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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

は
じ
め
に

　

和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九―

一
九
六
〇
）
は
、
人
間
関
係
を
前
提
と
し
た
「
間
柄
」
の
倫
理
学
を
打

ち
立
て
た
人
物
と
し
て
名
高
い
。
彼
は
、
人
間
の
「
個
性
」
を
、
あ
く
ま
で
も
人
と
人
と
の
関
係
に

お
い
て
語
る
。
従
っ
て
、
彼
の
思
想
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
に
は
、「
個
の
問
題
の
追
究
が
弱
い
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
和
辻
が
死
亡
し
た
一
九
六
〇
年
頃
は
、
そ
の
一
点
に
よ
っ
て
、
彼
の
業
績
す

ら
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
（
1
）。
し
か
し
近
年
で
は
、
和
辻
倫
理
学
は
改
め
て
注
目

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
界
や
挫
折
と
い
う
負
の
側
面
も
含
め
て
、
積
極
的
に
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

さ
て
、
和
辻
に
お
け
る
「
個
人
」
性
に
注
目
し
た
人
物
と
し
て
、
飯
嶋
裕
治
を
挙
げ
る
。
彼
は
和

辻
に
お
け
る
「
個
人
」
的
存
在
を
、「
個
々
人
に
お
い
て
諸
資
格
が
特
異
な
仕
方
で
複
合
し
て
お
り
、

そ
れ
が
ま
さ
に
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」
点
に
見
出
し
た
が
、
同
時
に
「
資
格
（
面
・

ペ
ル
ソ
ナ
）
に
規
定
さ
れ
つ
つ
な
さ
れ
る
日
常
的
諸
行
為
は
、
そ
れ
が
熟
練
し
卓
越
し
た
も
の
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
資
格
自
体
に
独
自
の
表
情
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
一
連
の
過
程
を
通

じ
て
、
資
格
は
個
々
人
に
固
有
の
徳
と
し
て
実
現
さ
れ
獲
得
さ
れ
て
い
く
」
と
指
摘
し
た
（
2
）。
こ
れ
は
、

「
個
人
」
が
自
身
の
固
有
の
本
性
を
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
形
成
し
て
い
く
点
を
解
説
し
て
お
り
、

和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
「
個
人
」
の
可
能
性
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

「
個
人
」
的
存
在
の
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
に
、
自
ら
積
ん
で
い
く
経
験
を
見
い
だ
し
た
点
は
、
大

変
意
義
深
い
。
特
に
、「
固
有
の
徳
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
何
よ
り
の
個
性
が
表
れ
て
い
よ
う
。
し

か
し
、
人
間
に
は
も
っ
と
明
白
に
、
固
有
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
肉

体
」
で
あ
る
。「
肉
体
」
は
、
和
辻
が
「
個
性
」
を
論
じ
る
際
に
大
変
注
目
し
た
要
素
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
田
中
健
夫
は
、
身
体
が
和
辻
の
個
人

に
関
す
る
思
想
に
お
い
て
独
自
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
彼
は
和
辻
を
「
身
体
（
肉

体
）
の
被
規
定
性
、
主
体
性
の
内
特
に
間
柄
に
よ
る
そ
れ
だ
け
に
注
目
し
て
い
る
」
と
し
、
そ
れ
に

対
す
る
批
判
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
や
は
り
「
身
体
（
肉
体
）
が
外
界
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
」

と
い
う
考
え
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
述
べ
た
（
3
）。
つ
ま
り
田
中
は
、
和
辻
の
肉
体
論
に
注
目
し
、
そ
れ

が
彼
の
「
個
人
」
観
を
読
み
解
く
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
気
付
い
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
か

ら
両
者
の
関
係
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、「
個
」
の
問
題
の
追
究
が
弱
い
と
さ
れ
て
い
る
和
辻
倫
理
学
を
見
直
す
べ
く
、

和
辻
の
「
個
性
」
に
対
す
る
見
解
を
年
代
順
に
辿
っ
た
。
使
用
す
る
主
な
著
作
は
、「
自
己
の
肯
定

と
否
定
と
」、『
偶
像
再
興
』、
そ
し
て
『
倫
理
学
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
和
辻
が
一
貫
し
て
「
個

性
」
に
対
し
肯
定
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
そ
こ
に
「
肉
体
」
が
占
め
る
要
素
が
重

大
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
章
「
個
性
」
の
成
立
と
完
成

「
個
性
」
に
対
す
る
和
辻
の
思
想
を
考
察
す
る
為
、
第
一
に
、「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
と
い
う

小
篇
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
和
辻
が
二
十
五
歳
と
い
う
若
さ
で
執
筆
し
た
作
品
だ
が
、
既
に
そ

の
思
想
の
確
立
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
和
辻
は
「
自
己
否
定

0

0

0

0

」
に
つ
い
て
、「
自
分
を
自
己
肯

定
の
本
道
に
導
い
て
く
れ
そ
う
」
な
要
求
だ
と
考
え
て
い
る
（
4
）。
彼
は
自
身
の
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
、

「
無
批
評
に
自
分
の
尊
貴
を
許
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
独
我
主
義
の
思
想
を
体
現
」
し
て
し
ま
っ
た

と
反
省
し
た
。
当
時
の
彼
は
、
他
者
に
対
す
る
同
情
や
理
解
が
欠
乏
し
、
孤
立
を
誇
り
と
し
て
い
た

ら
し
い
。「
人
を
愛
す
る
心
持
ち
が
ど
ん
な
に
強
く
自
分
の
内
に
起
っ
て
来
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
自

愛
ま
で
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
満
足
が
出
来
な
か
っ
た
（
5
）」
と
述
べ
て
い
る
。

　

和
辻
は
、
こ
の
よ
う
な
自
分
を
「
真
実
の
自
己
の
殻
」
と
見
な
し
、「
真
実
の
自
己
」
を
深
く
強

く
伸
び
さ
せ
、「
孤
立
し
よ
う
と
す
る
自
己
」
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。「
真
実
に
自
己
肯

定
を
や
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
己
否
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
6
）
」
と
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
肯
定
と
否
定
と
の
場
合
に
「
自
己
」
の
意
味
が
違
う
」
と
し
て
い
る
為
、
こ
の
点
を
確
認
す
る
。

ま
ず
「
真
実
の
自
己
」
に
つ
い
て
、
和
辻
は
「
様
々
な
本
能
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
し
た
。

和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
個
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

荒＊　

木　

夏　

乃

１－１

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
和
辻
哲
郎
／
個
性
／
男
女
／
肉
体
／
間
柄

＊
平
成
二
四
年
度
生　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻



荒
木　

和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
個
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

し
か
し
そ
の
「
本
能
の
数
」
は
確
定
で
き
な
い
と
し
て
、「
意
識
的
に
分
析
す
る
事
の
出
来
な
い
も
の
」

と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
本
能
が
統
一
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
個
性
0

0

を
見
い
だ
し
た
。

従
っ
て
個
性
も
ま
た
、
明
確
に
認
識
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。　

