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序 

  

西
田
幾
多
郎
が
石
川
県
河
北
郡
宇
ノ
気
村
に
生
ま
れ
た
の
は
、
明
治
三[

１
８
７
０]

年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
に
西
田
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
三
木
清
が
兵
庫
県
揖
保
郡
平
井

村
に
生
を
受
け
た
の
は
、
明
治
三
十[

１
８
９
７]

年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
田
と
三
木
と
い
う

師
弟
の
間
に
は
、
二
十
七
年
の
歳
の
開
き
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二

十
七
年
と
い
う
年
月
は
、
両
者
の
哲
学
・
思
想
の
間
に
質
的
な
相
違
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
は
、
西
田
哲
学
と
三
木
の
思
想
と
の
間
に
あ
る
相
違
に
注
目
し
、
両
者
を
対
比
的
に
検
討
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
近
代
哲
学
・
思
想
の
中
で
「
個
人
」
が
「
社
会
」
や
世
界
の
形
成
に
対
し
て

如
何
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
つ
ま
り
日
本
近
代
哲
学
・
思
想
に
お
け
る
「
個
人
」
像
の
一

端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。 

※
論
文
「
三
木
清
の
主
体
概
念
の
研
究
の
た
め
に
」『
倫
理
学
紀
要
第
二
十
一
輯
』(

東
京
大
学
大
学
院

人
文
社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究
室
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
一
‐
一
一
五
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表

さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

こ
こ
で
本
稿
の
構
成
を
通
覧
し
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

第
一
章
で
は
、
三
木
の
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
が
、
個
と
し
て
の
人
間
と
社
会
と
の

相
互
形
成
関
係
を
主
と
し
て
論
じ
た
上
で
、
そ
の
形
成
関
係
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
人
間
と
世
界
と

の
関
係
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は

自
己
の
形
成
と
世
界
の
形
成
と
が
「
即
」
と
い
う
語
で
結
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
木
の
論
理

に
お
い
て
は
個
と
し
て
の
人
間
と
世
界
と
を
媒
介
す
る
社
会
の
形
成
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意

義
と
意
味
を
検
討
し
て
い
く
。 

第
二
章
の
考
察
は
、「
純
粋
経
験
」
の
思
想
か
ら
「
場
所
」
の
思
想
へ
と
至
る
初
期
か
ら
中
期
の
西

田
哲
学
が
、
無
限
に
自
己
展
開
し
て
い
く
「
自
覚
の
体
系
」
の
論
理
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
に
お
け
る
考
察
は
西
田
哲
学
の
特
徴
が
「
自
発
自
展
す
る
思
想
と

文
体
」
と
い
う
点
に
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
第
一
章
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
三
木
の
思
想
に
お
け
る
社
会
の
媒
介
の
重
視
と
い
う
特
徴
と
対
比
す
る
に
際
し
て
重
要
と
な
る
も

の
で
あ
る
。 

第
三
章
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
西
田
の
論
考
を
中
心
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ま
ず
西

田
の
歴
史
論
の
論
理
構
制
と
そ
の
問
題
性
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
歴
史
論
と
「
私
と
汝
」
論
と
の
交

点
を
跡
付
け
て
い
く
。
つ
い
で
「
真
の
我
」「
真
の
自
己
」
が
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
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て
捉
え
ら
れ
る
そ
の
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
、
西
田
の
哲
学
が
「
人
生
の
悲
哀
」
と
深
く
結
び
付
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。 

第
四
章
に
お
け
る
考
察
は
、
三
木
の
歴
史
論
と
社
会
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
三
木
の
思
想
が
一
貫

し
て
「
人
間
学
」
と
い
う
主
題
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章

に
お
け
る
考
察
に
よ
り
、『
哲
学
的
人
間
学
』『
哲
学
入
門
』『
構
想
力
の
論
理
』
な
ど
の
著
作
の
中
で

示
さ
れ
て
い
る
三
木
の
後
期
思
想
が
、「
主
体
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
様
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
一

方
で
、
社
会
の
独
立
を
も
基
礎
付
け
て
し
ま
う
危
険
性
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
三
木
の
個
人
と
社
会
に
関
す
る
思
想
と
死
生
観
と
の
結
び
付
き
が
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。 

   

第
一
章 

三
木
清
の
思
想
に
お
け
る
社
会
の
位
置
と
意
義 

 

※
論
文
「
三
木
清
に
お
け
る
社
会
の
位
置
―
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
倫
理
学
年
報
第
五
十
七
集
』(

日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
一
‐
三
〇

五
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

   

第
二
章 

西
田
幾
多
郎
の
自
発
自
展
す
る
思
想
と
文
体 

 

※
論
文
「
自
発
自
展
す
る
思
想
と
文
体
―
西
田
幾
多
郎
の
自
覚
の
体
系
と
「
真
の
無
」「
絶
対

の
無
」
を
め
ぐ
る
考
察
―
」『
倫
理
学
紀
要
第
十
六
輯
』(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系

研
究
科
倫
理
学
研
究
室
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
二
‐
一
八
四
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ

て
い
る
た
め
省
略 

   

第
三
章 

「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
の
「
人
間
的
存
在
」 
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第
一
節 

「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
論
と
い
う
課
題 

第
二
節 

西
田
幾
多
郎
の
歴
史
論
の
問
題
性 

第
三
節 
「
私
」
と
「
汝
」
で
あ
る
こ
と 

第
四
節 

「
私
と
汝
」
か
ら
歴
史
へ 

第
五
節 

「
人
間
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と 

 

※
論
文
「
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
の
「
人
間
的
存
在
」
―
西
田
幾
多
郎
の
歴
史
論
を

め
ぐ
っ
て
」
『
西
田
哲
学
会
年
報
第
九
号
』(

西
田
哲
学
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
九
‐
一
三
四
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

 

第
六
節 

「
人
生
の
悲
哀
」
と
「
永
遠
の
今
」
の
歴
史
論
の
交
点 

  

第
一
章
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
三
木
は
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 

 

ひ
と
の
す
る
通
り
に
す
る
者
は
「
世
の
中
」
の
す
る
通
り
に
す
る
者
で
あ
る
。
ひ
と
の
考
え
る

よ
う
に
考
え
る
者
は
「
世
間
」
の
考
え
る
よ
う
に
考
え
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
は

ま
た
世
の
中
と
か
世
間
と
か
を
、
そ
の
意
味
に
於
て
社
会
を
意
味
す
る
。
人
間
と
い
う
語
は
語

学
的
に
云
っ
て
も
も
と
世
間
と
か
世
の
中
と
か
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
「
ひ

と
」
と
い
う
概
念
が
既
に
両
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
誰
か
」
と
い
う
意
味
で
或
る
個
人
性
を

含
み
、
同
時
に
そ
れ
は
世
間
と
い
う
意
味
で
或
る
社
会
性
を
含
ん
で
い
る
。(

Ｍ
十
八:3

6
6

) 

  

こ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
社
会
と
い
う
も
の
は
、
非
人

称
的
な
存
在
で
あ
る
「
ひ
と
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
世
界
に
存
在
す

る
個
物
と
個
物
は
あ
る
時
「
私
と
汝
」
と
し
て
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
出
会
わ
れ
た
「
私

と
汝
」
は
時
の
経
過
と
と
も
に
、
次
第
に
日
常
的
な
あ
り
様
に
溶
け
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
私
と
汝
」
が
再
び
個
物
の
ひ
と
つ
へ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
「
ひ
と
」
の

ひ
と
り
へ
と
帰
り
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
「
私
と
汝
」
の
出
会
い
か
ら
社
会
が
新

た
な
も
の
へ
と
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
成
立
は
、「
私
と
汝
」

が
有
す
る
唯
一
性
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
こ
の
事
情
は
、「
私
と
汝
」
の
外
に
「
彼
」(

