
部
恵
、
苅
部
直
、

〈
研
究
論
文
９
〉

増
　
田
　
敬
　
祐
　

　
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
個
と
全
体
の
構
造

│
近
代
的
個
人
概
念
の
超
克
と
そ
の
課
題

│
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埋
没
が
回
避
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
の
原
理
と

な
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
価
値
を
も
つ
代
置
不
可
能
な
主
体
で
あ
る

こ
と
を
承
認
」
し
合
う
こ
と
で
あ
り
、「
承
認
」
は
「
隣
人
愛
の
義
務
」

や
「
人
間
性
の
尊
厳
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。
宇
都
宮

は
「
代
置
不
可
能
な
他
者
」
へ
の
敬
愛
に
よ
っ
て
尊
厳
を
「
承
認
」
す
る

こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
他
の
人
格
を
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
う
行

為
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
と
個
の
「
間
」
の
問
題
に
応
え
よ
う
と

し
て
い
る）
10
（

。
そ
れ
は
「
代
置
不
可
能
な
自
己
と
他
者
」
に
成
立
す
る
自
律

的
な
倫
理
の
こ
と
で
あ
り
、「
開
い
た
愛
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る）
11
（

。
本

稿
で
は
こ
の
よ
う
な
宇
都
宮
の
「
間
」
の
議
論
を
人
格
主
義
の
倫
理
と
呼

ぶ
。

　
問
題
は
、
人
格
主
義
の
倫
理
で
現
代
に
求
め
ら
れ
る
関
わ
り
の
回
復
を

説
明
で
き
る
か
に
あ
る
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
宇
都
宮
に
お
け
る
個
と
個

の
「
間
」
の
検
討
は
、〈
間
の
構
造
〉
そ
れ
自
体
に
は
な
く
、
互
い
の
〈
人

間
性
と
し
て
の
人
格
〉
を
尊
重
し
、「
承
認
」
し
合
う
重
要
性
を
結
論
と

す
る
個
の
自
律
に
よ
る
人
格
の
発
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宇
都
宮

に
お
け
る
〈
共
同
の
動
機
〉
は
、
個
人
の
自
律
が
第
一
義
で
あ
り
、
自
律

す
れ
ば
自
ず
と
社
会
的
結
合
も
果
さ
れ
る
と
い
う
自
律
＝
社
会
的
結
合
の

議
論
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宇
都
宮
で
は
、
一
つ
に
、
自
律
の
実
現

可
能
性
に
つ
い
て
、
二
つ
に
、
な
ぜ
自
律
す
れ
ば
そ
れ
が
同
時
に
〈
共
同

の
動
機
〉
と
な
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
説
明
が
な
い）
12
（

。
例
え
ば
集
合
住
宅
の

自
治
が
抱
え
る
問
題
と
し
て
、
個
人
の
自
律
に
任
せ
る
だ
け
で
は
共
同
行

事
へ
の
参
加
率
は
年
々
低
下
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
13
（

。
こ
の

熊
野
純
彦
等
に
よ
る
新
た
な
地
平
を
拓
く
多
く
の
蓄
積
が
あ
る）

3
（

。
し
か

し
、
西
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
倫
理
学
の
立
場
か
ら
和
辻
倫
理
学
を
論
じ

る
も
の
は
少
な
い）

4
（

。
そ
こ
で
本
稿
は
倫
理
学
的
検
討
と
し
て
和
辻
倫
理
学

に
お
け
る
「
人
間
存
在
の
構
造
」、
特
に
「
間
」
に
注
目
し
た
宇
都
宮
を

取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
宇
都
宮
は
和
辻
の
「
個
と
全
の
弁
証
法
的
統
一
」

を
個
人
主
義
倫
理
学
や
社
会
倫
理
学
と
は
異
な
る
倫
理
学
で
あ
る
と
し
て

評
価
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
問
題
の
克
服
を
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
宇
都
宮
は
和
辻
の
「
間
」
へ
の
着
目
を
近
代
的
個
人
概
念
克
服
の
た

め
に
評
価
し
な
が
ら
、
し
か
し
、「
人
と
人
の
間
の
問
題
を
、
個
と
全
の

間
の
問
題
に
置
き
移
し
た
」
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
。
和

辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
は
「
個
よ
り
も
全
に
力
点
）
5
（

」
を
お
く
た
め
に
、

個
人
の
独
立
が
「
否
定
の
否
定
を
通
じ
て
個
人
が
全
へ
と
還
帰
す
る
た
め

の
条
件
）
6
（

」
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宇
都
宮
は
「
個
は
全
体

と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
個
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
が
個
で
あ
る
の
は
、

む
し
ろ
そ
の
個
が
そ
れ
自
身
ま
た
個
で
あ
る
他
の
個
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か）

