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座
小
田
氏
の
哲
学
上
の
仕
事
の
中
で
二
つ
の
大
き
な
柱
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
近
現
代
哲
学
の
著
作
の
翻
訳
と
、

ヘ
ー
ゲ
ル
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
内
在
的
研
究
で

あ
る
。
哲
学
書
に
限
ら
ず
外
国
語
の
重
要
な
著
作
の
日
本
語
へ

の
翻
訳
は
、
そ
の
内
容
を
日
本
に
お
け
る
読
者
に
と
っ
て
母
語

で
理
解
可
能
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
訳
語
を
案
出
す

る
こ
と
で
、
日
本
語
の
表
現
を
広
げ
る
点
で
大
き
な
意
義
を
も

つ
。
座
小
田
氏
が
手
が
け
た
翻
訳
書
は
全
部
で
二
十
二
点
に
お

よ
び
、
そ
こ
に
は
Ｈ•

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
﹃
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
宇
宙
の
生
成
﹄
全
三
巻
︵
小
熊
正
久
氏
、
後
藤
嘉
也
氏
と

の
共
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
一
一
年
︶
の

よ
う
な
浩
瀚
な
著
作
も
含
ま
れ
る
︵
東
北
大
学
哲
学
研
究
会
編

﹃
思
索
﹄
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
の
巻
頭
に
、
座
小
田
氏

の
全
業
績
の
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ご
関
心
の
あ
る
方

は
、
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
︶。
し
た
が
っ
て
、
座
小
田
氏
の

翻
訳
上
の
業
績
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
座
小
田
氏
の
研
究
を
引

き
受
け
、
継
承
す
る
上
で
、
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
作
業
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
、
翻
訳
者
と
し
て
の
座
小
田
氏
で

は
な
く
、
氏
が
研
究
論
文
の
中
で
示
し
て
き
た
思
索
者
と
し
て

の
座
小
田
氏
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
業
績
を
概
観
し
て
い
き

た
い
。

哲
学
の
古
典
的
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
中
に
埋
没
し
つ
つ
読
解
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
少
数
の
特
別
に
重
要
な
概
念
に
与
え
ら
れ
て

い
る
独
特
の
意
味
合
い
を
突
き
止
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書

籍
に
お
い
て
、
一
人
、
も
し
く
は
多
く
て
も
二
人
く
ら
い
の
思

想
家
が
展
開
し
て
い
る
思
索
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作

業
は
、
哲
学
研
究
の
中
で
最
も
興
味
深
い
営
み
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
一
つ
一
つ
の
概
念
を
一
つ
の
ピ
ー
ス
と
す
る
ジ
グ
ソ
ー
パ

ズ
ル
の
絵
柄
を
描
い
て
い
く
作
業
に
似
て
い
る
。
古
典
の
解
釈

に
お
い
て
、
意
味
を
確
定
す
べ
き
概
念
群
は
、
解
釈
者
が
生
み
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出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
書
籍
の
中
に
す
で
に
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
概
念
の
意
味
を
、
解
釈
者
の
好
き

な
よ
う
に
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
概
念
群
を
組
み

立
て
な
が
ら
、
解
釈
者
が
再
構
成
す
る
議
論
︵
こ
れ
が
、
解
釈

で
あ
る
︶
も
、
解
釈
者
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
。
と
は
い

え
、
古
典
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
深
い
議
論
を
発
見
す
る

の
か
は
、
解
釈
者
の
関
心
や
セ
ン
ス
に
お
お
い
に
依
存
す
る
。

そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
書
籍
と
取
り
組
み
、
解
釈
を
通
じ
て

そ
こ
か
ら
ど
う
い
っ
た
議
論
を
取
り
出
し
て
く
る
の
か
を
見
れ

ば
、
解
釈
者
の
個
性
や
思
想
上
の
好
み
、
哲
学
研
究
を
行
う
上

で
の
目
的
と
い
っ
た
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

座
小
田
氏
が
研
究
の
初
期
か
ら
現
在
に
至
ま
で
取
り
組
ん
で

き
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
始
め
に
活
躍
し
、
ド
イ
ツ
観
念
論
を

完
成
さ
せ
た
Ｇ•

Ｗ•

Ｆ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
的
研
究
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
特
徴
は
、
全
体
的
秩
序
形
成
へ
の
志
向
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
神
や
自
然
、
個
人
、
社
会
か

ら
な
る
世
界
を
、
一
定
の
構
造
を
も
っ
た
全
体
的
秩
序
と
し
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
全
体
的
秩
序
は
合
理
性
の
刻
印