Ｎ
七:3

1
4

他)

と
い
う
よ
う
な
第
三
項
を
導
入
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し
て
も
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
。「
私
」
な
り
「
汝
」
な
り
「
彼
」
な
り
が
、
意
味
連
関
や
行
為
連
関

の
中
に
含
ま
れ
る
ひ
と
つ
の
項
と
な
ら
な
い
限
り
、「
私
」「
汝
」「
彼
」
は
社
会
を
形
作
っ
て
い
る
も

の
と
み
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
並
列
的
な
個
物
の
単
な
る
多
数
性

、
、
、
、
、
、
に
よ
っ
て
は
、
社
会

や
歴
史
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
る
と
、
社
会
を
論
じ
る
営
為
は
意
味
連
関
・

行
為
連
関
に
関
す
る
具
体
的
な
考
察
と
不
可
分
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
１

。 

ま
た
同
様
の
こ
と
が
、
歴
史
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
物
と
個
物
の

並
列
の
み
に
よ
っ
て
は
歴
史
が
成
立
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
個
物
と
個
物
が
「
私
と
汝
」

と
し
て
出
会
う
こ
と
だ
け
で
も
、
い
ま
だ
歴
史
の
成
立
に
は
至
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
個
物
と
個
物

が
「
私
と
汝
」
と
な
り
、
そ
の
「
私
と
汝
」
が
再
び
個
物
へ
と
帰
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
は

成
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
歴
史
学
は
個
性
記
述
を
目
的
に
す
る
も
の
と
も
言
わ
れ
る

が
、
言
語
の
も
と
に
云
い
取
ら
れ
た
個
性
は
、
も
は
や
こ
の
、
、
「
私
」・
こ
の
、
、
「
汝
」
で
は
な
い
。
歴
史

物
語
の
中
に
描
か
れ
る
「
源
義
経
」
は
、
一
一
八
五
年
に
一
ノ
谷
・
屋
島
・
壇
の
浦
の
合
戦
で
平
氏

を
滅
亡
さ
せ
た
源
義
経
そ
の
人

、
、
、
で
は
な
く
、
ま
た
、
歴
史
上
い
わ
ゆ
る
「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
戦
は
、
当
然
、
一
六
〇
〇
年
に
関
ヶ
原
で
実
際
に
行
わ
れ
た
諸
々
の
戦
闘
行
為
を
そ
の
ま

、
、
、

ま
全
て

、
、
、
写
し
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
の
年
表
上
に
登
場
す
る
人
物
や
出
来
事
は
、
把
握
さ
れ

て
書
き
と
め
ら
れ
、
余
剰
を
削
ら
れ
細
部
を
補
わ
れ
、
単
純
化
さ
れ
て
形
を
整
え
ら
れ
た
、
固
形
化

し
た
人
物
像
・
止
ま
っ
た
時
間
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
唯
一
的
な
存
在
や
一
回
的
な
出
来
事
が
反
復
可
能
な
型
と
し
て
社
会
的
な
連
関
の
中

に
位
置
付
く
こ
と
で
、
歴
史
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、「
永
遠
の
今
」

や
「
絶
対
現
在
」
の
自
己
限
定
の
論
理
に
立
脚
し
、「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
形
で
「
私
」
と
「
汝
」

の
独
立
性
を
強
調
す
る
西
田
の
論
考
は
、
社
会
や
歴
史
を
捉
え
き
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。 

 

※
論
文
「
人
生
の
悲
哀
と
「
永
遠
の
今
」
の
歴
史
論
の
交
点
―
西
田
幾
多
郎
の
死
生
観
を
め

ぐ
っ
て
」『
死
生
学
研
究
第
一
三
号
』(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
、
二
〇
一

〇
年
、
一
〇
四
‐
一
二
六
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

   

第
四
章 

三
木
清
の
「
人
間
学
」 
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第
一
節 

三
木
清
の
社
会
論
が
内
包
す
る
課
題 

第
二
節 

「
人
間
学
」
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態 

第
三
節 
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
か
ら
『
歴
史
哲
学
』
へ 

 

※
解
説
論
文
「
三
木
清
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」」
熊
野
純
彦
編･

共
著
『
日
本
哲
学
小
史
―
近

代
一
〇
〇
年
の
二
〇
篇
』(
中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年
、
二
七
二
‐
二
七
九
頁)

、

お
よ
び
論
文
「
三
木
清
の
主
体
概
念
の
研
究
の
た
め
に
」『
倫
理
学
紀
要
第
二
十
一
輯
』(

東
京
大
学

大
学
院
、
人
文
社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究
室
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
六
‐
一
三
〇
頁)

に
お
い
て

す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

 

と
は
言
え
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
本
節
を
閉
じ
、
次
節
の
検
討
に
よ
っ
て
三
木
の
思
想
に
お
け
る
「
主

体
」
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
検
討
に

よ
り
我
々
は
、
三
木
の
思
想
に
お
い
て
「
個
人
」
と
「
社
会
」
と
が
密
接
に
結
び
付
い
た
も
の
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

第
四
節 

「
ひ
と
」
で
あ
る
こ
と
・「
私
と
汝
」
で
あ
る
こ
と
・「
主
体
」
で
あ
る
こ
と 

  

本
節
に
お
け
る
考
察
は
、
三
木
清
の
思
想
に
お
け
る
「
主
体
」
概
念
の
把
握
を
主
た
る
目
的
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
三
木
の
主
体
概
念
と
は
、
例
え
ば
『
哲
学
入
門
』(

昭
和
十
五[

１
９
４
０]

年)

の
中
で
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

  
 

人
間
と
環
境
と
の
関
係
は
も
と
行
為
の
関
係
で
あ
り
、
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
、
働
く
も
の

は
単
な
る
意
識
で
な
く
身
体
を
具
え
た
人
間
で
あ
る
。
行
為
は
意
識
の
内
部
に
お
け
る
こ
と
で

な
く
、
行
為
す
る
と
は
却
っ
て
意
識
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
意
識
か
ら
脱
け
出

る
の
は
身
体
に
依
っ
て
で
あ
る
。
…
…
行
為
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
は
行
為
の
主
観
と
は
い
わ
ず

主
体
と
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
に
お
い
て
形
作
ら
れ
る
主
体
の
概
念

は
、
従
来
の
主
観
の
概
念
と
は
区
別
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
主
体
と
し
て

単
な
る
意
識
で
な
く
存
在
で
あ
る
。(

Ｍ
七:1

2

‐1
3

) 

  

単
な
る
意
識
で
は
な
く
身
体
を
具
え
て
行
為
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、「
従
来
の
主
観
の
概
念
と

は
区
別
さ
る
べ
き
」
も
の
と
し
て
、
主
体
と
い
う
概
念
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
三
木
の
主
体
概
念
は
、
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大
正
十
一[

１
９
２
２]

年
の
論
文
「
個
性
の
問
題
」
に
お
い
て
早
く
も
そ
の
使
用
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
す
で
に
、「
個
性
は
個
々
の
行
為
の
有
機
的
統
一
或
い
は
創
造
的
綜
合
の
上
に
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
一
々
の
行
為
は
そ
れ
の
源
で
あ
る
主
体
の
全
体
の
意
味
を
つ
ね
に
現
実
に
現
わ
し
て
い
る

も
の
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
主
体
と
の
具
体
的
個
性
的
関
係
に
於
て
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」(

Ｍ

二:1
4

5
)

と
い
う
よ
う
に
、
行
為
と
の
関
係
か
ら
主
体
と
い
う
概
念
が
説
き
出
さ
れ
て
い
る
２

。
こ
の

点
に
お
い
て
三
木
の
主
体
概
念
は
、
西
田
が
論
文
「
私
と
汝
」(

昭
和
七[

１
９
３
２]

年)