7
（

」
と
述
べ
、「
代
置
不
可
能
な
個
人
の
自
立
性
」

が
克
服
さ
れ
る
よ
う
な
倫
理
学
は
あ
り
え
な
い
と
い
う）

8
（

。

　
宇
都
宮
は
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
議
論
か
ら
自
律
的
な
人
間
の
相
互
の

関
係
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
検
討
し
、
人
格
の
絶
対
的
価
値
（
尊
厳
）

の
「
承
認
」
を
個
と
個
の
「
間
」
に
お
け
る
行
為
か
ら
論
じ
る
。
人
間
の

行
為
と
は
、
自
他
の
直
接
的
な
相
互
関
係
に
お
い
て
自
己
を
主
体
と
し
、

他
者
を
主
体
と
す
る
よ
う
な
「
相
互
主
体
的
な
連
関
」
の
こ
と
で
あ
る）

9
（

。

そ
こ
に
お
い
て
「
個
人
主
義
的
人
間
観
」
の
抑
制
と
全
体
に
対
す
る
個
の
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全
体
性
に
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
担

い
手
に
求
め
ら
れ
る
人
格
が
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
と
し
て
の
人
格
で
あ
り
、

こ
れ
は
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
「
人
間
の
結
合
の
理
法
）
18
（

」
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
。「
人
格
の
共
同
態
」
の
構
造
を
「
人
間
の
結
合
の
理
法
」
と

し
て
捉
え
る
と
き
、
人
間
存
在
は
「
世
間
性
」
と
「
個
人
性
」
の
両
性
格

の
「
統
一
」
と
し
て
在
り
、
そ
の
存
在
は
「
自
覚
的
に
世
の
中
に
あ
る
こ

と
」
と
し
て
「
人
間
の
行
為
的
連
関
」
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る）
19
（

。
行
為

的
連
関
は
共
同
態
で
あ
り
つ
つ
、
行
為
自
体
は
個
人
の
も
の
と
し
て
顕
現

す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
行
為
と
共
同
態
の
行
為
の
関
係
は
、
個
人
的

主
観
的
だ
け
で
な
く
超
個
人
的
な
根
柢
を
も
つ
個
人
の
行
為
と
、
超
個
人

的
だ
け
で
な
く
必
ず
個
人
の
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
る
共
同
態
の
行
為
の

連
関
に
あ
る
。
こ
の
行
為
的
連
関
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
の
が
「
人
格

と
人
類
性
」
で
論
じ
た
「
人
類
性
」
と
い
う
「
共
同
態
的
法
則
」
の
原
理

で
あ
る
。
ま
た
個
人
の
行
為
に
は
「
超
個
人
的
な
根
柢
」
が
あ
る
と
さ
れ

る
が
、「
超
個
人
的
な
根
柢
」
に
つ
い
て
本
稿
で
は
絶
対
的
全
体
性
と
の

関
連
を
後
述
す
る
。

　
和
辻
は
行
為
的
連
関
に
は
二
重
の
否
定
と
一
つ
の
運
動
が
あ
る
と
い

う
）
20
（

。「
共
同
態
的
法
則
の
原
理
」
に
お
い
て
存
在
は
、「
個
で
あ
る
こ
と
を

通
じ
て
全
と
な
る
と
い
う
運
動
に
お
い
て
ま
さ
に
存
在
）
21
（

」
で
あ
る
。
こ
の

行
為
的
連
関
に
お
け
る
否
定
の
運
動
は
、
一
つ
に
、
個
人
の
自
覚
、
二
つ

に
、
全
体
の
中
へ
の
個
人
の
棄
却
を
契
機
と
す
る
。「
主
体
的
な
存
在
」

は
行
為
的
連
関
の
渦
中
に
在
り
、
そ
こ
に
お
け
る
二
重
の
否
定
と
し
て
の

結
合
原
理
が
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
間
柄
を
作
る
た
め
の
ふ
る
ま
い
方
で

例
か
ら
自
律
と
い
う
理
念
は
必
ず
し
も
〈
共
同
の
動
機
〉
を
人
間
存
在
の

「
間
」
に
担
保
す
る
こ
と
と
は
直
接
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
ゆ
え
に
個
人

が
安
定
的
に
関
わ
り
合
う
た
め
に
は
、
宇
都
宮
の
人
格
主
義
の
倫
理
と
は

異
な
る
人
間
存
在
の
倫
理
が
求
め
ら
れ
る
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

改
め
て
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
人
格
概
念
と
〈
間
の
構
造
〉
か
ら
検
討
し

た
い
。

二
　
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
人
格
概
念

　
和
辻
は
「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
人
格
に
つ
い
て
、
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
と

し
て
の
人
格
の
捉
え
方
を
提
起
し
、
人
間
は
役
割
関
係
の
中
に
在
る
存
在

で
あ
る
と
述
べ
る）
14
（

。
こ
の
人
格
概
念
と
関
連
す
る
の
は
和
辻
の
論
考
「
人

格
と
人
類
性
」
に
お
け
る
「
人
類
性
」
へ
の
着
目
で
あ
る）
15
（

。
和
辻
は
カ
ン

ト
の
定
言
命
法
に
つ
い
て
「
汝
の
人
格
に
お
け
る
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
他
の