さ
て
、
和
辻
は
こ
こ
で
、
個
性
を
人
相
に
譬
え
て
い
る
。「
一
、二
の
特
徴
を
捕
え
る
こ
と
は
出
来

る
が
、
微
妙
な
線
や
表
情
に
な
る
と
到
底
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
詳
し
く
見

れ
ば
見
る
ほ
ど
他
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
7
）。」
こ
の
場
合
の
人
相
と
は
、
個
々
別
々
な
特
殊
な
人
相
0

0

を

指
し
て
い
る
た
め
、
一
般
的
な
「
顔
」
で
は
な
い
。

和
辻
は
、
人
相
と
顔
の
関
係
を
、
個
性
と
人
間
の
関
係
に
重
ね
て
考
え
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
人

相
の
な
い
顔
を
思
い
描
け
な
い
こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
ど
れ
だ
け
特
殊
な
人
相
で
も
、「
顔
」
で

あ
る
（
「
顔
」
の
一
部
で
は
な
く
全
部
で
あ
る
）
こ
と
と
同
様
に
、
個
性
が
な
く
て
は
人
間
も
な
く
、

特
異
な
個
性
で
も
、
全
ガ
ン
ツ
エ
ス

体
と
し
て
の
人
間
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、「
意
味
価
値
の

あ
る
の
は
常
に
個
性
で
あ
る
が
、
人
間
と
し
て
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
意
義
が
な
い
（
8
）」

と
す
る
の
で
あ

る
。「
人
間
」
は
、
あ
る
存
在
の
全
体
性
を
指
す
が
、
顔
や
人
相
に
は
見
る
・
見
ら
れ
る
関
係
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
言
う
「
個
性
」
も
、
他
者
と
の
連
関
が
前
提
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
和
辻
は
次
の
よ
う
に
も
考
え
た
。「
個
性
を
完
成
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
内
に

ひ
そ
む
目
的
で
あ
る
。
個
性
が
完
成
せ
ら
る
る
度
の
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
そ
れ
は
特
殊
の
色
彩
を
強

め
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
ま
た
人
性
の
進
化
に
参
与
す
る
所
も
深
く
な
る
。
特
殊
の
極
限

は
や
が
て
普
通
と
な
る
の
で
あ
る
（
9
）。」
つ
ま
り
、
個
性
は
他
者
と
の
連
関
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
為
、

特
殊
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、「
人
間
」
と
し
て
の
働
き
も
強
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確

認
し
た
い
の
は
、「
個
性
の
完
成
、
自
己
の
実
現
」
が
、
我
に
執
す
る
所
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
和
辻
は
、「
無
批
評
に
自
分
の
尊
貴
を
許
す
」
と
い
う
「
自
己
肯
定
」

で
は
な
く
、「
我
を
滅
す
る
こ
と
」
と
い
う
「
自
己
否
定
」
に
よ
っ
て
個
性
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

自
分
に
は
ま
だ
す
べ
て
の
人
の
内
の
「
人
間
」
を
愛
す
る
だ
け
の
力
が
な
い
。（
中
略
）
そ

れ
故
に
自
分
は
醜
く
ま
た
弱
い
自
分
を
絶
え
ず
眼
の
前
に
見
て
い
る
。
自
分
の
我
を
以
て
常
に

人
の
弱
所
を
突
こ
う
と
し
て
い
る
卑
し
い
自
分
を
絶
え
ず
見
ま
も
っ
て
い
る
。
後
悔
が
鋭
く
胸

を
刺
す
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。（
中
略
）
悔
い
な
き

0

0

0

0

こ
と
を
誇
り
と
し
た
の
は
、
も
う
過
ぎ
去
っ

た
事
で
あ
る
。
や
が
て
ま
た
悔
ゆ
る
こ
と
な
き
生
活
に
入
り
た
い
と
い
う
要
求
は
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
ま
ず
我
を
滅
し
て
大
い
な
る
愛
の
力
に
動
く
所
の
自
分
に
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
真
に
自
分
の
個
性
の
建
立
に
努
む
る
途
上
に
お
い
て
な
ら
ば
、
い
か
な
る
事
が
起
ろ
う
と

も
自
分
は
悔
い
な
い
）
10
（

。

こ
こ
ま
で
で
確
認
で
き
る
の
は
、
和
辻
が
滅
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
我
」
で

あ
っ
て
、「
個
性
」
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
、「
個
性
」
を
発
揮
す
る
状
態
を
決
し
て
疎

ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
文
章
に
も
表
れ
て
い
る
。

自
分
は
す
べ
て
の
人
と
妥
協
し
た
平
和
な
状
態
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
個
性
は
最
高

の
権
威
を
持
ち
、
争
闘
は
人
性
の
根
本
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
々
が
皆
我
を
滅
し
て
、

し
み
じ
み
し
た
涙
を
流
し
、
お
互
い
に
「
人
間
」
と
し
て
心
と
心
と
を
触
れ
合
わ
せ
る
と
い
う

よ
う
な
状
態
に
な
る
と
、
個
性
は
そ
の
特
殊
を
厳
密
に
保
持
し
な
が
ら
相
互
に
融
け
合
い
、
争

闘
は
我
の
偏
狭
を
脱
し
て
人
性
進
化
の
た
め
に
愛
の
光
の
内
に
行
わ
れ
る
。
偉
大
な
る
者
へ
の

屈
従
0

0

は
歓
喜
を
以
て
迎
え
ら
れ
、
弱
小
を
征
服
す
る
こ
と
は
大
い
な
る
愛
の
力
を
以
て
せ
ら
れ

る
。
こ
こ
に
偉
大
な
る
者
の
偉
大
な
る
ゆ
え
ん
は
最
も
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
弱
小

な
る
者
の
生
活
が
人
性
の
上
に
持
っ
て
い
る
意
義
も
ま
た
明
瞭
に
な
る
）
11
（

。

以
上
か
ら
、
こ
の
小
篇
に
お
い
て
は
、「
否
定
す
べ
き
自
己
（
真
実
の
自
分
の
殻
）
」
は
「
我
」
で

あ
り
、「
肯
定
さ
れ
る
べ
き
自
己
（
真
実
の
自
己
、
人
間
そ
の
も
の
、
愛
の
力
の
も
と
に
動
く
も
の
）
」

は
「
個
性
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
己
否
定
」
の
要
求
は
「
自

分
の
個
性
の
建
立
、
自
己
の
完
成
の
道
途
の
上
に
、
正
し
い
方
向
を
与
え
て
く
れ
る
）
12
（

」
と
い
う
結
論

に
な
る
の
で
あ
る
。「
個
性
」
は
「
我
」
を
滅
し
た
状
態
を
指
す
た
め
、
人
間
（
関
係
性
の
中
で
の
存
在
）

と
い
う
意
味
を
既
に
備
え
て
い
る
。
故
に
和
辻
は
、「
個
性
」
を
保
持
す
べ
き
大
切
な
も
の
と
考
え
、

そ
の
完
成
を
、「
生
活
の
内
に
ひ
そ
む
目
的
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
和
辻
が
、