に
お
い
て
提
示

し
て
い
る
よ
う
な
、「
精
神
」
の
側
面
と
「
身
体
」
の
側
面
の
両
面
を
有
す
る
存
在
と
し
て
人
間
を
捉

え
る
発
想
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

※
論
文
「
三
木
清
に
お
け
る
社
会
の
位
置
―
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
倫
理
学
年
報
第
五
十
七
集
』(

日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
一
‐
三
〇

五
頁)

に
お
い
て
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
省
略 

  

第
五
節 

人
間
の
構
想
力
と
自
然
の
構
想
力 

 

※
「
５
年
以
内
に
出
版
予
定
」
の
箇
所
で
あ
る
た
め
省
略 

 

第
六
節 

遺
稿
「
親
鸞
」
の
位
置 

 

※
論
文
「
三
木
清
に
お
け
る
遺
稿
「
親
鸞
」
の
位
置
付
け
」『
日
本
思
想
史
学
第
四
十
号
』(

日
本
思
想

史
学
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
六
‐
一
三
四
頁)

に
お
い
て
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
よ

び
「
５
年
以
内
に
出
版
予
定
」
の
箇
所
で
あ
る
た
め
省
略 

   

結 

  

三
木
清
に
哲
学
の
道
を
歩
む
こ
と
を
決
心
さ
せ
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎
の
処
女
作
『
善
の
研
究
』(

明

治
四
十
四[

１
９
１
１]

年)

と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。 

※
「
５
年
以
内
に
出
版
予
定
」
の
箇
所
で
あ
る
た
め
省
略 
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註 
                                        

          

 

１ 

こ
の
点
に
つ
い
て
城
塚
登
は
、「
西
田
博
士
の
構
想
は
、
一
般
者
と
個
物
と
の
相
互
限
定
が
お
こ
な
わ

れ
る
具
体
的
な
社
会
集
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る(

城
塚
登

「
西
田
哲
学
と
の
再
会
」
旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』「
月
報
第
四
」、
七
頁
。
後
に
下
村
編
前
掲
『
西
田

幾
多
郎
―
同
時
代
の
記
録
―
』
二
三
四
頁
に
再
掲)

。 

 
 

同
様
の
指
摘
は
、
小
坂
前
掲
『
西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
る
哲
学
者
群
像
』
の
中
で
、「
た
し
か
に
西
田
は

「
私
と
汝
」
の
対
話
や
応
答
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、「
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
」
と
い
う
こ
と
を
繰

り
か
え
し
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
箇
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
叙
述
は
具
体
性
に

欠
け
、
抽
象
的
な
叙
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」(

四
三
頁)

と
、
あ
る
い
は
、「
私
と
汝
の
対
話
と
か
、
個

物
と
個
物
の
相
互
限
定
と
か
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
一
般
論
の
域
を
一
歩
も
出
る
こ
と
な
く
、
抽
象
的
な

議
論
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
少
な
く
と
も
通
常
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
社
会
的
実
践
、
あ
る

い
は
歴
史
的
実
践
の
観
念
が
欠
如
し
て
い
る
」(

四
四
頁)

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。 

２ 

小
林
敏
明
は
三
木
に
よ
る
主
体
概
念
の
使
用
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
が
京
都
学
派
の
周
辺
で
「
主
体
」
と

い
う
言
葉
が
人
間
的
個
人
を
暗
示
し
な
が
ら
「
行
為
の
源
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
意
図
的

、
、
、
に
つ
か
わ
れ

た
最
初
の
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」(

『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え
―
日
本
近
代
思
想
史
へ
の
一
視
角
―
』(

講

談
社
、
二
〇
一
〇
年)

、
九
〇
頁
、
傍
点
原
文)

と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
と
そ
の
影
響
下
に

あ
っ
た
思
想
家
達
の
間
で
の
主
体
概
念
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
、
三
木
の
発
想
が
論
文
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
西
田
の
発
想
を
一
定
程

度
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 
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【 
参
考
文
献 (

著
者
五
十
音
順) 

】 

 

・
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』(

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
‐
一
九

六
六
年)

に
よ
る
。 

・
三
木
清
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
三
木
清
全
集
』(

岩
波
書
店
、
一
九
六
六
‐
一
九
六
八
年
。

た
だ
し
、
全
集
第
二
十
巻
の
み
一
九
八
六
年)

に
よ
る
。 

 

饗
庭
孝
男
『
経
験
と
超
越
―
日
本
「
近
代
」
の
思
考
―
』(

小
沢
書
店
、
一
九
八
五
年) 

赤
松
常
弘
『
三
木
清
―
哲
学
的
思
索
の
軌
跡
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
四
年) 

―
―
―
「
三
木
清
の
哲
学
」
藤
田
正
勝 

編
『
京
都
学
派
の
哲
学
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
年) 

秋
富
克
哉
「
作
る
と
い
う
こ
と
―
「
創
造
的
」
純
粋
経
験
か
ら
の
展
開
―
」『
理
想 

六
八
一
号
』(

理
想

社
、
二
〇
〇
八
年) 

浅
見
洋
『
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
』(

朝
文
社
、
二
〇
〇
〇
年) 

―
―
―
『
二
人
称
の
死
―
西
田
・
大
拙
・
西
谷
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
―
』(
春
風
社
、
二
〇
〇
三
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
―
生
命
と
宗
教
に
深
ま
り
ゆ
く
思
索
―
』(

春
風
社
、
二
〇
〇
九
年) 

天
野
貞
祐
他
『
西
田
幾
多
郎
と
そ
の
哲
学
』(

一
燈
園 

燈
影
舎
、
一
九
八
五
年) 

荒
川
幾
男
『
三
木
清
』(

紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
八
年) 

荒
谷
大
輔
『
西
田
幾
多
郎
―
歴
史
の
論
理
学
―
』(

講
談
社
、
二
〇
〇
八
年) 

家
永
三
郎
『
日
本
近
代
思
想
史
研
究
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
六
年) 

石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』(

未
来
社
、
一
九
五
四
年) 

磯
谷
孝
「
日
本
思
想
に
お
け
る
「
永
遠
の
今
」
―
無
の
場
所
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ス
―
」
上
田
閑
照
編

『
西
田
哲
学
―
没
後
五
十
年
記
念
論
文
集
―
』(

創
文
社
、
一
九
九
四
年) 

板
橋
勇
仁
『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法
―
徹
底
的
批
評
主
義
と
は
何
か
―
』(

法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
〇
四
年) 

―
―
―
板
橋
勇
仁
『
歴
史
的
現
実
と
西
田
哲
学
―
絶
対
的
論
理
主
義
と
は
何
か
―
』(

法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
八
年) 

伊
藤
徹 

編
『
作
る
こ
と
の
日
本
近
代
―
一
九
一
〇
―
四
〇
年
代
の
精
神
史
―
』(

世
界
思
想
社
、
二

〇
一
〇
年) 

井
上
克
人
「
時
と
鏡
―
西
田
哲
学
に
於
け
る
実
在
の
論
理
―
」
『
西
田
哲
学
会
年
報 

第
六
号
』(

西
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田
哲
学
会
、
二
〇
〇
九
年) 

今
井
弘
道
『
三
木
清
と
丸
山
真
男
の
間
』(

風
行
社
、
二
〇
〇
六
年) 

岩
崎
稔
「
生
産
す
る
構
想
力
、
救
済
す
る
構
想
力
―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
へ
の
一
試
論
―
」『
思
想 

第
八
〇
七
号
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年) 

上
田
閑
照
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
―
経
験
と
自
覚
―
』(

人
文
書
院
、
一
九
九
一
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年) 

―
―
―
『
西
田
哲
学
へ
の
導
き
―
経
験
と
自
覚
―
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
と
は
誰
か
』(
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
二
年) 

上
田
閑
照 

編
『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年) 

―
―
―
『
西
田
哲
学
―
没
後
五
十
年
記
念
論
文
集
―
』(

創
文
社
、
一
九
九
四
年) 