者
の
人
格
に
お
け
る
人
類
性
（M

enschheit

）
を
、
決
し
て
手
段
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
な
く
、
い
か
な
る
時
に
も
同
時
に
目
的
と
し
て
取
り
扱

う
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
解
す
る
。
こ
こ
で
はM

enschheit
が
「
人
類

性
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
（『
倫
理
学
』
で
は
「
人
間
性
」
と
訳
さ
れ
る
）、

和
辻
は
「
人
格
に
お
け
る
人
類
性
」
を
「
人
格
の
共
同
態
」
で
あ
る
と
し
、

「
人
類
性
は
全
体
性
」
で
あ
る
と
も
い
う）
16
（

。

　
こ
の
よ
う
に
定
言
命
法
か
ら
「
人
格
の
共
同
態
」
を
導
き
出
す
和
辻
は
、

「
カ
ン
ト
は
人
類
性
の
原
理
を
共
同
態
的
（
社
会
的
）
法
則
と
呼
ん
だ）
17
（

」

と
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
人
格
に
お
け
る
人
類
性
」
は
自
己
目
的
と
し
て

の
み
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、「
人
格
の
共
同
態
」
と
い
う
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し
て
の
人
格
〉
と
捉
え
、
こ
の
人
格
を
敬
愛
す
る
義
務
を
個
と
個
の
結
合

原
理
と
し
た
。
一
方
、
和
辻
は
個
と
し
て
存
在
す
る
人
間
の
社
会
的
結
合

を
個
と
全
体
の
「
間
」
か
ら
論
じ
、
そ
の
担
い
手
を
〈
人
類
性
と
し
て
の

人
格
〉
と
し
て
論
じ
た
。
二
人
は
「
間
」
に
着
目
し
な
が
ら
〈
間
の
構
造
〉

を
論
じ
る
方
法
に
お
い
て
も
根
本
的
な
相
違
を
み
せ
る
。
和
辻
は
人
間
が

存
在
す
る
こ
と
は
逃
れ
ら
れ
な
い
他
者
と
と
も
に
間
柄
を
生
き
る
こ
と
で

あ
る
と
し
、
そ
れ
は
個
が
全
体
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
こ
と
と
同
義
で

あ
る
。
ゆ
え
に
和
辻
は
間
柄
に
在
る
人
間
が
他
者
と
折
り
合
い
を
つ
け
な

が
ら
円
満
に
生
き
る
た
め
の
倫
理
に
つ
い
て
、
よ
り
良
い
〈
間
の
構
造
〉

と
は
何
か
を
論
究
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
宇
都
宮
の
倫
理
は
個
と
個
の
関

わ
り
の
「
相
互
主
体
的
な
連
関
」
が
主
眼
で
あ
る
た
め
に
、
個
を
規
定
す

る
全
体
は
初
め
か
ら
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
和
辻
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

人
格
主
義
の
倫
理
は
近
代
的
個
人
概
念
の
問
題
と
連
関
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た）
22
（

。
し
か
し
、
宇
都
宮
は
和
辻
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
も
「
代
置

不
可
能
」
な
個
と
個
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
た
め
に
和
辻
の
問
題
意
識
が

遠
景
へ
と
ず
れ
て
い
る
。

　
宇
都
宮
は
和
辻
が
「
人
間
存
在
の
構
造
」
を
「
個
人
性
」
と
「
世
間
性
」

の
「
統
一
」
と
し
た
こ
と
を
個
の
全
体
へ
の
埋
没
と
批
判
し
た
が
、
和
辻

は
「
統
一
」
で
何
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
確
認
さ
れ

る
の
は
、
和
辻
は
個
人
の
存
在
を
斥
け
ず
、
む
し
ろ
私
的
性
格
を
も
つ
個

が
い
か
に
し
て
他
の
個
と
関
わ
り
合
っ
て
い
く
か
を
究
明
し
た
。
従
っ
て

個
と
全
体
の
構
造
に
お
け
る
個
は
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
単
純
な
没
個
人
と

は
な
っ
て
い
な
い
。
和
辻
の
〈
間
の
構
造
〉
と
い
う
「
人
間
存
在
の
構
造
」

あ
り
、
倫
理
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
和
辻
の
議
論
を
人
格
主

義
の
倫
理
と
比
較
し
て
間
柄
主
義
の
倫
理
と
呼
ぶ
。

三
　
宇
都
宮
と
和
辻
の
〈
間
の
構
造
〉
の
比
較

　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
人
格
主
義
の
倫
理
と
間
柄
主
義
の
倫
理
の
違
い
を