を
帯
び
て
お
り
、
合
理
性
の
核
と
な
る
精
神
を
備
え
て
い
る

人
間
は
、
反
省
的
認
識
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
全
体

性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
現
代

哲
学
に
お
い
て
、
極
端
に
還
元
的
な
科
学
主
義
的
立
場
を
と
る

の
で
な
い
限
り
、
世
界
の
全
体
的
秩
序
を
一
元
的
に
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
原
理
的
に
で
さ
え
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
と
て
も
楽
観
的
な
哲
学
観
を
抱

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
観
を
裏
打
ち
し
て
い
る
の
は
、

全
体
的
秩
序
や
そ
の
中
で
の
哲
学
的
営
み
に
対
す
る
高
い
信
頼

で
あ
り
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
独
特
の
お
お
ら
か
さ
と

包
容
力
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
特
徴

は
、
座
小
田
氏
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
示
す
る
全
体
的
秩
序
を
再
構
成
す
る
作
業

は
、
し
か
し
全
く
容
易
で
は
な
い
。
全
体
的
秩
序
形
成
の
要

に
な
る
原
理
は
、
精
神
や
意
識
は
本
有
的
に
否
定
性
を
も
つ
と

い
う
仮
定
で
あ
る
。﹁
意
識
が
媒
語 M

itte 

で
あ
り
﹁
お
の
れ

自
身
の
反
対
﹂
で
あ
り
う
る
﹂
の
だ
︵
座
小
田
豊
﹁
無
限
と
否

定
性

︱
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
に
お
け
る
﹁
精
神

哲
学
﹂
の
成
立
﹂﹃
思
索
﹄
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
、
十

頁
︶。
精
神
が
自
分
そ
の
も
の
で
は
な
い
様
々
な
存
在
を
内
属
さ

せ
う
る
︵
否
定
性
︶
か
ら
こ
そ
、
精
神
に
よ
る
統
一
的
秩
序
の

︵
再
︶
構
成
が
可
能
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
否
定

性
の
仮
定
は
直
ち
に
受
け
入
れ
可
能
で
は
な
い
し
、
ま
た
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
る
思
索
の
展
開
の
理
解
を
困
難
に
も
す
る
。

実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
解
釈
は
容
易
で
は
な
い
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
思
想
の
核
を
捉
え
よ
う
と
彼
の
テ
キ
ス
ト
に
没
入
し
、

テ
キ
ス
ト
に
忠
実
な
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
者
は
し
ば
し

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
特
有
の
概
念
群
の
磁
力
に
引
っ
張
ら
れ
て
、
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自
分
が
読
み
取
っ
た
内
容
を
再
現
す
る
際
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の

口
吻
を
ま
ね
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル

の
解
釈
論
文
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
と
格

闘
す
る
時
に
感
じ
る
よ
う
な
苦
労
を
読
者
に
強
い
る
こ
と
に
な

る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
座
小
田
氏
の
手
に
な
る
諸
論
考
は
、
こ

う
い
っ
た
研
究
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
座
小
田
氏
は
、
こ
な

れ
た
、
し
か
し
格
調
高
い
日
本
語
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ

キ
ス
ト
の
手
堅
い
解
釈
を
提
示
す
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
可

能
な
の
は
、
座
小
田
氏
が
研
究
の
最
初
期
の
段
階
で
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
索
の
体
系
に
対
し
て
透
徹
し
た
見
通
し
を
も
ち
、
そ
の

思
索
に
対
し
て
、
自
身
が
と
る
べ
き
態
度
を
見
抜
い
て
い
た
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

論
文
﹁
自
由
と
共
同

︱
イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

個
別
者
の
問
題
﹂︵﹃
思
索
﹄
第
九
号
、
一
九
七
六
年
︶
は
座
小

田
氏
が
弱
冠
二
十
七
歳
の
時
に
発
表
し
た
最
初
の
論
文
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
、
座
小
田
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
の
全
体
像
を
提

示
す
る
重
要
な
一
節
が
あ
る
。
引
用
し
よ
う
。

可
想
界
と
現
象
界
と
の
間
、
つ
ま
り
天
使
と
獣
の
中
間
に

位
置
す
る
人
間
の
分
断•

抑
圧
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に

は
、
人
間
の
内
に
あ
る
理
性
性
が
人
間
の
現
実
︵
自
然
及
び

社
会
︶
の
中
に
理
性
性
を
認
識
し
、
現
実
総
体
を
理
性
性
の

全
体
性
の
内
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

︱
体
系
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

︵
中
略
︶
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
、
現
象
＝
分
裂
の
中
に
理
性