植
手
通
有
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年) 

上
村
武
男
『
西
田
幾
多
郎 

過
程
す
る
球
体
―
『
善
の
研
究
』
論
―
』(

行
路
社
、
一
九
八
八
年) 

上
山
春
平
『
日
本
の
土
着
思
想
―
独
創
的
な
リ
ベ
ラ
ル
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
―
』(

弘
文
堂
、
一
九
六
五
年) 

―
―
―
『
日
本
の
思
想
―
土
着
と
欧
化
の
系
譜
―
』(

サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
一
年) 

内
田
弘
『
三
木
清
―
個
性
者
の
構
想
力
―
』(

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年) 

宇
都
宮
芳
明
・
熊
野
純
彦 

編
『
倫
理
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世
界
思
想
社
、
一
九
九
四
年) 

大
橋
良
介
『
西
田
哲
学
の
世
界
―
あ
る
い
は
哲
学
の
転
回
―
』(

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年) 

大
橋
良
介
「
歴
史
と
身
体
―
西
田
哲
学
の
歴
史
思
惟(

二)

―
」『
理
想 

六
八
一
号
』(

理
想
社
、
二
〇

〇
八
年) 

 

大
橋
良
介 

編
『
京
都
学
派
の
思
想
―
種
々
の
像
と
思
想
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
―
』(

人
文
書
院
、
二
〇

〇
四
年) 

大
庭
健
『
他
者
と
は
誰
の
こ
と
か
―
自
己
組
織
シ
ス
テ
ム
の
倫
理
学
―
』(

勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年) 

―
―
―
『
権
力
と
は
ど
ん
な
力
か
―
続
・
自
己
組
織
シ
ス
テ
ム
の
倫
理
学
―
』(

勁
草
書
房
、
一
九
九

一
年) 

―
―
―
『
自
分
で
あ
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
―
完
・
自
己
組
織
シ
ス
テ
ム
の
倫
理
学
―
』(

勁
草
書
房
、

一
九
九
七
年) 

大
峯
顯
「
悲
哀
と
意
識
―
西
田
哲
学
に
お
け
る
情
意
的
な
も
の
に
つ
い
て
―
」
上
田
閑
照
編
『
西
田

哲
学
へ
の
問
い
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年) 

―
―
―
『
宗
教
と
詩
の
源
泉
』(

法
蔵
館
、
一
九
九
六
年) 
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大
峯
顯 

編
『
西
田
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
年) 

岡
田
勝
明
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
西
田
哲
学
―
自
己
形
成
の
原
理
を
求
め
て
―
』(

世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇

年) 

小
川
圭
治
「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
上
田
閑
照
編
『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』(

岩
波
書
店
、
一
九

九
〇
年) 

片
柳
榮
一
「
一
到
達
点
と
し
て
の
「
私
と
汝
」
―
人
格
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
―
」『
西
田
哲
学
会
年

報 

第
九
号
』(

西
田
哲
学
会
、
二
〇
一
二
年)

 

嘉
戸
一
将
『
西
田
幾
多
郎
と
国
家
へ
の
問
い
』(

以
文
社
、
二
〇
〇
七
年) 

神
川
正
彦
『
歴
史
に
お
け
る
言
葉
と
論
理Ⅰ
・Ⅱ

』(

勁
草
書
房
、
一
九
七
〇
‐
一
九
七
一
年) 

神
島
二
郎
『
近
代
日
本
の
精
神
構
造
』(

岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年) 

亀
山
純
生
「
三
木
『
親
鸞
』
の
〝
再
発
見
〟
―
解
釈
学
が
拓
く
親
鸞
論
の
地
平
と
宗
教
論
的
・
思
想

的
意
義
―
」
『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』(

同
時
代
社
、
二
〇
〇
八
年) 

茅
野
良
男
・
大
橋
良
介 

編
『
西
田
哲
学
―
新
資
料
と
研
究
へ
の
手
引
き
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
七
年) 

茅
野
良
男
・
藤
田
正
勝 

編
『
転
換
期
と
し
て
の
日
本
近
代
―
日
本
人
が
体
験
し
た
歴
史
か
ら
の
思
考

―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年) 

唐
木
順
三
『
三
木
清
』(

筑
摩
書
房
、
一
九
四
七
年) 

―
―
―
『
新
版 

現
代
史
へ
の
試
み
』(

筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年) 

菅
野
覚
明
『
詩
と
国
家
―
「
か
た
ち
」
と
し
て
の
言
葉
論
―
』(

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年) 

菊
谷
和
宏
『
「
社
会
」
の
誕
生
―
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
思
想
史
―
』

(

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年) 

木
前
利
秋
「
構
想
力
・
神
話
・
形
の
論
理
―
『
構
想
力
の
論
理
』
再
考
―
」『
思
想 

第
八
〇
七
号
』(

岩

波
書
店
、
一
九
九
一
年) 

清
眞
人
・
津
田
雅
夫
・
亀
山
純
生
・
室
井
美
千
博
・
平
子
友
長
『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』(

同
時
代

社
、
二
〇
〇
八
年) 

清
眞
人
「「
東
洋
的
自
然
主
義
」
批
判
と
主
体
の
自
己
創
造
」『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』(

同
時
代
社
、

二
〇
〇
八
年) 

―
―
―
「
三
木
パ
ト
ス
論
の
問
題
構
造
」
『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』(

同
時
代
社
、
二
〇
〇
八
年) 

久
野
収
『
三
〇
年
代
の
思
想
家
た
ち
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年) 
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熊
谷
征
一
郎
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
他
者
の
隔
絶
性
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
比
較
に
お
い
て
」
日
本
哲

学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム 

編
『
日
本
の
哲
学 

第
六
号
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
五
年)

 

黒
住
真 

編
著
『
思
想
の
身
体 

徳
の
巻
』(

春
秋
社
、
二
〇
〇
七
年) 

氣
多
雅
子
『
西
田
幾
多
郎 

『
善
の
研
究
』
』(

晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年) 

『
現
代
思
想 

一
九
九
三
年
一
月
号 

特
集 

西
田
幾
多
郎
』(

青
土
社
、
一
九
九
三
年) 

高
坂
史
朗
『
実
践
哲
学
の
基
礎
』(

創
元
社
、
一
九
八
三
年) 

高
坂
正
顯
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
追
憶
』(

國
立
書
院
、
一
九
四
八
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
と
和
辻
哲
郎
』(
新
潮
社
、
一
九
六
四
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
』(
創
文
社
、
一
九
七
一
年) 

高
山
岩
男
『
西
田
哲
学
と
は
何
か
』(

一
燈
園 

燈
影
舎
、
一
九
八
八
年) 

小
坂
国
継
『
西
田
哲
学
の
研
究
―
場
所
の
論
理
の
生
成
と
構
造
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一

年) ―
―
―
『
西
田
哲
学
と
宗
教
』(

大
東
出
版
社
、
一
九
九
四
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
―
そ
の
思
想
と
現
代
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
を
め
ぐ
る
哲
学
者
群
像
―
近
代
日
本
哲
学
と
宗
教
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
七
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
の
思
想
』(

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
二
年) 

―
―
―
『
西
田
哲
学
を
読
む
１
～
３
』(

大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
八
‐
二
〇
〇
九
年) 

―
―
―
「
西
田
哲
学
の
基
層
」『
理
想 

第
六
八
一
号
』 
(

理
想
社
、
二
〇
〇
八
年) 

―
―
―
『
西
田
哲
学
の
基
層
―
宗
教
的
自
覚
の
論
理
―
』(

岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
一
年) 

小
谷
汪
之
『
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年) 

小
林
敏
明
『
西
田
幾
多
郎 

他
性
の
文
体
』(

太
田
出
版
、
一
九
九
七
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
の
憂
鬱
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年) 