「
自
己
否
定
」
を
通
じ
て
「
個
性
」
を
成
立
さ
せ
る
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
苦
し
ん
だ
か
、
そ
し
て
そ
の
後
、

完
成
に
向
け
て
途
方
も
な
い
道
の
り
を
感
じ
て
い
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
「
個
性
」
の
完
成
に
向
け
て
の
過
程
、
及
び
そ
の
保
持

　

次
に
、『
偶
像
再
興
』
を
取
り
上
げ
る
。
全
集
第
十
七
巻
に
収
録
さ
れ
た
本
作
の
、「
版
を
新
た
に

す
る
に
当
た
り
て
」
に
よ
る
と
、
執
筆
さ
れ
た
の
は
大
正
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
当
時

の
和
辻
は
、
ニ
イ
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
著
作
に
も
そ
の

影
響
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
。
加
え
て
、
時
代
の
気
分
や
彼
自
身
の
年
ご
ろ
の
関
係
か
ら
、「
自
己

１－２
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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

の
主
観
的
な
体
験
を
む
や
み
に
重
大
視
し
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
人
生
の
中
枢
問
題
で
あ
る
か
の
ご
と

く
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
）
13
（

」
と
い
う
反
省
を
述
べ
て
い
る
。
従
来
の
和
辻
論
で
は
、『
偶
像
再
興
』
に

思
想
的
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
）
14
（

。
し
か
し
、
こ
の
「
版
を
新
た
に
す
る
に
当
た

り
て
」
の
同
所
で
、
和
辻
自
身
は
「
自
己
中
心
的
な
関
心
の
中
に
も
、
対
象
に
即
す
る
思
惟
へ
の
傾

向
は
幽
か
に
現
わ
れ
て
い
る
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
）
15
（

。
後
の
思
想
の
片
鱗
が
見
え
て
い
る
、
と
著
者

自
身
が
認
識
し
て
い
る
点
は
大
変
興
味
深
い
。
和
辻
に
即
し
て
考
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
思
想
の
連

続
性
が
、
ど
う
い
っ
た
箇
所
で
現
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、『
偶
像
再
興
』
の
中
で
も
、「
衆
愚
」
と
い
う
章
に
は
、
和
辻
哲
郎
の
「
個
性
」
に
対
す
る

姿
勢
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
章
で
彼
は
、
周
り
の
人
間
に
対
す
る
自
身
の
気
持
ち
が
二
種
類
あ
る

と
し
て
い
る
）
16
（

。
一
つ
は
、「
汗
で
地
を
霑
お
す
日
に
や
け
た
人
々
」
へ
の
も
の
で
、
友
人
と
し
て
親

切
に
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
「
教
育
あ
る
俗
衆
」
に
対
し
て
は
、「
真
の
道
徳
を

蹂
躪
し
て
形
式
の
道
徳
を
振
り
か
ざ
す
」「
自
己
と
生
と
に
対
す
る
誠
実
の
真
義
を
解
せ
ず
し
て
、
人

か
ら
奴
隷
的
誠
実
を
要
求
す
る
」
な
ど
と
批
判
を
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
心
の
持
ち
方

を
、
山
腹
に
あ
る
者
が
頂
上
を
見
上
げ
る
と
と
も
に
、
山
麓
を
見
お
ろ
す
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
、

矛
盾
な
く
捉
え
て
い
る
。
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
偉
人
を
尊
崇
す
る
心
（
上
へ
の
距
離
の
感
情
）
と
俗
衆
を
侮
蔑
す
る
心
（
下
へ
の

距
離
の
感
情
）
と
は
、
同
一
の
立
場
の
両
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
謙
抑
と
傲
慢
と
は
手
を
携

え
て
個
性
の
生
育
を
促
進
す
る
。
謙
抑
は
内
よ
り
個
性
を
刺
激
し
、
傲
慢
は
外
に
対
し
て
個
性

の
腐
蝕
を
防
ぐ
。
な
ぜ
な
ら
、
偉
人
は
人
間
の
内
か
ら
、
そ
の
本
質
た
る
最
も
個
性
的
な
も
の

を
引
き
出
し
、
俗
衆
は
個
性
の
権
威
を
蹂
み
に
じ
っ
て
、
人
間
を
平
ら
か
に
同
型
化
し
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
）
17
（

。

こ
こ
で
い
う
「
謙
抑
」
と
「
傲
慢
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
偉
人
を
尊
崇
す
る
心
（
上
へ
の
距
離
の
感

情
）
」
と
、「
俗
衆
を
侮
蔑
す
る
心
（
下
へ
の
距
離
の
感
情
）
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
を
、
和
辻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
「
個
性
の
生
育
を
促
進
す
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ

る
。「
個
性
」
が
、
他
者
へ
の
感
情
に
よ
っ
て
生
育
さ
れ
る
と
い
う
主
張
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
個
性
」

は
人
間
関
係
の
中
で
発
揮
さ
れ
、
常
に
他
者
に
対
し
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
前
章
で
検
討
し
た
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
で
の
主
張
に
等
し
い
。

ま
た
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
俗
衆
に
よ
る
統
治
が
、
青
年
の
腐
敗
を
招
き
、
人
類
の
文
化
に
と
っ
て

危
険
で
あ
る
、
と
も
指
摘
す
る
）
18
（

。
こ
の
危
機
に
対
し
、
和
辻
は
「
個
性
の
権
威
の
た
め
に
衆
愚
と
戦

う
こ
と
は
、
我
々
の
任
務
で
あ
り
ま
た
誇
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
）
19
（

。
で
は
そ
の
戦
い
と

は
、
何
を
指
す
の
か
。
彼
は
「
個
性
の
発
揚
完
成
の
努
力
」
そ
の
も
の
が
、
衆
愚
と
の
戦
い
に
他
な

ら
な
い
と
す
る
）
20
（

。
己
の
「
個
性
」
を
極
め
、
そ
の
完
成
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
、
衆
愚
と
の
戦
い

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
彼
に
と
っ
て
「
個
性
」
は
未
だ
完
成
し
き
っ
て
は
い
な

い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
完
成
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

も
前
章
で
扱
っ
た
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
に
お
け
る
「
個
性
」
の
理
解
に
等
し
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
和
辻
は
衆
愚
に
対
す
る
自
身
の
「
傲
慢
」
な
心
を
正
当
化
し
て
い
る
。
彼
ら
に

対
す
る
気
持
ち
は
、
和
辻
に
と
っ
て
、
心
苦
し
く
も
譲
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
以
下
の
記

述
を
参
照
す
る
。「
私
は
衆
愚
も
ま
た
悩
み
あ
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
傾