性
を
認
識
し
、
理
性
性
の
全
体
性
の
構
成
を
目
指
す
と
い
う

働
き
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
性
性
の
全
体
性
は
神
学
的
に

解
す
れ
ば
神
の
自
己
展
開
︱
自
己
内
帰
還
の
運
動
で
あ
り
、

人
間
学
的
に
解
す
れ
ば
﹁
個
別
者
の
自
己
実
現
﹂
の
過
程
で

あ
る
。
し
か
し
、
経
験
的
認
識
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い

有
限
な
わ
れ
わ
れ
、
し
か
も
複
雑
化
し
た
様
々
な
機
構
の
中

で
文
字
通
り
分
断
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

﹁
理
性
﹂
論
を
個
別
者
の
自
己
実
現
の
理
論
と
見
做
す
以
外

に
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
時
代
の
分
裂
状
況
の
克
服
を
企
図

し
、﹁
人
間
た
ち
の
生
活
に
参
加
す
る
い
か
な
る
帰
路
が
見

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
﹂
と
自
ら
の
苦
労
を
書
き
記

し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
を
汲
み
と
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ

る
。︵
一
○
三
頁
︶

こ
の
一
節
は
、
こ
れ
が
書
か
れ
て
以
降
、
現
在
に
至
ま
で
、
座

小
田
氏
が
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
で
扱
う
こ
と
に
な
る
テ
ー
マ

︱
自

由
、
神
、
歴
史
、
良
心

︱
の
背
景
を
な
し
、
そ
れ
ら
を
結
び

つ
け
る
着
想
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
直

面
す
る
社
会
的
現
実
や
自
然
は
、
個
別
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、

我
々
各
人
は
そ
の
中
で
自
分
自
身
を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
そ
れ
ら
の
現
実
は
実
際
に
は
合
理
性
を
内
在
化
さ
せ
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て
お
り
、
私
た
ち
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
、
全
体
的
な
秩
序
の

中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
、
各
人
は
真
に
自
由
な
あ
り
方

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

人
間
の
精
神
が
神
的
な
契
機
を
含
ん
で
い
る
限
り
、
各
人
の

自
己
実
現
は
、
神
の
自
己
展
開
と
自
身
へ
の
帰
還
で
あ
る
と

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
ち
な
が
ら

も
、
座
小
田
氏
は
、
少
な
く
と
も
出
発
点
に
お
い
て
は
、
特
に

自
由
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
進
め
る
。
と
い
う

の
も
、
解
釈
者
と
し
て
の
座
小
田
氏
は
、
さ
し
あ
た
り
神
の
よ

う
な
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
現
在
の
矛
盾
に
満
ち
た
社

会
的
現
実
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
あ
り
方

を
反
省
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
辿
っ
て
行
こ
う
と
す
る

の
な
ら
ば
、
ま
ず
は
人
間
が
自
由
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
目
標
に
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
神
に
つ
い
て
、
座

小
田
氏
が
主
題
的
に
取
り
扱
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
論
文

が
執
筆
さ
れ
て
か
ら
十
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
発
表
さ
れ
た
論

文
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
底
に
あ
る
も
の

︱
主
観
性
と
神
の

思
想

︱
﹂︵
弘
前
大
学
哲
学
会
編
﹃
哲
学
会
誌
﹄
第
二
十
三

号
、
一
九
八
八
年
︶
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
に
お
い
て
神
概
念
が
も
つ
意
味
合
い
を
、
古
代
哲
学
以
来
の

哲
学
史
を
概
観
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

座
小
田
氏
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
時
代
の
哲
学
者

︱
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ

︱
の
解
釈
を
通
じ
て
展
開
し

て
き
た
、
自
由
、
神
、
歴
史
、
良
心
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
そ

れ
自
身
と
し
て
大
変
興
味
深
く
、
哲
学
史
研
究
と
し
て
大
き
な

意
義
を
も
つ
︵
一
般
の
読
者
の
手
に
届
き
や
す
い
よ
う
に
、
書

籍
に
ま
と
め
て
提
示
し
て
頂
け
る
と
あ
り
が
た
い
と
思
う
。
私

も
是
非
拝
読
し
た
い
︶。
と
は
い
え
、
座
小
田
氏
の
思
索
を
引
き

継
ご
う
と
す
る
時
、
哲
学
史
研
究
上
の
意
義
に
加
え
て
知
り
た

い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
解
釈
す
る
こ
と
の
現
代
的
な
意
味
合
い

で
あ
る
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
論
文
﹁
社
会
科
学
に

お
け
る
﹁
客
観
性
﹂
の
問
題
﹂︵
滝
浦
静
雄
編
﹃
哲
学
の
再
構

築
﹄
南
窓
社
、
一
九
八
七
年
︶
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
共
同
体
論•

自
由
論
の
観
点
に
立
ち
な
が
ら
、
現

代
の
社
会
科
学
研
究
の
特
徴
を
的
確
に
記
述
し
、
社
会
学
研
究

が
向
か
う
べ
き
方
法
を
提
言
す
る
野
心
的
な
内
容
を
も
つ
。
残

念
な
が
ら
、
こ
の
論
文
で
提
示
し
た
見
方
を
座
小
田
氏
自
身
は

そ
の
後
、
展
開
し
て
い
な
い
。
座
小
田
氏
が
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
に