―
―
―
「
偶
然
性
の
時
間
論
―
九
鬼
周
造
か
ら
西
田
幾
多
郎
へ
―
」『
思
想 

第
一
〇
一
九
号
』(

岩
波

書
店
、
二
〇
〇
九
年) 

―
―
―
「
カ
イ
ロ
ス
の
系
譜
―
西
田
幾
多
郎
「
永
遠
の
今
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
思
想 

第
一
〇
三
一

号
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年) 

―
―
―
『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え
―
日
本
近
代
思
想
史
へ
の
一
視
角
―
』(

講
談
社
、
二
〇
一
〇
年) 

坂
部
恵
「
西
田
哲
学
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て
」
『
思
想 

第
八
五
七
号
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年) 
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向
坂
逸
郎 

編
著
『
近
代
日
本
の
思
想
家
』(

和
光
社
、
一
九
五
四
年) 

桜
井
哲
夫
『
「
近
代
」
の
意
味
―
制
度
と
し
て
の
学
校
・
工
場
―
』(

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八

四
年) 

佐
々
木
健
『
三
木
清
の
世
界
―
人
間
の
救
済
と
社
会
の
変
革
―
』(

第
三
文
明
社
、
一
九
八
七
年) 

佐
藤
信
衛
『
西
田
幾
多
郎
と
三
木
清
』(

中
央
公
論
社
、
一
九
四
七
年) 

佐
藤
正
英
『
日
本
倫
理
思
想
史 

増
補
改
訂
版
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年) 

佐
藤
正
英
・
野
崎
守
英 

編
『
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
』(

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
三
年) 

佐
藤
康
邦
『
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
と
現
代
―
目
的
論
の
新
た
な
可
能
性
を
求
め
て
―
』(

岩
波
書

店
、
二
〇
〇
五
年) 

―
―
―
「「
か
た
ち
」
と
「
お
の
ず
か
ら
・
み
ず
か
ら
問
題
」
―
三
木
清
に
よ
せ
て
―
」
竹
内
整
一
・

金
泰
昌 

編
『
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
あ
わ
い
―
公
共
す
る
世
界
を
日
本
思
想

に
さ
ぐ
る
―
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年) 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
「『
善
の
研
究
』
と
西
田
哲
学
に
お
け
る
失
わ
れ
た
場
所
」
藤
田
正
勝 

編

『『
善
の
研
究
』
の
百
年
―
世
界
へ
／
世
界
か
ら
』(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年) 

『
思
想 

第
八
〇
七
号 

構
想
力
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
第
九
号) 

『
思
想 

第
八
五
七
号 

西
田
幾
多
郎 

歿
後
五
〇
年
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
第
一
一
号) 

『
実
存
思
想
論
集Ⅹ

Ⅴ
Ⅱ
 

近
代
日
本
思
想
を
読
み
直
す
』(

理
想
社
、
二
〇
〇
二
年) 

下
村
寅
太
郎
『
若
き
西
田
幾
多
郎
先
生
―
『
善
の
研
究
』
の
成
立
前
後
―
』(

人
文
書
林
、
一
九
四
七

年) ―
―
―
『
西
田
哲
学
』(

白
日
書
院
、
一
九
四
七
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎 

人
と
思
想
』(

東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年) 

下
村
寅
太
郎 

編
『
西
田
幾
多
郎
―
同
時
代
の
記
録
―
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年) 

城
塚
登
「
西
田
哲
学
と
の
再
会
」(

旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
「
月
報
第
四
」) 

末
木
剛
博
『
西
田
幾
多
郎 

そ
の
哲
学
体
系Ⅰ

～Ⅳ

』(

春
秋
社
、
一
九
八
三
‐
一
九
八
八
年) 

末
木
文
美
士
『
近
代
日
本
と
仏
教
―
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考Ⅱ

―
』(

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇

四
年) 

菅
原
潤
『
昭
和
思
想
史
と
シ
ェ
リ
ン
グ
』(

萌
書
房
、
二
〇
〇
八
年) 

杉
本
耕
一
「
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
と
西
田
哲
学
」
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム 

編
『
日
本
の
哲
学 

第
三
号
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
二
年) 
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鈴
木
正
・
卞
崇
道 

編
著
『
近
代
日
本
の
哲
学
者
』(

北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年) 

鈴
木
亨
『
実
存
と
労
働
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
八
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
の
世
界
』(

勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年) 

高
桑
純
夫
『
三
木
哲
学
―
哲
学
の
本
質
へ
の
反
省
―
』(

夏
目
書
店
、
一
九
四
六
年) 

瀧
澤
克
巳
『
西
田
哲
学
の
根
本
問
題
』(

清
水
書
房
、
一
九
四
六
年) 

竹
内
整
一
『
自
己
超
越
の
思
想
―
近
代
日
本
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
―
』(

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年) 

―
―
―
『
「
か
な
し
み
」
の
哲
学
―
日
本
精
神
史
の
源
を
さ
ぐ
る
―
』(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇

九
年) 

竹
内
整
一
・
金
泰
昌 

編
『
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
あ
わ
い
―
公
共
す
る
世
界
を
日
本

思
想
に
さ
ぐ
る
―
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年) 

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
と
現
代
』(

第
三
文
明
社
、
一
九
七
八
年) 

―
―
―
『
西
田
哲
学
の
「
行
為
的
直
観
」
』(

農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
二
年) 

竹
内
良
知 

編
『
昭
和
思
想
史
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
八
年) 

竹
田
篤
司
『
西
田
幾
多
郎
』(

中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年) 

―
―
―
『
物
語
「
京
都
学
派
」』(

中
公
叢
書
、
二
〇
〇
一
年) 

竹
花
洋
佑
「
ヘ
ー
ゲ
ル
判
断
論
と
西
田
哲
学
」
『
西
田
哲
学
会
年
報 

第
四
号
』(

西
田
哲
学
会
、
二

〇
〇
七
年) 

田
中
久
文
「
虚
無
か
ら
の
形
成
力
―
三
木
清
に
お
け
る
「
構
想
力
」
論
―
」
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ

ム 

編
『
日
本
の
哲
学
第
２
号
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
年) 

―
―
―
「
京
都
学
派
の
遺
産
―
そ
の
多
様
性
と
現
代
性
―
」
実
存
思
想
協
会 

編
『
実
存
思
想
論
集Ⅹ

Ⅴ
Ⅱ

』(

理
想
社
、
二
〇
〇
二
年) 

―
―
―
『
丸
山
真
男
を
読
み
な
お
す
』(

講
談
社
、
二
〇
〇
九
年) 

―
―
―
「
京
都
学
派
の
他
者
論
―
和
辻
・
三
木
・
西
田
―
」
竹
内
整
一
・
金
泰
昌 

編
『
「
お
の
ず
か

ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
あ
わ
い
―
公
共
す
る
世
界
を
日
本
思
想
に
さ
ぐ
る
―
』(

東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
〇
年) 

田
中
裕
「
無
の
場
所
と
人
格
―
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
―
」
『
理
想 

第
六
八
一
号 

特
集 

西
田
哲
学
の
諸
問
題
』(

理
想
社
、
二
〇
〇
八
年) 

谷
川
徹
三
・
東
畑
精
一
編
『
回
想
の
三
木
清
』(

文
化
書
院
、
一
九
四
八
年) 
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津
田
雅
夫
『
文
化
と
宗
教
―
近
代
日
本
思
想
史
序
論
―
』(

法
律
文
化
社
、
一
九
九
七
年) 

―
―
―
『
人
為
と
自
然
―
三
木
清
の
思
想
史
的
研
究
―
』(

文
理
閣
、
二
〇
〇
七
年) 

―
―
―
「
「
第
三
の
弁
証
法
」
に
つ
い
て
―
そ
の
成
立
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
遺
産
と
し
て
の
三
木