ま
ず
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
お
け
るM

enschheit

の
解
釈
の
違
い
か
ら

比
較
す
る
。
和
辻
の
「
人
格
と
人
類
性
」
に
お
い
てM

enschheit

は
「
人

類
性
」
と
訳
さ
れ
、「
人
格
に
お
け
る
人
類
性
を
目
的
と
し
て
扱
え
」
と

は
、「
共
同
態
的
法
則
」
の
原
理
と
し
て
「
人
格
の
共
同
態
」
に
お
け
る

個
と
全
体
の
行
為
的
連
関
の
渦
中
に
生
じ
る
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
を
意

味
す
る
。
そ
れ
は
間
柄
に
お
け
る
人
間
存
在
の
倫
理
を
現
わ
し
、
個
は
全

体
と
い
う
倫
理
規
範
に
規
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
対
し

て
、
宇
都
宮
で
はM

enschheit

は
「
人
間
性
」
と
訳
さ
れ
、「
人
格
に

お
け
る
人
間
性
を
目
的
と
し
て
扱
え
」
と
は
「
代
置
不
可
能
な
個
人
の
自

立
性
」
を
相
互
に
尊
重
す
る
自
律
を
前
提
と
し
た
「
相
互
主
体
的
な
連
関
」

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
個
は
他
の
個
と
の
「
間
」
で
敬
愛
＝
「
開

い
た
愛
」
に
基
づ
く
自
律
を
規
範
と
し
て
存
在
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
こ
ま

で
の
比
較
か
ら
和
辻
の
「
人
類
性
」
は
よ
り
良
い
「
共
同
態
」
の
構
築
に

あ
り
、
宇
都
宮
の
「
人
間
性
」
は
「
代
置
不
可
能
な
個
人
」
の
自
律
に
あ

っ
た
。
同
じ
「
間
」
で
も
両
者
で
人
格
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
次
に
宇
都
宮
と
和
辻
の
議
論
を
〈
間
の
構
造
〉
か
ら
整
理
し
、
比
較
す

る
。
宇
都
宮
は
個
と
個
の
「
間
」
を
重
視
し
、
個
の
存
在
を
〈
人
間
性
と
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さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
絶
対
的
否
定
性
の
議

論
か
ら
和
辻
が
全
体
性
で
何
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
み
て
い
く
。

絶
対
的
否
定
性
を
検
討
す
る
た
め
に
は
世
間
に
お
け
る
個
人
の
行
為
に
着

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
和
辻
は
個
人
の
行
為
を
公
共
性
の
欠
如
態
と
し
て

の
私
的
存
在
が
帯
び
る
私
的
性
格
で
あ
る
と
し
、
こ
の
性
格
は
行
為
的
連

関
の
中
で
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
に
よ
っ
て
公
共
性
の
次
元
に
高
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
「
止
揚
」
の
原
理
が
絶
対
的
否
定
性

（
絶
対
空
）、
空
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
和
辻
の
想
定
す
る
公
共
性
獲

得
の
運
動
、
空
ず
る
こ
と
の
理
論
的
枠
組
み
は
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に

お
け
る
、
無
私
、
清
明
心
、
慈
悲
と
い
う
「
清
き
心
」、
清
さ
の
議
論
に

あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
共
性
を
獲
得
し
て
い
く
運
動
を
私
的
存

在
の
も
つ
私
的
性
格
の
公
共
性
へ
の
「
止
揚
」
と
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
は

「
私
」
を
去
る
こ
と
、
特
に
「
私
的
利
害
の
放
擲
）
24
（

」
を
意
味
す
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
「
放
擲
」
す
る
こ
と
が
空
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
無
私
に
な
る

こ
と
と
し
て
公
共
性
の
獲
得
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
以
上

か
ら
人
倫
的
組
織
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
に
は
発
展
的
連
関
の
過
程
で
公

共
性
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
和
辻
の
場
合
、
そ
の
究
極
の

人
倫
共
同
態
が
「
人
倫
的
組
織
と
し
て
の
人
倫
的
組
織
」
と
い
う
人
倫
国

家
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
倫
国
家
の
公
共
性
は
先
に
和
辻
が
「
人
類
性
は

全
体
性
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
「
人
格
の
人
類
性
」
に
お
け
る

全
体
性
の
極
み
を
も
現
わ
し
て
い
る）
25
（

。
和
辻
の
全
体
性
と
は
究
極
の
公
共

性
＝
無
私
の
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら

前
述
の
「
超
個
人
的
な
根
柢
」
は
公
共
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
絶
対
的
全

は
、「
個
人
性
」
を
担
保
し
な
が
ら
同
時
に
「
世
間
性
」
を
位
置
づ
け
る

こ
と
で
、
個
と
個
が
社
会
的
に
結
合
す
る
た
め
の
原
理
を
論
じ
た
も
の
と

言
え
る
。
ゆ
え
に
和
辻
の
「
統
一
」
の
ね
ら
い
は
、
私
的
存
在
で
あ
る
個

と
個
が
社
会
的
に
結
合
す
る
た
め
の
〈
間
の
構
造
〉
を
、
個
と
全
体
の

「
間
」
に
生
起
す
る
行
為
的
連
関
と
捉
え
、
そ
の
こ
と
を
「
人
間
存
在
の

構
造
」
に
お
け
る
「
個
人
性
」
と
「
世
間
性
」
の
「
統
一
」
と
し
た
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
「
世
間
性
」
の
中
身
が
後
述
す
る
公
共
性
と
し
て
の
全
体