よ
っ
て
得
た
知
見
を
基
礎
に
し
て
、
私
た
ち
が
生
き
る
現
実
と

切
り
結
ぼ
う
と
試
み
た
の
は
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
東

日
本
大
震
災
の
経
験
を
契
機
と
す
る
。

東
日
本
大
震
災
の
経
験
は
、
自
然
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
、

自
然
物
と
し
て
時
間•

空
間
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
人

間
存
在
を
改
め
て
主
題
化
し
、
考
察
す
る
動
機
づ
け
を
与
え
る

も
の
だ
っ
た
。
震
災
後
、
多
く
の
研
究
者
が
注
目
し
た
の
が
、

科
学
技
術
の
不
確
実
性
や
リ
ス
ク
と
い
っ
た
概
念
か
ら
構
成
さ
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れ
る
問
題
群
だ
っ
た
が
、
座
小
田
氏
が
注
目
す
る
の
は
﹁
ふ
る

さ
と
﹂︵H

eim
at

︶
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

﹃
根
拠
律
﹄
で
﹁
世
界
の
根
拠
﹂
と
呼
ぶ
も
の
の
こ
と
で
あ
る

が
、
哲
学
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
の
重
要
性
は
以
下
の
点
に
あ

る
。﹁﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
は
、
私
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
、
安
心

し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
が
、
哲

学
は
そ
れ
と
同
時
に
、
探
求
さ
れ
る
べ
き
最
終
目
的
地
を
﹁
ふ

る
さ
と
﹂
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
に
と
っ
て

﹁
ふ
る
さ
と
﹂
は
、
自
ら
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
﹁
根
源
﹂
で

あ
り
、
そ
こ
へ
と
帰
っ
て
行
く
こ
と
を
目
指
す
﹁
目
的
﹂
だ
と

い
う
わ
け
で
あ
る
﹂︵﹁
精
神
の
生
活

︱
﹁
喪
わ
れ
た
者
た

ち
﹂
の
﹁
記
憶
﹂
と
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
根
源
的
な
力
に
つ
い

て
﹂
座
小
田
豊•

尾
崎
彰
宏
編
著
﹃
今
を
生
き
る

︱
東
日

本
大
震
災
か
ら
明
日
へ
！
第
一
巻
　
人
間
と
し
て
﹄
東
北
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
七
頁
︶。
座
小
田
氏
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
﹃
精
神
現
象
学
﹄
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ

と
を
﹁
聖
な
る
者
た
ち
の
共
同
体
﹂
と
し
て
肉
付
け
す
る
。
つ

ま
り
﹁﹁
ふ
る
さ
と
﹂
は
、︵
中
略
︶
精
神
の
光
の
あ
ふ
れ
る
と

こ
ろ
、﹁
私
が
私
た
ち
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、、

私
た
ち
が
私
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
よ
う

な
﹁
真
実
の
共
同•

共
生
の
国
﹂
で
あ
る
﹂︵
同
前
、
一
七
八

頁
︶。
こ
の
よ
う
な
ふ
る
さ
と
は
、
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て

追
憶
の
中
に
存
在
し
、
そ
こ
に
は
﹁
喪
わ
れ
た
者
た
ち
﹂
に
加

え
て
、﹁
一
つ
ひ
と
つ
の
生
命
を
育
む
生
活
世
界
全
体
﹂
が
含
ま

れ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
共
同
体
を
再
建
し
、
復
興

す
る
た
め
に
、
座
小
田
氏
は
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
概
念
を
手
が

か
り
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
強
調
し
て
い
る
︵
日
本
建
築
学

会•

地
盤
工
学
会
共
同
企
画
討
論
﹃
東
日
本
大
震
災
と
向
き
合

う
﹄
二
〇
一
四
年
︶。

座
小
田
氏
に
よ
る
ふ
る
さ
と
論
は
、
こ
れ
か
ら
詳
細
に
展
開

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
同
時
並
行
的
に
、
新
た

な
観
点
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
読
み
直
し
も
行
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。
座
小
田
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
は

現
時
点
で
は
ま
だ
完
結
し
て
い
な
い
。
座
小
田
氏
に
後
続
す
る

者
と
し
て
、
座
小
田
氏
が
今
後
、
ど
の
よ
う
な
思
索
を
展
開
す

る
の
か
と
て
も
楽
し
み
で
あ
り
、
氏
と
の
討
論
に
よ
り
学
ぶ
機

会
を
も
ち
続
け
た
い
と
思
う
。