清
』(

同
時
代
社
、
二
〇
〇
八
年) 

―
―
―
『
戸
坂
潤
と
〈
昭
和
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
―
「
西
田
学
派
」
の
研
究
―
』(

同
時
代
社
、
二
〇
〇

九
年) 

―
―
―
『「
も
の
」
の
思
想
―
そ
の
思
想
史
的
考
察
―
』(

文
理
閣
、
二
〇
一
一
年) 

綱
澤
満
昭
『
日
本
近
代
思
想
の
相
貌
―
近
代
的
「
知
」
を
問
い
た
だ
す
―
』(

晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一

年) 常
俊
宗
三
郎 

編
『
日
本
の
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世
界
思
想
社
、
一
九
九
八
年) 

『
点
か
ら
線
へ 

第
四
六
号
』(

石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
、
二
〇
〇
五
年) 

戸
坂
潤
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』(

岩
波
文
庫
、
一
九
七
七
年) 

中
岡
成
文
『
私
と
出
会
う
た
め
の
西
田
幾
多
郎
』(

出
窓
社
、
一
九
九
九
年) 

中
川
久
定
「
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
と
文
体
―
上
田
閑
照
編
『
西
田
哲
学
』
の
読
後
に
―
」『
創
文
』(

創

文
社
、
一
九
九
四
年) 

永
井
均
『
西
田
幾
多
郎
―
〈
絶
対
無
〉
と
は
何
か
』(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
六
年) 

長
尾
訓
孝
『
西
田
哲
学
の
解
釈
』(

理
想
社
、
一
九
六
〇
年) 

永
野
基
綱
『
三
木
清
』(

清
水
書
院
、
二
〇
〇
九
年) 

夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』(

岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年) 

『
西
田
幾
多
郎
―
永
遠
に
読
み
返
さ
れ
る
哲
学
―
』(

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
五
年) 

西
田
記
念
館 

編
『
西
田
哲
学
を
語
る
―
西
田
幾
多
郎
没
後
五
〇
周
年
記
念
講
演
集
―
』(

燈
影
舎
、

一
九
九
五
年) 

『
西
田
哲
学
会
年
報 

第
一
号
‐
第
九
号
』(

西
田
哲
学
会
、
二
〇
〇
四
‐
二
〇
一
二
年) 

新
田
義
弘
『
現
代
の
問
い
と
し
て
の
西
田
哲
学
』(

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年) 

日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム 

編
『
日
本
の
哲
学 

第
一
号
‐
第
十
二
号
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
‐
二

〇
一
一
年) 

日
本
倫
理
学
会 

編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
倫
理
』(

慶
應
通
信
、
一
九
八
七
年) 

貫
成
人
『
歴
史
の
哲
学
―
物
語
を
超
え
て
―
』(

勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年) 

沼
田
滋
夫
『
西
田
哲
学
へ
の
旅
―
哲
学
と
宗
教
と
の
接
点
を
追
っ
て
―
』(

北
樹
出
版
、
一
九
八
四
年) 
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―
―
―
「
西
田
哲
学
の
宗
教
的
性
格
に
つ
い
て
」
上
田
閑
照 

編
『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』(

岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
年) 

橋
本
峰
雄
「
西
田
幾
多
郎
―
「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
・
グ
ラ
マ
ー
・
レ
ト
リ
ッ
ク
―
」

『
思
想
の
科
学
』(

思
想
の
科
学
社
、
一
九
六
九
年) 

長
谷
正
當
「
西
田
哲
学
と
浄
土
教
」
大
峯
顯 

編
『
西
田
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世
界
思
想
社
、

一
九
九
六
年) 

服
部
健
二
『
西
田
哲
学
と
左
派
の
人
た
ち
』(

こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
〇
〇
年) 

服
部
之
総
『
親
鸞
ノ
ー
ト
』(

福
村
出
版
、
一
九
七
〇
年) 

花
岡
永
子
『
絶
対
無
の
哲
学
―
西
田
哲
学
研
究
入
門
―
』(

世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年) 

尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代
と
は
な
に
か
―
日
本
史
上
の
近
世
と
近
代
―
』(

岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
六

年) 平
山
洋
『
西
田
哲
学
の
再
構
築
―
そ
の
成
立
過
程
と
比
較
思
想
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七

年) 藤
田
健
治
『
西
田
幾
多
郎 

そ
の
軌
跡
と
系
譜
―
哲
学
の
文
学
的
考
察
―
』(

法
政
大
学
出
版
局
、
一

九
九
三
年) 

藤
田
正
勝
『
現
代
思
想
と
し
て
の
西
田
幾
多
郎
』(

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
八
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索
世
界
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
―
』(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年) 

藤
田
正
勝 

編
『
日
本
近
代
思
想
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年) 

―
―
― 

編
『
京
都
学
派
の
哲
学
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
一
年) 

―
―
― 

編
『『
善
の
研
究
』
の
百
年
―
世
界
へ
／
世
界
か
ら
―
』(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一

一
年) 

船(

舩)

山
信
一
『
日
本
の
観
念
論
者
』(

英
宝
社
、
一
九
五
六
年) 

―
―
―
『
明
治
哲
学
史
研
究
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
九
年) 

―
―
―
『
大
正
哲
学
史
研
究
』(

法
律
文
化
社
、
一
九
六
五
年) 

―
―
―
『
昭
和
唯
物
論
史 

上
・
下
』(

福
村
出
版
、
一
九
六
八
年) 

―
―
―
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
西
田
哲
学
』(

未
来
社
、
一
九
八
四
年) 

―
―
―
『
日
本
哲
学
者
の
弁
証
法
』(

こ
ぶ
し
書
房
、
一
九
九
五
年) 

卞
崇
道
「
三
木
清
」
鈴
木
正
・
卞
崇
道 

編
著
『
近
代
日
本
の
哲
学
者
』(

北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年) 

細
谷
昌
志
「
直
観
と
論
理
―
西
田
・
田
辺
論
争
が
問
う
も
の
―
」
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム 

編
『
日
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本
の
哲
学 

第
十
号
』(

昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年) 

松
田
宏
一
郎
『
江
戸
の
知
識
か
ら
明
治
の
政
治
へ
』(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年) 

松
本
三
之
介
『
明
治
思
想
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年) 

―
―
―
『
明
治
思
想
史
―
近
代
国
家
の
創
設
か
ら
個
の
覚
醒
ま
で
―
』(

新
曜
社
、
一
九
九
六
年) 

溝
口
宏
平
「
西
田
哲
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
」
大
峯
顯 

編
『
西
田
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』(

世

界
思
想
社
、
一
九
九
六
年) 

峰
島
旭
雄 

編
著
『
東
洋
の
論
理
―
西
田
幾
多
郎
の
世
界
―
』(

北
樹
出
版
、
一
九
八
一
年) 

宮
川
透
『
近
代
日
本
思
想
の
構
造
』(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
六
年) 

―
―
―
『
三
木
清
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年) 

―
―
―
『
近
代
日
本
の
哲
学 

増
補
版
』(

勁
草
書
房
、
一
九
六
二
年) 

三
宅
剛
一
『
人
間
存
在
論
』(

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年) 

森
清
『
大
拙
と
幾
多
郎
』(

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年) 

森
哲
郎
「
西
田
幾
多
郎
の
「
表
現
」
思
想
」『
理
想 

第
六
八
一
号 
特
集 

西
田
哲
学
の
諸
問
題
』(

理

想
社
、
二
〇
〇
八
年) 

柳
田
謙
十
郎
『
実
践
哲
学
と
し
て
の
西
田
哲
学
』(

弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
九
年) 

山
内
得
立
「『
西
田
全
集
』
の
再
刊
に
因
ん
で
」(

旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
「
月
報
第
一
」) 

山
田
邦
男
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教
―
禅
の
立
場
か
ら
―
」『
西
田
哲
学
会
年
報 
第
五
号
』