向
を
憎
む
ほ
ど
個
々
の
人
間
を
憎
み
は
し
な
い
。
し
か
し
私
の
愛
は
な
お
は
る
か
に
彼
ら
を
抱
擁
す

る
に
は
た
り
な
い
。
生
に
対
す
る
彼
ら
の
不
誠
実
を
呪
う
心
は
、
絶
え
ず
私
の
内
に
脈
を
搏
っ
て
い

る
。
彼
ら
に
対
す
る
攻
撃
は
、
私
の
彼
ら
に
対
す
る
愛
の
頂
上
で
あ
る
）
21
（

。」

こ
こ
で
彼
は
、
愛
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
負
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
。
衆
愚

を
抱
擁
す
る
に
は
愛
が
た
り
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
へ
の
攻
撃
を
「
愛
の
頂
上
」
と
述
べ
て

い
る
点
は
一
見
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
の
解
決
に
も
、
前
述
の
「
自
己
の
肯
定
と
否
定

と
」
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。「
我
を
滅
し
得
ず
、
愛
の
力
の
足
り
な
い
と
い
う
悔
い
は
、
我
を
滅

し
て
大
い
な
る
愛
の
力
に
動
く
こ
と
の
準
備
で
あ
る
）
22
（

。」
つ
ま
り
、
衆
愚
に
対
す
る
和
辻
の
攻
撃
は
、

我
を
滅
し
得
な
い
か
ら
こ
そ
起
こ
っ
た
愛
の
不
足
で
あ
り
、
の
ち
に
我
を
滅
し
て
大
い
な
る
愛
に
動

く
た
め
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
で
己
の
衆
愚
に
対
す
る
攻
撃
を
正
当
化
で
き

た
の
は
、
い
つ
か
彼
ら
を
愛
で
抱
擁
し
き
れ
る
ほ
ど
に
、
我
を
滅
す
こ
と
、
即
ち
「
個
性
」
を
発
揮

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、『
偶
像
再
興
』
を
執
筆
し
た
当
時
の
和
辻
は
、「
個
性
」
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は

「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
と
同
じ
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、「
個
性
」
と
は

尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
成
立
と
同
時
に
人
間
関
係
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見

解
で
あ
る
。
加
え
て
、『
偶
像
再
興
』
で
は
、「
個
性
」
と
は
、
他
者
へ
の
感
情
に
よ
っ
て
生
育
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
提
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
で
は
不
透

明
だ
っ
た
、「
個
性
」
の
完
成
ま
で
の
過
程
が
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
個
性
」
の
権
威

の
た
め
に
衆
愚
と
戦
う
こ
と
が
、
任
務
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
る
と
し
、
そ
の
戦
い
方
も
、
た
だ
「
個

性
の
発
揚
完
成
の
努
力
」
に
の
み
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
個
性
」
の
保
持
に
も
言
及
し
た
著
作

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。『
偶
像
再
興
』
で
の
和
辻
は
、
い
ま
だ
に
「
我
」
を
滅
し
き
れ
て
い
な
い
自

己
を
自
覚
し
つ
つ
、
い
つ
か
は
「
我
」
を
滅
し
て
、
大
い
な
る
愛
の
力
で
動
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

１－３



荒
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和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
個
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

う
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
る
。
例
え
そ
の
時
に
抱
く
他
者
へ
の
感
情
が
、
負
の
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
人
間
関
係
の
中
で
生
き
て
い
る
以
上
、
当
然
起
こ
る
現
象
だ
と
割
り
切
っ
て
考
え
る
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
本
作
で
の
「
個
性
」
の
捉
え
ら
れ
方
は
、「
個
性
」
の
完
成
ま
で
の
過
程
に
、
よ

り
一
層
人
間
関
係
を
見
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章　

目
に
見
え
る
「
個
性
」

第
一
節　

間
柄
の
倫
理
学

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
和
辻
の
「
個
性
」
が
、「
我
」
と
は
異
な
り
人
間
関
係
を
内
包
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
従
来
の
和
辻
批
判
と
同
様
に
、
そ
の
「
個
」
が

間
柄
的
に
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
和
辻
の
主
著
で
あ
る
『
倫
理
学
』
を
用
い
て
、
間

柄
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

和
辻
は
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
倫
理
問
題
の
場
所
は
孤
立
的
個
人
の

意
識
に
で
は
な
く
し
て
ま
さ
に
人
と
人
と
の
間
柄

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
。
だ
か
ら
倫
理
学
は
人
間
の
学
な
の
で
あ

る
。
人
と
人
と
の
間
柄
の
問
題
と
し
て
で
な
く
て
は
行
為
の
善
悪
も
義
務
も
責
任
も
徳
も
真
に
解
く

こ
と
が
で
き
な
い
）
23
（

。」
人
と
人
と
の
間
柄
の
問
題
、
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
た
だ
ち
に
「
人
間
」
と

い
う
単
語
が
連
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
元
来
「
よ
の
な
か
」「
世
間
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
も

の
が
、
い
つ
し
か
個
体
的
な
「
人
」
の
意
味
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
人
間
と
い
う
言
葉
は
、「
「
世
の
中
」
で
あ
る
0

0

と
と
も
に
そ
の
世
の
中
に
お
け
る
「
人
」
で
あ
る
0

0

。

（
中
略
）
単
な
る
「
人
」
で
は
な
い
0

0

と
と
も
に
ま
た
単
な
る
「
社
会
」
で
も
な
い
0

0

」）
24
（

と
和
辻
は
指
摘

す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
世
の
中
」
と
し
て
の
性
格
を
、「
人
間
の
世
間
性

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
社
会
性

0

0

0

」
と
し
、

「
人
」
と
し
て
の
性
格
は
「
人
間
の
個
人
性

0

0

0

0

0

0

」
と
表
し
た
）
25
（

。

次
に
「
存
在
」
と
い
う
言
葉
を
確
認
す
る
）
26
（

。
こ
れ
は
、
和
辻
が
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、「
人
間

存
在
」
と
い
う
語
を
多
用
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
「
存
」
だ
が
、
こ
れ
は
本
来
「
主
体
的
な
自
己

0

0

0

0

0

0

保
持
0

0

」
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
己
が
己
自
身
を
持
つ
こ
と
、
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ

の
漢
字
は
、「
忘
失
に
対
す
る
把
持
、
亡
失
に
対
す
る
生
存
」
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
瞬

間
に
「
亡
」
に
転
じ
う
る
と
い
う
、
人
間
存
在
の
時
間
的
性
格
を
表
す
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、「
在
」

は
「
主
体
が
あ
る
場
所
に
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
意
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
去
」
に
対
す
る

言
葉
で
あ
る
。
こ
の
と
き
和
辻
は
、
主
体
が
い
る
場
所
に
つ
い
て
、
宿
、
宅
、
郷
、
世
な
ど
の
社
会
0

0

的
な
場
所

0

0

0

0

を
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
、
家
族
、
村
、
世
間
な
ど
の
人
間
関
係
を
指
す
。
よ
っ