性
で
あ
る
。
和
辻
は
社
会
的
結
合
（
＝「
共
同
体
」）
の
規
模
が
拡
大
す
る

ほ
ど
に
私
的
性
格
を
規
範
づ
け
る
倫
理
が
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
、
公
共
性

の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
以
上
よ
り
、
和
辻
の
個
と
全
体
の
構
造
は
個
の

私
的
性
格
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
公
共
性
を
獲
得
し
て
い
く
の

か
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
和
辻
は
近
代
の
利
益
社
会
や
打
算

社
会
か
ら
人
倫
共
同
態
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
「
人
間
存
在
の
構
造
」
を

問
い
直
し
、
行
為
的
連
関
に
伴
う
個
の
全
体
へ
の
環
帰
の
運
動
を
、
公
共

性
獲
得
と
そ
の
土
台
と
な
る
人
間
存
在
の
倫
理
の
醸
成
の
方
法
と
し
て
提

起
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
章
で
は
、
行
為
的
連
関
に
お
け
る
運
動
の
生
起
す
る
契
機
と
さ
れ
る

絶
対
空
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
否
定
、
和
辻
は
そ
こ
に
「
人
間
結
合
の
真
の

構
造
に
は
絶
対
的
否
定
性
）
23
（

」
が
あ
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か

を
み
て
い
く
。

四
　
和
辻
の
公
共
性
概
念
の
検
討

　
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
に
対
す
る
批
判
は
、
全
体
に
個
が
回
収
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造
を
縁
取
る
。
ゆ
え
に
「
究
極
的
な
一
者
は
、
絶
対
無
と
も
称
す
べ
き
無

限
流
動
の
神
聖
性
の
母
胎
）
30
（

」
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
丸
山
真

男
が
「
無
責
任
の
体
系
」
や
「
無
限
抱
擁
」
の
現
れ
で
あ
る
と
し
て
批
判

し
た
も
の
で
あ
る）
31
（

。
し
か
し
、
絶
対
的
全
体
性
の
実
体
が
不
定
で
あ
る
こ

と
、
定
ま
ら
な
い
お
お
や
け
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
と

人
間
の
関
わ
り
の
全
体
が
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
流
動
」
の
構
造

の
中
に
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
絶
対
的
全
体
性
は
空
ず
る
不
定
と
し
て

の
全
体
で
あ
り
、
空
ず
る
運
動
は
、
個
人
の
行
為
が
私
的
性
格
の
「
止
揚
」

と
し
て
公
共
性
を
絶
対
的
否
定
性
（
絶
対
空
）
の
裡
に
担
保
す
る
お
お
や

け
（「
公
と
い
う
全
体
」）
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
そ
う
捉
え
る
な
ら
ば
、

絶
対
的
否
定
性
の
運
動
は
、
和
辻
倫
理
学
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
全
体
が
個

に
優
先
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
私
的
存
在
で
あ
る
個
が
全
体

性
と
い
う
公
共
性
を
い
か
に
体
得
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
行
為
の
方
法
を

論
じ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
和
辻
は
お
お
や
け
に
は
「
共
治
の
思
想
）
32
（

」
が
あ
る
と
い
う
。
天
の
安
の

河
原
の
会
議
を
例
に
、
お
お
や
け
は
「
衆
論
」
と
い
う
「
衆
の
間
の
諧
和
」

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り）
33
（

、
そ
れ
は
「
封
建
制
」
と
は
異
な
る
上

下
相
互
の
関
わ
り
合
う
会
議
を
旨
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
治
の
思
想
」

に
連
関
す
る
も
の
と
し
て
苅
部
は
「
衆
議
」
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

和
辻
は
戦
前
、
戦
中
と
い
う
時
代
に
「
政
府
が
思
想
統
制
に
あ
た
っ
て
掲

げ
る
日
本
古
来
の
『
国
体
』
の
主
張
に
対
し
、
全
く
異
質
な
古
代
日
本
像

を
提
示
し
て
、
言
わ
ば
『
国
体
』
論
を
逆
手
に
取
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

擁
護
」
し
、「『
国
体
』
の
原
点
た
る
古
代
の
政
治
が
実
は
『
衆
議
』
に
基

体
性
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
公
共
性
に
つ
い
て
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
を
参
照
し
な
が
ら
お
お

や
け
（
公
＝
大
宅
）
の
視
点
か
ら
み
て
い
く
。
人
倫
国
家
は
私
的
性
格
の

「
止
揚
」
さ
れ
た
お
お
や
け
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る）
26
（