(

西
田
哲
学
会
、
二
〇
〇
八
年) 

山
田
宗
睦
『
昭
和
の
精
神
史
―
京
都
学
派
の
哲
学
―
』(

人
文
書
院
、
一
九
七
五
年) 

―
―
―
『
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
―
増
補
改
題
日
本
型
思
想
の
原
像
―
』(

三
一
書
房
、
一
九
七
八
年) 

山
根
理
寛
「
西
田
哲
学
に
映
る
諸
思
想
家
の
像
―
索
引
と
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
―
」
茅
野
良
男
・
大
橋
良

介 

編
『
西
田
哲
学
―
新
資
料
と
研
究
へ
の
手
引
き
―
』(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年) 

湯
浅
泰
雄
『
近
代
日
本
の
哲
学
と
実
存
思
想
』(

創
文
社
、
一
九
七
〇
年) 

行
安
茂
『
近
代
日
本
の
思
想
家
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
』(

北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年) 

米
山
優
「
哲
学
が
持
ち
う
る
芸
術
美
と
は
ど
ん
な
も
の
か
？
」『
西
田
哲
学
会
年
報 

第
六
号
』(

西
田

哲
学
会
、
二
〇
〇
九
年) 

『
理
想 

第
六
八
一
号 

特
集 

西
田
哲
学
の
諸
問
題
』(

理
想
社
、
二
〇
〇
八
年) 

ロ
ー
ベ
ル
ト
・
シ
ン
チ
ン
ゲ
ル
「
西
田
哲
学
の
翻
訳
の
こ
と
な
ど
」(

旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』「
月

報
第
六
」) 
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渡
辺
和
靖
『
明
治
思
想
史
―
儒
教
的
伝
統
と
近
代
認
識
論
―
』(

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年) 

  

な
お
、
本
博
士
論
文
の
各
章
は
、
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
以
下
の
諸
論
文
に
加
筆
・
修
正
を
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。 

第
一
章 

「
三
木
清
に
お
け
る
社
会
の
位
置
―
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
倫
理
学

年
報 

第
五
七
集
』(

日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
八
年) 

第
二
章 

「
自
発
自
展
す
る
思
想
と
文
体
―
西
田
幾
多
郎
の
自
覚
の
体
系
と
「
真
の
無
」「
絶
対
の
無
」
を
め
ぐ

る
考
察
―
」
『
倫
理
学
紀
要 

第
一
六
輯
』(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究

室
、
二
〇
〇
九
年) 

第
三
章 

「
人
生
の
悲
哀
と
「
永
遠
の
今
」
の
歴
史
論
の
交
点
―
西
田
幾
多
郎
の
死
生
観
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
死

生
学
研
究 

第
一
三
号
』(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年) 

「「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
の
「
人
間
的
存
在
」
―
西
田
幾
多
郎
の
歴
史
論
を
め
ぐ
っ

て
―
」
『
西
田
哲
学
年
報 

第
九
号
』(

西
田
哲
学
会
、
二
〇
一
二
年) 

第
四
章 

「
三
木
清
に
お
け
る
遺
稿
「
親
鸞
」
の
位
置
付
け
」
『
日
本
思
想
史
学 

第
四
〇
号
』(

日
本
思
想
史

学
会
、
二
〇
〇
八
年) 

「
三
木
清
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
」
熊
野
純
彦
編･

共
著
『
日
本
哲
学
小
史
－
近
代
一
〇
〇

年
の
２
０
篇
』(

中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年) 

「
三
木
清
の
主
体
概
念
の
研
究
の
た
め
に
」
『
倫
理
学
紀
要 

第
二
一
輯
』(

東
京
大
学
大
学
院
人
文

社
会
系
研
究
科
倫
理
学
研
究
室
、
二
〇
一
四
年) 
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論
文
の
内
容
の
要
旨 

論
文
題
目 

日
本
近
代
哲
学
に
お
け
る
「
個
人
」
と
「
社
会
」 

―
西
田
幾
多
郎
と
三
木
清
の
比
較
か
ら
― 

氏
名 

西
塚
俊
太 

  

本
論
文
は
、
西
田
哲
学
と
三
木
の
思
想
と
の
間
に
あ
る
相
違
に
注
目
し
、
両
者
を
対
比
的
に
検
討

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
近
代
哲
学
・
思
想
の
中
で
「
個
人
」
が
「
社
会
」
や
世
界
の
形
成
に
対

し
て
如
何
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
つ
ま
り
日
本
近
代
哲
学
・
思
想
に
お
け
る
「
個
人
」
像

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。 

第
一
章
で
は
、
三
木
の
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
が
、
個
と
し
て
の
人
間
と
社
会
と
の

相
互
形
成
関
係
を
主
と
し
て
論
じ
た
上
で
、
そ
の
形
成
関
係
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
人
間
と
世
界
と

の
関
係
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は

自
己
の
形
成
と
世
界
の
形
成
と
が
「
即
」
と
い
う
語
で
結
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
木
の
論
理

に
お
い
て
は
個
と
し
て
の
人
間
と
世
界
と
を
媒
介
す
る
「
社
会
」
の
形
成
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
意
義
と
意
味
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

第
一
節
の
考
察
は
、
西
田
の
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
論
に
お
い
て
は
、
人
間
に
よ
る
形

成
と
「
創
造
的
世
界
」
の
形
成
と
が
相
即
す
る
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
三
木
の
「
形

成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
は
、
人
間
と
世
界
と
の
間
の
媒
介
項
と
し
て
環
境
や
社
会
の
形
成
を

差
し
挟
む
こ
と
で
、
人
間
に
よ
る
形
成
的
な
行
為
か
ら
世
界
の
形
成
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
木
の
思
想
の
特
徴
を
媒
介
性
と
い
う
点
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

第
二
節
に
お
い
て
は
、
三
木
が
世
の
中
や
世
間
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
領
域
を
も
っ
て
「
閉

じ
た
社
会
」
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
の
「
閉
じ
た
社
会
」
に
お
け
る
「
ひ
と
」
は
「
他
と
連
続
的
」
な

あ
り
様
を
し
て
い
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
三
木

は
「
閉
じ
た
社
会
」
の
考
察
の
み
で
は
社
会
の
あ
り
様
を
十
全
に
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
第
三
節
に
お
け
る
「
開
い
た
社
会
」
に
つ
い
て
の
考
察
へ
の
導
入
と
し
て

い
る
。 

第
三
節
に
お
い
て
は
、
三
木
が
論
じ
る
「
開
い
た
社
会
」
の
あ
り
様
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
節
に
お
け
る
考
察
に
よ
り
、
三
木
の
「
開
い
た
社
会
」
に
つ
い
て
の
思
想
は
「
私
と
汝
」

論
の
形
を
と
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
三
木
の
「
私
と
汝
」
が
、
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他
者
と
の
出
会
い
に
お
い
て
は
じ
め
て
相
手
が
「
汝
」
と
し
て
現
れ
、
そ
の
「
汝
」
に
よ
っ
て
意
識

が
自
己
へ
と
回
折
す
る
こ
と
で
「
ひ
と
」
と
し
て
の
日
常
か
ら
「
私
」
が
析
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。 

第
四
節
の
考
察
は
、
第
一
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
一
方
で
は
「
種
」
で
あ
る
「
閉
じ
た
社
会
」
と

い
う
側
面
で
「
個
」
で
あ
る
人
間
に
よ
る
形
成
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
類
」
で
あ
る
「
開

い
た
社
会
」
と
い
う
側
面
で
「
世
界
」
の
形
成
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
よ
う
に
、

社
会
と
い
う
一
語
に
両
様
の
含
み
を
持
た
せ
て
そ
の
矛
盾
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
木
は
彼
の