て
「
在
」
は
、「
主
体
的
に
行
動
す
る
者
が
何
ら
か
の
人
間
関
係
の
な
か
を
去
来
し
つ
つ
そ
の
関
係

に
お
い
て
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
）
27
（

。
従
っ
て
「
存
在
」
と
は
、「
間
柄
と
し
て
の
主
体
の
自
己
把
持

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

す
な
わ
ち
「
人
間
0

0

」
が0

己
れ
自
身
を
有
つ
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
）
28
（

。

以
上
か
ら
「
人
間
存
在
」
と
い
う
言
葉
が
、
社
会
性
と
個
人
性
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
ち
、
常

に
人
間
関
係
の
中
で
生
き
な
が
ら
己
れ
自
身
を
持
つ
、
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
分
か
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
和
辻
は
そ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
根
本
構
造
を
「
否
定
的
構
造
」
と
表
現
す
る
。
和
辻
に

お
い
て
、「
否
定
」
と
は
、
他
者
と
の
連
関
の
様
子
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。

個
人
の
独
立
性
は
全
体
者
に
背
く
と
こ
ろ
に
あ
り
、
全
体
者
の
全
体
性
は
個
人
の
独
立
を
否

定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
個
人
と
は
、
全
体
者
が
成
り
立
つ
た
め
に
そ
の
個
別
性
を
否

定
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
全
体
者
と
は
個
人
が
成
り
立
つ
た
め
に
そ
こ
か
ら
背
き

出
る
べ
き
地
盤
で
あ
る
。
他
者
と
の
連
関
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
を
否
定

0

0

0

0

0

す
る
と
と
も
に
他
者
か
ら
否
定
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
人
間
の
間
柄
的
存
在
と
は
か
か
る
相
互
否
定
に
お
い
て
個
人
と
社
会
と
を
成
り
立
た
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

む
る
存
在

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
を
見
い
だ
し
た
時
、
そ
れ
は
す
で
に
他
を
否
定
し
、
ま

た
他
か
ら
の
否
定
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
先
な
る
も
の
は
た
だ
こ
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

否
定
の
み
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
否
定
は
常
に
個
人
と
社
会
と
の
成
立
に
お
い

0

0

0

て0

見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
こ
の
否
定
そ
の
者
が
個

0

0

0

0

0

0

0

人
及
び
社
会
と
し
て
己
れ
を
現
わ
し
て
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
す
で
に
個
人
と
社
会
と
が
成
立
し
て

い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
社
会
は
個
人
の
間
の

0

0

0

0

0

関
係
で
あ
り
、
個
人
は
社
会
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

個
人
で

あ
る
。（
中
略
）
根
源
的
に
は

0

0

0

0

0

こ
れ
ら
の
両
面
は
す
べ
て
否
定
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
）
29
（

。

上
記
の
、
人
間
の
根
源
否
定
性
を
、
和
辻
は
「
絶
対
的
否
定
性

0

0

0

0

0

0

」
や
「
己
れ
の
本
源
た
る
空

0

0

0

0

0

0

0

0

」
等

と
表
し
）
30
（

、
人
間
は
こ
の
「
根
源
的
な
る
空
」
と
、
そ
の
否
定
的
展
開
で
あ
る
「
個
人
存
在
」
及
び
「
社

会
存
在
」
と
い
う
三
つ
の
契
機
を
「
否
定
の
運
動
と
し
て
動
的
に
統
一
」
し
て
い
る
と
定
義
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
常
に
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
否
定
の
運
動
を
し
続
け
て
い
る
の
が
、
和
辻
哲
郎

の
定
義
す
る
「
人
間
存
在
」
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
様
態
と
運
動
を
行
う
人
間
存
在
の
「
個

性
」
は
、『
倫
理
学
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
特
に
「
個
性
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
恋
愛
」
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。

１－４



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

第
二
節
「
恋
愛
」
に
お
け
る
「
個
性
」

和
辻
の
恋
愛
論
に
お
い
て
「
個
性
」
が
言
及
さ
れ
る
の
は
、
人
間
存
在
の
性
の
愛
が
、
性
衝
動
か

ら
出
発
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
議
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
和
辻
は
、「
日
常
現
実
に
お
け
る
性

関
係
は
、
初
め
よ
り
人
格
や
愛
の
契
機
を
含
み
、
身
心
の
統
一
に
お
い
て
男
女
が
互
い
に
相
手
の
全

体
を
取
り
、
自
己
の
全
体
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
身
心
分
離
の
立
場
に
立
っ
て
、

身
体
の
側
に
性
衝
動
を
、
心
霊
の
側
に
愛
を
認
め
よ
う
と
す
る
ご
と
き
は
、
抽
象
的
思
惟
の
作
為
に

過
ぎ
な
い
」
と
断
ず
る
）
31
（

。
特
に
彼
は
、
肉
体
の
有
す
る
「
形
」
が
、
人
間
に
と
っ
て
無
限
に
深
い
意

義
を
有
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
愛
す
る
も
の
の
「
顔
」
は
単
な
る

0

0

0

肉
体
な
ど

で
は
な
く
、
相
手
の
人
格
や
心
霊
、
情
緒
、
そ
し
て
個
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
相
手
の
頼
も
し
さ

や
優
し
さ
は
顔
に
現
れ
、「
相
手
が
他
の
何
人
に
よ
っ
て
も
置
き
換
え
ら
れ
得
ぬ
唯
一
回
的
な
存
在

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
唯
一
性
も
ま
た
顔
に
あ
る
）
32
（

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
顔
を
精
神
の
座
と

認
め
る
と
同
時
に
、
和
辻
は
、
顔
が
肉
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
顔
と
同
様
に
、
指

紋
も
、
身
体
の
全
体
に
至
る
ま
で
が
、
唯
一
回
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
全
身
も
ま
た
情
緒
を

現
わ
し
得
る
こ
と
か
ら
、
和
辻
は
肉
体
全
体
を
精
神
の
座
と
考
え
た
。
こ
の
肉
体
は
、
精
神
の
座
で

あ
り
な
が
ら
、
肉
体
で
あ
る
こ
と
も
や
め
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
和
辻
に
と
っ
て
は
、
男

女
関
係
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
契
機
な
の
で
あ
る
。

男
性
に
と
っ
て
は
女
体
の
「
形
」
が
無
限
の
魅
力
を
有
し
、
女
性
に
と
っ
て
は
男
体
の
「
形
」

が
無
限
の
引
力
を
有
す
る
。
形
そ
の
も
の
が
直
接
に
引
く
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
性
的
衝
動

の
ご
と
き
が
そ
の
背
後
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
形
が
性
的
衝
動
を
誘
引
す
る
場
合

は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
男
体
女
体
の
「
形
」
の
意
義
は
性
別
に
よ
る
牽
引

0

0

0

0

0

0

0

に
存
す

る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
性
別
は
、
人
間
存
在
に
お
け
る
根
源
的
な
差
別
な
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
性
的
関
係
に
お
け
る
男
女
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
肉
体
に
お
い
て
か
か
る
「
形
」
を
有

し
て
は
い
る
が
、
そ
の
形
は
同
時
に
唯
一
回
的
な
個
性
の
表
現
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
0

0

人
格
の
生

の
表
現
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
性
別
に
よ
る
牽
引
は
こ
こ
で
は
一
定
の
個
性
的
な
男
女
の
間
の