。
お
お
や
け
と

は
公
共
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
全
体
性
の
こ
と
で
あ
り
、
お
お
や
け
と
い

う
全
体
性
は
、
私
的
性
格
を
空
ず
る
こ
と
で
公
共
性
を
獲
得
す
る
と
い
う

運
動
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
否
定
性
（
絶
対
空
）
と
し
て
お

お
や
け
を
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
を
担
保
さ
れ

た
全
体
性
が
絶
対
的
全
体
性
だ
と
言
え
る
。
絶
対
的
全
体
性
は
絶
対
的
否

定
性
の
た
め
に
常
に
動
的
で
あ
り
、
ゆ
え
に
不
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
絶
対

的
全
体
性
が
絶
対
的
否
定
性
（
絶
対
空
）
と
い
う
運
動
の
渦
中
に
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
人
倫
的
組
織
に
お
い
て
個
が
全
体
に
環

帰
す
る
「
絶
対
的
全
体
性
の
自
己
環
帰
的
な
実
現
運
動
」
は
、
前
述
の
通

り
、
個
が
全
体
に
埋
没
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
個
が
私
的

性
格
を
公
共
性
に
「
止
揚
」
し
て
い
く
運
動
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
空

ず
る
と
は
、
お
お
や
け
の
内
実
が
動
的
で
あ
り
、
不
定
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
し
、「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
と
い
う
運
動
は
固
定
化
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
動
的
な
構
造
に
あ
る
。
こ
の
動
的
な
構
造
の
理
論
的
枠
組
み

に
つ
い
て
本
稿
は
神
話
時
代
の
祭
り
事
に
そ
の
原
型
を
み
る
。

　
和
辻
は
「
自
ら
神
を
祀
る
祭
司
と
し
て
の
神

0

0

0

0

0

0

0

」
）
27
（

の
話
か
ら
日
本
に
は

「
一
定
の
神
」
や
「
究
極
的
な
神
」
の
意
志
と
い
う
も
の
は
な
い
と
す
る）
28
（

。

神
と
さ
れ
る
も
の
の
背
後
に
は
常
に
「
何
か
」
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ

の
意
味
で
固
定
さ
れ
な
い
「
不
定
そ
の
も
の）
29
（

」
が
「
国
民
的
統
一
」
の
構
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枠
組
が
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
中
に
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

お
わ
り
に

　
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
構
造
」
は
、
宇
都
宮
の
人
格
主
義
と
は
異
な
り
、

近
代
社
会
の
中
で
い
か
に
し
て
個
人
が
私
的
性
格
を
公
共
性
に
ま
で
高
め

て
い
く
の
か
、
そ
の
難
題
に
対
し
、
人
倫
国
家
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
克

服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
の
打
算
社
会
、
利
益
社
会
を
い

か
に
し
て
乗
り
越
え
る
か
は
現
代
日
本
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
課
題
で
あ

る
。〝
利
潤
と
競
争
の
原
理
〞
が
世
界
を
席
巻
す
る
現
行
社
会
で
は
公
私

混
同
も
違
法
性
が
な
け
れ
ば
た
と
え
不
適
切
な
行
為
で
あ
っ
て
も
免
罪
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
無
私
や
清
明
心
、
慈
悲
を
改
め
て
倫
理
規
範

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
日
本
倫
理
思
想
に
お
け
る
公
共
性
の
検
討
と
し

て
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
和
辻
の
全
体
性
と
は
そ
の
意
味
で
私
的
存

在
と
し
て
生
活
す
る
個
人
が
、
人
格
主
義
の
倫
理
に
依
ら
ず
に
ど
う
や
っ

て
公
共
性
を
担
う
存
在
と
な
れ
る
か
、〈
共
同
の
動
機
〉
を
基
礎
づ
け
る

た
め
の
個
と
全
体
の
構
造
の
議
論
で
あ
り
、〈
間
の
構
造
〉
に
お
い
て
倫

理
規
範
を
醸
成
す
る
た
め
の
人
間
存
在
論
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
和
辻
倫
理
学
の
問
題
は
、
近
代
天
皇
制
を
批
判
的
に
捉
え
る

一
方
で
、
国
家
論
は
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
天
皇
制
に
容
易
に
接
続
さ

れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
問
題
の
核
心
は
、
和
辻
が
人
倫
的
組
織

の
最
終
形
態
を
中
央
集
権
国
家
に
み
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
和
辻
の
個
と

全
体
の
構
造
は
国
家
の
次
元
に
お
い
て
完
成
す
る
。
つ
ま
り
、
私
的
存
在

は
国
家
を
媒
介
と
し
た
と
き
公
共
的
存
在
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
の

づ
い
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
理
論
的
正
統
化
を
図
っ
た）
34
（