関
係
に
な
る
。
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
は
「
男
性
」
と
「
女
性
」
と
の
対
立
、
対
立
す
る
性
の

間
の
相
互
牽
引
で
あ
り
つ
つ
、
他
面
に
お
い
て
は
互
い
に
代
換
し
得
ら
れ
ぬ
個
性
的
な
る
も
の

の
対
立
的
合
一
で
あ
る
。
こ
れ
が
通
例
「
恋
愛
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
33
（

。

　

「
恋
愛
」
を
個
性
の
対
立
的
合
一
と
見
な
す
和
辻
は
、
男
女
が
互
い
に
特
定
の
異
性
の
相
手
を
求

め
る
、
と
い
う
点
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
る
。

身
心
と
も
に
個
性
的
で
あ
り
、
そ
う
し
て
こ
の
個
性
的
な
身
心
を
も
っ
て
性
的
に
関
係
し
よ

う
と
す
る
者
が
、
相
手
と
己
れ
と
の
適
応
性
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
い
わ

ん
や
こ
の
選
択
が
、
好
き
嫌
い
の
感
情

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
直
接
に
異
性
へ
の
牽
引
と
反
撥
と
を
決
定
す
る

以
上
、
性
的
関
係
の
特
殊
的
限
定
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
特

殊
的
限
定
が
「
恋
愛
」
を
、
す
な
わ
ち
性
的
な
る
愛
を
成
り
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
）
34
（

。

こ
れ
は
、
和
辻
が
ま
さ
し
く
個
性
を
、
あ
る
人
間
存
在
を
特
定
の
人
物
に
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な

要
素
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
個
性
の
中
に
、「
肉
体
」
の
形
を
含
ん
で
い
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
や
『
偶
像
再
興
』
に
お
け
る
「
個

性
」
の
論
に
は
、「
肉
体
」
に
対
す
る
言
及
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
和
辻
は
そ
れ
ら
よ
り
は
る
か

に
昔
か
ら
、「
肉
体
」
を
意
識
し
て
は
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
七
年
、
和
辻
が
十
八
歳
の
と
き
に

執
筆
し
た
小
篇
、「
霊
的
本
能
主
義
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

肉
体
！　

肉
体
の
存
在
が
何
で
あ
る
。
物
質
の
執
着
は
霊
の
権
威
を
無
視
し
肉
の
欲
の
前
に

卑
し
き
屈
従
を
な
す
。
米
と
肉
と
野
菜
と
で
養
う
肉
体
は
こ
の
尊
ぶ
べ
き
心
霊
を
欠
く
時
一
疋

の
豕
に
過
ぎ
な
い
、
野
を
行
く
牛
の
兄
弟
で
あ
る
。
塵
よ
り
い
で
て
塵
に
返
る
有
限
の
人
の
身

に
光
明
に
充
つ
る
霊
を
宿
し
、
肉
と
霊
と
の
円
満
な
る
調
和
を
見
る
時
羽
な
き
二
足
獣
は
、
威

厳
あ
る
「
人
」
に
進
化
す
る
。
肉
は
袋
で
あ
り
霊
は
珠
玉
で
あ
る
。
袋
が
水
に
投
げ
ら
る
る
時

は
珠
も
と
も
に
沈
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ど
袋
が
土
に
汚
れ
岩
に
破
ら
る
る
と
も
珠
玉
は
依
然

と
し
て
輝
く
、
こ
の
光
が
尊
い
の
で
あ
る
）
35
（

。

　

肉
と
霊
が
円
満
に
調
和
し
た
も
の
が
「
人
」
で
あ
る
、
と
の
考
え
は
、「
肉
体
」
を
人
間
の
構
成

要
素
と
し
て
重
視
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
の
和
辻
は
、
心
霊
と
肉
体
に
、
珠

玉
と
袋
と
い
う
役
割
を
課
し
、
重
要
度
に
優
劣
を
つ
け
て
い
る
。
心
霊
が
『
倫
理
学
』
で
の
「
精
神
」

を
指
す
と
す
れ
ば
、
和
辻
は
時
を
経
て
、
肉
体
と
精
神
の
重
要
性
に
差
を
つ
け
な
く
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
霊
的
本
能
主
義
」
で
は
「
袋
」
と
さ
れ
て
い
た
「
肉
体
」
は
、『
倫
理
学
』

に
お
い
て
は
「
精
神
の
座
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
肉
体
の
形
そ
の
も
の
が
無
限
の
魅

力
、
引
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
倫
理
学
』
で
、
肉
体
が

果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
手
の
人
格
や
心
霊
、
情
緒
、
そ
し
て
個
性

を
、
肉
体
の
「
形
」
に
見
出
し
た
）
36
（

こ
と
か
ら
は
、
個
性
が
肉
体
の
価
値
を
高
め
た
要
因
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
唯
一
回
的
、
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
固
有
の
特
徴
が
「
肉
体
」

１－５
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和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
個
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

で
あ
る
こ
と
を
、
和
辻
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
肉
体
」
に
つ
い
て
、
初
め
て
『
倫
理
学
』
で
言
及
さ
れ
る
の
は
、
第
一
章
第
二
節
「
人
間

存
在
に
お
け
る
個
人
的
契
機
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
和
辻
は
、「
個
々
の
人
」
に
つ
い
て
考
え
る
為

に
「
個
々
の
肉
体
」
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、「
肉
体
」
を
、
主
体
的
か
つ
他
の
「
肉
体
」
と
つ
な

が
り
を
持
つ
も
の
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
肉
体
」
が
個
別
的
独
立
性
を
得
る
た
め
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
間
柄
か
ら
背
反
し
、
そ
の
資
格
を
破
壊
し
な
く
て
な
ら
な
い
と
し
た
。
資
格
が
破
壊
さ
れ

る
状
況
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
肉
体
」
が
も
は
や
人
で
な
い
単
な
る
物
体
、
間
柄
を
作
り
得
な

い
物
体
に
転
ず
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
肉
体
」
が
「
身
心
脱
落
」
と
表
現
で
き
る
ほ
ど

絶
対
的
に
従
属
的
な
、
空
に
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
ら
な
い
限
り
、
つ
ま
り

間
柄
を
作
り
得
る
限
り
、
和
辻
に
と
っ
て
「
肉
体
」
は
他
と
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
る
）
37
（

。

な
お
、
こ
こ
で
破
壊
さ
れ
る
資
格
に
は
、
男
性
と
し
て
女
性
に
引
か
れ
る
と
い
う
資
格
さ
え
も
含

ま
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
言
及
か
ら
は
、
和
辻
が
、
恋
愛
に
お
い
て
異
性
に
惹
か
れ
る
時
点
で
、

「
肉
体
」
は
個
別
的
独
立
性
を
失
っ
て
い
る
、
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
和
辻
は
、

人
間
が
間
柄
的
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
個
別
的
独
立
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
。「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
に
お
け
る
「
我
」
は
、
間
柄
的
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
滅
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
和
辻
が
個
別
的
独
立
性
と
「
我
」
に
関
連
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
個
別
的
独
立
性
へ
の
妄
信
が
「
我
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
自
ら
を
「
個
別
的
独
立
性
」
だ
け
の
存
在
と
思
い
込
ま
ず
、「
個
性
」
の
発
揮
を
目
指
し
て

い
く
。
和
辻
の
「
個
性
」
に
対
す
る
肯
定
的
な
見
方
は
、
青
年
期
か
ら
一
貫
し
て
い
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

本
論
は
、
和
辻
の
「
個
性
」
に
対
す
る
思
想
を
、
主
に
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」『
偶
像
再
興
』

『
倫
理
学
』
か
ら
探
っ
て
き
た
。
ま
ず
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
で
は
、「
我
」
と
「
個
性
」
は
別

物
と
さ
れ
た
。「
我
」
を
滅
し
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
に
な
る
こ
と
で
、「
個
性
」
は
発
揮
さ

れ
る
。
こ
の
「
個
性
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
、
生
活
の
内
に
ひ
そ
む
目
的
と
ま
で
考
え
ら
れ
た
。

次
に
『
偶
像
再
興
』
で
は
、「
個
性
の
生
育
」
は
、
他
者
へ
の
感
情
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。

「
個
性
」
は
人
間
関
係
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
、
と
い
う
思
想
は
変
わ
ら
ず
に
、
そ
の
生
育
過
程
を
詳

説
し
た
形
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
個
性
」
の
権
威
の
た
め
に
衆
愚
と
戦
う
こ
と
を
任
務
・
誇
り
と
し
、

そ
の
戦
い
方
も
た
だ
「
個
性
の
発
揚
完
成
の
努
力
」
に
の
み
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
当

時
の
和
辻
が
「
個
性
」
の
保
持
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

最
後
に
『
倫
理
学
』
だ
が
、
こ
の
と
き
和
辻
は
、「
個
性
」
の
完
成
4

4

に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。
た

だ
「
人
間
存
在
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
性
と
個
人
性
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
ち
、
常
に
人
間
関
係

の
中
で
生
き
な
が
ら
、
己
れ
自
身
を
も
持
つ
も
の
、
と
い
う
間
柄
的
存
在
の
定
義
を
し
、
更
に
、
人

と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
否
定
の
運
動
を
し
続
け
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も

「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
我
」
を
捨
て
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
和
辻
は
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
、
既
に
「
我
」
を
滅
し
、「
個
性
」
の
建
立

に
向
け
て
の
出
発
が
出
来
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
前
の
二
つ
と
は
異

な
り
、「
個
性
」
の
議
論
に
「
肉
体
」
が
登
場
し
た
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。

『
倫
理
学
』
で
の
「
個
性
」
が
完
成
形
な
の
か
、
成
熟
過
程
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、「
肉

体
」
の
形
に
「
個
性
」
を
認
め
た
以
上
、
そ
れ
が
完
成
す
る
こ
と
は
生
涯
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
人
間
は
成
長
し
、
や
が
て
老
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
肉
体
的
に
続
く
こ
の

よ
う
な
「
個
性
」
の
変
化
を
、
和
辻
は
ど
う
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
偶
像
再
興
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
「
個
性
」
の
生
育
、
保
持
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
は
「
個
性
」
が
完
成
し
な
い
こ
と
を
悲
し

み
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
発
展
途
上
と
考
え
て
焦
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
道
の
途
中
と
捉
え
て
見

守
っ
て
い
く
姿
勢
が
、『
倫
理
学
』
執
筆
当
時
の
和
辻
に
は
出
来
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
未

完
成
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
個
性
」
を
重
ん
じ
、
特
に
「
肉
体
」
ご
と
惹
か
れ
合
う
、

代
替
の
利
か
な
い
唯
一
性
を
発
揮
す
る
人
間
関
係
と
し
て
、「
恋
愛
」
に
注
目
し
て
い
た
点
は
重
要

で
あ
る
。
恋
愛
は
、
男
女
と
い
う
最
も
小
さ
な
共
同
体
の
結
ぶ
関
係
性
で
あ
る
）
38
（

。
そ
の
最
小
単
位
の

共
同
体
で
、「
肉
体
」
ご
と
、
と
い
う
最
も
強
大
な
「
個
性
」
の
対
立
的
合
一
が
な
さ
れ
た
。「
個
性
」

を
重
視
し
た
和
辻
に
と
っ
て
、
こ
の
共
同
体
が
特
別
な
価
値
を
持
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
彼
の
男
女
観
に
お
け
る
「
個
性
」
の
役
割
は
、
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

和
辻
哲
郎
の
い
う
「
個
性
」
が
、
間
柄
的
関
係
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
点
を
以
て
「
個
の
問
題
の
追
及
が
甘
い
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
の
定
義
す
る
「
人
間
存
在
」
は
、
常
に
主
体
的
で
、
運
動
を
し
続
け
て
い
る
。「
肉
体
」

が
個
性
で
あ
る
以
上
、
そ
の
変
化
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
未
完
成
な
「
個
性
」
を
発
揮

し
続
け
る
人
間
が
、
己
の
「
個
性
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
「
個
性
」

を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
人
が
己
の
力
で
自
分
自
身
を
変
え
て
い
く

過
程
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
学
び
、
変
化
し
よ
う
と
す
る
自
己
修
養
と
も
い
う
べ
き
姿

勢
を
肯
定
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
ひ
と
り
ひ
と
り
の
固
有
の
肉
体
、
そ
の
す
べ
て
の
瞬
間
に
、
唯
一

性
と
い
う
個
性
の
発
揮
を
見
い
だ
し
得
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
思
想
は
個
の
追
究
の
展
望
を
確
か
に

含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

注

（
１
）　

佐
藤
康
邦
「
序
文
」（
佐
藤
康
邦
、
清
水
正
之
、
田
中
久
文
編
『
甦
る
和
辻
哲
郎　

人
文
科
学
の
再
生
に
向
け
て
』

「
叢
書　

倫
理
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
Ⅴ
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
九
九
年
、
ⅰ―

ⅱ
頁
）。
こ
こ
で
い
う
「
業

績
」
に
は
、「
ニ
ー
チ
ェ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
等
の
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
哲
学
の
驚
異
的
に
早
い
段
階
で
の
紹
介
者
」

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
す
ら
含
ま
れ
る
。

（
２
）　

飯
嶋
裕
治
「
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
的
行
為
論
に
見
る
「
個
人
」
的
存
在
の
可
能
性―

「
資
格
」
と
「
徳
」
を

手
が
か
り
に―

」『
思
想
』
第
一
〇
六
一
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
五
四
頁
。

（
３
）　

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
』

第
四
五
巻
、
千
葉
大
学
教
育
学
部
、
一
九
九
七
年
、
四
五
頁
。
な
お
、
田
中
は
「
身
体
」
と
「
肉
体
」
と
い
う