」。
以
上
の
よ
う
に
和
辻
の
想
定
す

る
人
倫
国
家
は
「『
私
』
の
支
配
を
排
し
て
『
公
』
と
し
て
の
国
家
の
支

配
を
確
立
す
る
こ
と）
35
（

」
を
範
と
し
、
そ
の
た
め
に
国
家
は
不
可
独
制
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
家
と
個
人
の
関
係
も
単
純
な
滅
私
奉
公
と
は
質
を
異

に
す
る
。
全
体
性
が
不
定
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
全
体
は
公
共
性
の

獲
得
の
た
め
に
運
動
を
続
け
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
固
定
化
し
な
い
運
動

と
い
う
点
で
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
は
開
か
れ
た
循
環
の
関
係
性
で
あ
る

と
も
表
現
で
き
る
。
お
お
や
け
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
に
つ
い
て
も
、
天
皇

は
「
公
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
天
皇
が
お
お
や
け

で
あ
る
こ
と
を
直
接
に
は
意
味
せ
ず
、
お
お
や
け
は
人
倫
国
家
そ
れ
自
体

の
こ
と
で
あ
る
。「
公
」
が
私
的
性
格
を
帯
び
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
や
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
否
定
さ
れ
る
。
絶
対
的
否
定
性
に
は
権
力
だ
け

で
な
く
権
威
の
固
定
化
、
固
執
に
対
す
る
「
衆
論
」
の
抵
抗
の
機
能
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
本
稿
は
和
辻
の
全
体
性
と
は
お
お

や
け
と
い
う
無
私
の
公
共
性
の
極
み
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
個
と
全
体

の
構
造
と
い
う
〈
間
の
構
造
〉
に
お
け
る
全
体
と
は
、
行
為
的
連
関
に
生

起
す
る
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
と
し
て
公
共
性
の
獲
得
を
目
指
す
私
的
存

在
の
倫
理
規
範
を
基
礎
づ
け
る
全
体
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

　
本
稿
は
和
辻
倫
理
学
の
〈
間
の
構
造
〉
そ
れ
自
体
の
検
討
が
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
宇
都
宮
の
「
間
」
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
和
辻
が
個
と
全
体
の
構
造
で
何
を
論
じ
よ
う
と
し
た
か
を
確
認
し

た
。
ま
た
『
倫
理
学
』
で
展
開
さ
れ
た
「
人
間
存
在
の
構
造
」
の
理
論
的
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二
号
』
比
較
思
想
学
会
、
一
九
九
五
。

　（
2
）
田
中
健
夫
「
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
国
家
と
個
人
」『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研

究
紀
要
　
Ⅱ
　
人
文
・
社
会
科
学
編
　
四
五
』
千
葉
大
学
、
一
九
九
七
。

　（
3
）
湯
浅
泰
雄
『
湯
浅
泰
雄
全
集
　
第
十
三
巻
』
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、

二
〇
〇
八
。
西
谷
敬
『
文
化
と
公
共
性
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
三
。
坂
部
恵
『
和

辻
哲
郎
』
岩
波
現
代
文
庫
　
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
。
苅
部
直
『
光
の
領
国 

和

辻
哲
郎
』
岩
波
現
代
文
庫
　
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
。
熊
野
純
彦
『
和
辻
哲
郎
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
。

　（
4
）
西
谷
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

　（
5
）
宇
都
宮
芳
明
『
人
間
の
間
と
倫
理
』
以
文
社
、
一
九
八
〇
、
一
〇
〇
頁
。

　（
6
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。

　（
7
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

　（
8
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

　（
9
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
二
〇
四
│
二
〇
七
頁
。

　（
10
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
二
一
四
│
二
一
五
頁
。

　（
11
）
宇
都
宮
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

　（
12
）
亀
山
純
生
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
議
論
か
ら
カ
ン
ト
の
道
徳
論
の
実
現
可

能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
亀
山
純
生
『
う
そ
の
倫
理
学
』
大
月
書
店
、
一

九
九
七
、
一
二
八
│
一
三
八
頁
。

　（
13
）
増
田
敬
祐
「
地
域
と
市
民
社
会
」
唯
物
論
研
究
協
会
（
編
）『
唯
物
論
研
究
年

誌
　
第
十
六
号
』
大
月
書
店
、
二
〇
一
一
。

　（
14
）
和
辻
哲
郎
「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」『
和
辻
哲
郎
全
集
（
十
七
）』
岩
波
書
店
、
一

九
六
三
。
坂
部
恵
「
仮
面
と
人
格
」『
坂
部
恵
集
（
三
）』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
。

　（
15
）
和
辻
哲
郎
「
人
格
と
人
類
性
」『
和
辻
哲
郎
全
集
（
九
）』
岩
波
書
店
、
一
九

六
二
。「
人
格
と
人
類
性
」
に
つ
い
て
は
宮
川
敬
之
が
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
参

考
に
な
る
。
宮
川
敬
之
『
和
辻
哲
郎
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
、
一
五
六
│
二
四