語
を
混
用
す
る
が
、
本
論
で
は
和
辻
が
「
身
体
」
と
記
述
す
る
箇
所
以
外
は
「
肉
体
」
と
記
す
。

（
４
）　

和
辻
哲
郎
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
七
三
頁
。

以
下
、
和
辻
に
依
拠
し
た
傍
点
（
、
）
と
、
筆
者
傍
点
（
・
）
が
あ
る
。

（
５
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
四
頁
。

（
６
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
五
頁
。

（
７
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
六
頁
。

（
８
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
六
頁
。

（
９
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
六
頁
。

（
10
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
七―

七
八
頁
。

（
11
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
九
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
偉
大
な
る
者
」「
弱
小
な
る
者
」
が
そ
れ
ぞ

れ
何
を
指
す
の
か
は
、
説
明
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。

（
12
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
九
頁
。

（
13
）　

和
辻
哲
郎
『
偶
像
再
興
』（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
三
頁
。「
版
を
新
た

に
す
る
に
当
た
り
て
」
は
、
昭
和
十
二
年
に
書
か
れ
た
箇
所
で
あ
る
。　

（
14
）　

宮
川
敬
之
『
和
辻
哲
郎―

人
格
か
ら
間
柄
へ
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
一
頁
。

（
15
）　

和
辻
は
『
偶
像
再
興
』
の
結
末
部
が
、『
古
寺
巡
礼
』
に
直
ち
に
結
び
つ
く
と
し
て
い
る
。『
古
寺
巡
礼
』
は
、

和
辻
が
大
正
七
年
（
二
十
九
歳
）
の
時
、
奈
良
へ
古
寺
を
巡
る
旅
を
し
た
際
の
印
象
記
で
あ
る
。

（
16
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
四―

一
三
五
頁
。

（
17
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
五
頁
。

（
18
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
六
頁
。
和
辻
は
、
こ
の
主
張
を
し
た
ニ
イ
チ
ェ
や
プ
ラ
ト
オ
ン
に
同
意
し
て
い
る
。

（
19
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
六
頁
。

（
20
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
六
頁
。
和
辻
は
、
野
獣
と
戦
わ
ず
、
生
活
の
内
に
自
己
の
精
神
王
国
の
建
設
を
目

指
し
た
プ
ラ
ト
オ
ン
や
、
言
葉
で
の
み
俗
衆
と
戦
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
そ
の
他
ニ
イ
チ
ェ
や
ト
ル
ス
ト

イ
を
例
に
挙
げ
、
個
性
の
発
揚
完
成
の
努
力
こ
そ
が
衆
愚
と
の
戦
い
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

（
21
）　

前
掲
『
偶
像
再
興
』
一
三
七
頁
。

（
22
）　

前
掲
「
自
己
の
肯
定
と
否
定
と
」
七
九
頁
。

（
23
）　

和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
』
上
（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
一
二
頁
。

（
24
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
一
七
頁
。

（
25
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
二
二
頁
。

（
26
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
二
四―

二
五
頁
。

（
27
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
二
四
頁
。
な
お
和
辻
は
「
物
が
あ
る
場
所
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
現
象
を
、「
人
間
が
そ
の
物
を

場
所
的
に
限
定
し
て
有
つ
こ
と
に
過
ぎ
な
い
」
と
考
え
る
（
同
書
二
四―

二
五
頁
）。

（
28
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
二
五
頁
。

（
29
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
一
〇
六―

一
〇
七
頁
。

（
30
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
一
二
四
頁
。

（
31
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
三
四
六―

三
四
七
頁
。

（
32
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
三
四
七
頁
。

（
33
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
三
四
八
頁
。

（
34
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
三
四
九
頁
。

（
35
）　

和
辻
哲
郎
「
霊
的
本
能
主
義
」（
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
二
十
巻
（
増
補
改
版
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）

二
四―

二
五
頁
。

（
36
）　

根
来
司
は
、
和
辻
が
『
偶
像
再
興
』
の
翌
年
に
刊
行
し
た
『
古
寺
巡
礼
』（
旧
版
）
に
お
い
て
、
仏
像
の
人
体

美
を
「
肉
」
と
い
う
語
で
多
く
表
現
し
た
と
指
摘
す
る
（
「
肉
の
美
し
さ
」「
肉
の
美
」
な
ど
）。
し
か
し
改
版
で

は
こ
れ
ら
の
語
は
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
根
来
は
『
古
寺
巡
礼
』
の
旧
版
が
絶
版
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
こ

の
漂
い
す
ぎ
た
肉
感
を
挙
げ
、
書
き
換
え
の
理
由
は
「
和
辻
も
こ
れ
を
は
ず
か
し
く
」
感
じ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
（
根
来
司
「
『
古
寺
巡
礼
』
の
旧
版
」
姫
路
文
学
館
編
『
開
館
記
念
特
別
展　

和
辻
哲
郎
の
世
界
』

姫
路
文
学
館
、
一
九
九
一
年
、
四
二
頁
）。

（
37
）　

前
掲
『
倫
理
学
』
七
〇―

七
一
頁
。

（
38
）　

和
辻
に
お
い
て
「
恋
愛
」
は
男
女
の
も
の
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
和
辻
は
、
夫
婦
（
二
人
共
同
体
）

と
恋
愛
関
係
に
あ
る
男
女
の
違
い
を
、
婚
姻
と
い
う
制
度
の
有
無
に
の
み
認
め
て
い
た
（
と
も
に
恋
愛
を
し
て

い
る
点
で
は
同
質
と
考
え
て
い
た
）
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
論
「
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
善
悪
観
と
男
女
観
の
関
係

―

ヘ
ー
ゲ
ル
の
良
心
論
を
手
掛
か
り
に―

」『
道
徳
と
教
育
』N

o. 331

、
日
本
道
徳
教
育
学
会
、
二
〇
一
三
年
、

所
収
参
照
。
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荒
木　

和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
個
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

The Value of Individuality in WATSUJI Tetsuro's Ethics

ARAKI Natsuno

Abstract

WATSUJI Tetsuro's Ethics is often pointed out that it is not enough to analyze Individuality. 

However, in recent years, we can see some works trying to find the importance of Individuality 

in WATSUJI's theory.  The purpose of this study is an examination of Individuality by WATSUJI 

Tetsuro, and a grasp of this value in his ethics.  By reading his works chronologically, we can find 

his changes and coherences.  In conclusion, he consistently understood that Individuality is formed 

in the in-betweenness of person and person, and made a point of its preservation and completion. 

He stressed the importance of Individuality, especially in the theory of love in “Rinrigaku. ” He 

considered not only the spirit but also the Human Body as an Individuality, and paid attention to its 

irreplaceable oneness.  The Individuality, which is contained in a Human Body is changing through 

a human being's life. In other words, Individuality will not be completed, and WATSUJI accepted 

this transformation.  His ideas of Individuality is on the assumption from the theory of betweenness. 

However we can analyze the individuality in his ethics because he found that the only Individuality 

at Human Body that everyone has is unique and changes constantly.
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