二
頁
。

　（
16
）
和
辻
、
前
掲
書
、
三
二
三
、
三
二
五
頁
。

　（
17
）
和
辻
、
前
掲
書
、
三
二
五
頁
。

　（
18
）
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
（
一
）』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
、
二
一
五
頁
。

公
私
二
元
論
的
世
界
観
と
接
続
さ
れ
、
個
人
と
国
家
（
社
会
）
の
間
に
あ

る
中
間
集
団
、
現
実
の
人
間
生
活
の
生
き
る
場
で
あ
る
共
の
世
界
＝
地
域

社
会
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る）
36
（

。
和
辻
の
「
人
間
存
在
の

構
造
」
は
〈
間
の
構
造
〉
と
し
て
、
ば
ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
た
人
間
を
い

か
に
再
び
社
会
的
に
結
合
さ
せ
て
い
く
の
か
、
そ
の
結
合
原
理
を
明
ら
か

に
し
た
点
で
、
宇
都
宮
の
自
律
し
た
個
人
の
結
合
よ
り
も
実
践
的
意
義
が

あ
り
、
現
代
に
応
用
で
き
る
人
間
存
在
論
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
全
体
性

を
国
家
の
次
元
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
本
稿
は
「
共
治
の
思
想
」
に
基
づ
く
公
共
空
間
を
構
築
す
る
に
は
、
地

域
社
会
の
次
元
に
あ
る
公
共
性
が
最
も
重
要
な
役
割
を
担
う
と
考
え
る
。

現
代
日
本
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
社
会
の
再
生
と
「
共
治
の
思
想
」

の
実
践
に
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
公
共
性
の
獲
得
に
よ
っ
て
「
衆
論
」

を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
〈
人
間
の
共
同
〉
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
〈
人

間
の
共
同
〉
は
国
家
を
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、

現
代
日
本
に
要
請
さ
れ
る
〈
人
間
の
共
同
〉
は
、
和
辻
で
は
人
倫
国
家
へ

至
る
途
中
段
階
に
す
ぎ
な
か
っ
た
地
域
社
会
の
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
和

辻
が
提
唱
し
た
「
人
間
存
在
の
構
造
」
は
孤
立
無
縁
化
が
進
行
す
る
現
代

で
〈
人
間
の
共
同
〉
を
考
え
る
際
に
〈
共
同
の
動
機
〉
に
つ
な
が
る
理
論

を
展
開
し
て
い
る
点
で
示
唆
に
富
む
。
こ
の
人
間
存
在
の
〈
間
の
構
造
〉

を
国
家
で
は
な
く
地
域
社
会
の
次
元
に
応
用
し
、
そ
こ
で
醸
成
さ
れ
る
公

共
性
の
検
討
が
次
の
課
題
と
な
る
。

　（
1
）
福
島
揚
「
和
辻
哲
郎
と
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
」『
比
較
思
想
研
究
　
第
二
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　（
19
）
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』（
以
下
『
学
と
し
て
の
』）
岩
波

文
庫
、
二
〇
〇
七
、
四
七
頁
。

　（
20
）
和
辻
『
倫
理
学
（
一
）』
四
〇
頁
。

　（
21
）
和
辻
『
学
と
し
て
の
』
四
九
頁
。

　（
22
）
苅
部
、
前
掲
書
、
一
五
三
│
一
七
〇
頁
。

　（
23
）
和
辻
『
倫
理
学
（
一
）』
一
七
八
│
一
七
九
頁
。

　（
24
）
和
辻
哲
郎
「
日
本
倫
理
思
想
史
（
上
）」『
和
辻
哲
郎
全
集
（
十
二
）』
岩
波
書

店
、
一
九
六
二
、
八
四
頁
。

　（
25
）
こ
の
こ
と
は
和
辻
が
人
倫
国
家
の
限
度
を
「
生
け
る
全
体
性
」＝
民
族
と
し
て

い
る
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
田
中
、
前
掲
書
。

　（
26
）
和
辻
、
前
掲
書
、
八
二
頁
。

　（
27
）
和
辻
、
前
掲
書
、
六
〇
頁
。
強
調
点
は
和
辻
。

　（
28
）
和
辻
、
前
掲
書
、
七
二
頁
。

　（
29
）
和
辻
、
前
掲
書
、
六
二
頁
。

　（
30
）
和
辻
、
前
掲
書
、
七
二
頁
。

　（
31
）
丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
。

　（
32
）
和
辻
、
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。

　（
33
）
和
辻
、
前
掲
書
、
一
二
四
頁
。

　（
34
）
苅
部
、
前
掲
書
、
一
一
四
│
一
一
五
頁
。

　（
35
）
和
辻
、
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。

　（
36
）
増
田
敬
祐
「
和
辻
倫
理
学
『
間
柄
』
と
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
『
乳
飲
み
子
』
の

倫
理
の
検
討
」『
比
較
思
想
研
究
　
第
四
一
号
』
比
較
思
想
学
会
、
二
〇
一
四
。

（
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
）