「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」
論
に
お
い
て
、
人
間
に
よ
る
形
成
と
世
界
の
形
成
と
を
連
絡
さ
せ

て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
章
の
考
察
は
、「
純
粋
経
験
」
の
思
想
か
ら
「
場
所
」
の
思
想
へ
と
至
る
初
期
か
ら
中
期
の
西

田
哲
学
が
、
無
限
に
自
己
展
開
し
て
い
く
「
自
覚
の
体
系
」
の
論
理
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
に
お
け
る
考
察
は
西
田
哲
学
の
特
徴
が
「
自
発
自
展
す
る
思
想
と

文
体
」
と
い
う
点
に
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
第
一
章
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
三
木
の
思
想
に
お
け
る
「
社
会
」
の
媒
介
の
重
視
と
い
う
特
徴
と
対
比
す
る
に
際
し
て
重
要
と
な

る
も
の
で
あ
る
。 

第
一
節
に
お
い
て
ま
ず
、
西
田
が
哲
学
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
西
田
の
経
験
を
外
部
か
ら
導
入
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま
た
、
西
田
哲
学
の
性
格
を

「
東
洋
的
「
無
の
論
理
」
」
や
「
宗
教
的
自
覚
の
論
理
」 

と
規
定
す
る
手
前
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
ま

ず
西
田
の
叙
述
に
内
在
す
る
形
で
「
真
の
無
」
や
「
絶
対
の
無
」
を
は
じ
め
と
す
る
一
つ
一
つ
の
概

念
の
意
味
を
問
う
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。 

第
二
節
で
は
、
西
田
の
思
想
が
、「
自
己
の
中
に
自
己
を
写
す
」
働
き
が
自
己
言
及
的
に
作
用
し
て

無
限
に
自
己
展
開
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
「
自
発
自

展
す
る
思
想
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

第
二
節
に
お
け
る
検
討
を
う
け
て
、
第
三
節
で
は
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
論
理
や
文
体
が
、
言
語

に
よ
る
把
捉
を
不
断
に
逃
れ
ゆ
く
「
自
発
自
展
す
る
思
想
」
を
捉
え
る
た
め
の
「
自
発
自
展
す
る
文

体
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

第
二
章
の
結
論
と
な
る
第
四
節
は
、「
自
発
自
展
す
る
思
想
と
文
体
」
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
西
田

哲
学
を
現
代
に
お
い
て
論
じ
る
と
い
う
営
み
自
体
の
あ
る
べ
き
あ
り
様
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
と
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な
っ
て
い
る
。 

 

第
三
章
で
は
、1

9
3

0

年
代
の
西
田
の
論
考
を
中
心
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ま
ず
西
田
の

歴
史
論
の
論
理
構
制
と
そ
の
問
題
性
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
歴
史
論
と
「
私
と
汝
」
論
と
の
交
点
を

跡
付
け
て
い
く
。
つ
い
で
、
西
田
の
論
考
に
お
い
て
「
真
の
我
」「
真
の
自
己
」
が
「
創
造
的
世
界
の

創
造
的
要
素
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
、
西
田
の
哲
学

が
「
人
生
の
悲
哀
」
と
深
く
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。 

 

第
一
節
に
お
い
て
ま
ず
、
西
田
の
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
論
が
本
来
的
に
歴
史
論
と
は

結
び
付
き
が
た
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
歴
史
論
と
結
び
付
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
て

い
る
と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
。 

 

第
一
節
を
受
け
て
展
開
さ
れ
る
第
二
節
は
、
西
田
の
歴
史
論
が
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
立
場
」

か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。 

 

つ
い
で
、
第
三
節
で
は
、
西
田
の
歴
史
論
が
「
私
と
汝
」
論
と
結
び
付
き
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
西
田
の
歴
史
論
の
論
理
構
制
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。 

 

第
四
節
に
お
け
る
考
察
は
、
西
田
が
、
互
い
に
非
連
続
的
で
絶
対
に
他
な
る
存
在
で
あ
る
「
私
」

と
「
汝
」
が
出
会
う
こ
と
で
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し
て
の
時
が
成
立
し
、「
過
ぎ
去
っ
た
汝
と
し
て

の
過
去
」
と
「
現
在
の
私
」
が
相
逢
う
こ
と
に
お
い
て
歴
史
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
は
互
い
に
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
「
私
」
と
「
汝
」
が
そ
れ

で
も
な
お
相
逢
う
と
い
う
こ
と
の
内
に
歴
史
の
成
立
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。 

 

第
五
節
に
お
い
て
は
、
世
界
を
語
る
こ
と
が
自
己
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
行
為
を
語
る
こ

と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
の
創
造
を
語
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
発
想
の
も
と
に
西
田
哲
学
が
展
開

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
示
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
生
命
の
極
限
に
立
つ
時
の
み
真
に
「
人
間
的
」
な

「
存
在
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
弛
緩
せ
ず
に
創
造
的
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
人

間
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
当
為
」
の
あ
り
様
が
解
き
明
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

第
三
章
の
ま
と
め
と
な
る
第
六
節
は
、
西
田
の
歴
史
論
と
「
私
と
汝
」
論
が
根
柢
に
お
い
て
結
び

付
い
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
西
田
は
、「
永
遠
の
今
」
や
「
絶
対
現
在
」
か
ら

時
が
自
己
限
定
し
歴
史
が
成
立
し
て
い
く
契
機
を
、
互
い
に
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
私
と
汝
が
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そ
れ
で
も
な
お
相
逢
う
こ
と
の
内
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
構
想
は
死
に
さ
え
も
意
味
を
見

出
そ
う
と
す
る
西
田
の
死
生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 

第
四
章
に
お
け
る
考
察
は
、
三
木
の
歴
史
論
と
社
会
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
三
木
の
思
想
が
一
貫

し
て
「
人
間
学
」
と
い
う
主
題
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章

に
お
け
る
考
察
に
よ
り
、『
哲
学
的
人
間
学
』『
哲
学
入
門
』『
構
想
力
の
論
理
』
な
ど
の
著
作
の
中
で

示
さ
れ
て
い
る
三
木
の
後
期
思
想
が
、「
主
体
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
様
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
一

方
で
、
社
会
の
独
立
を
も
基
礎
付
け
て
し
ま
う
危
険
性
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
三
木
の
「
個
人
」
と
「
社
会
」
に
関
す
る
思
想
と
死
生
観
と
の
結
び
付
き

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

第
一
節
に
お
い
て
ま
ず
、
三
木
の
社
会
論
が
、
人
間
の
独
立
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、

社
会
の
独
立
を
も
導
い
て
し
ま
う
危
険
性
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

第
二
節
で
は
、
論
文
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
の
読
解
を
通
じ
て
、
三
木
の
思
想
が
「
人

間
学
」
に
立
脚
し
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
、
マ
ル
ク

ス
研
究
を
通
じ
て
三
木
が
社
会
論
や
歴
史
論
を
扱
い
得
る
論
理
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
跡
付
け
る

こ
と
に
な
る
。 

第
三
節
に
お
け
る
考
察
は
、
処
女
作
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
か
ら
『
歴
史
哲
学
』

へ
と
い
た
る
ま
で
の
三
木
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
木
の
思
想
に
お
け
る
「
人
間
学
」

と
い
う
主
題
の
一
貫
性
を
確
認
し
、
三
木
の
歴
史
論
の
論
理
構
制
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

第
四
節
に
お
け
る
考
察
は
、
三
木
の
「
人
間
学
」
を
「
主
体
論
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
三
木
の
思
想
に
お
け
る
「
責
任
」
の
あ
り
様
を
捉
え
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。 

第
五
節
に
お
い
て
は
、
三
木
の
思
想
が
社
会
の
独
立
を
も
導
い
て
し
ま
う
そ
の
所
以
を
把
握
す
る

た
め
に
、
『
構
想
力
の
論
理
』
の
中
に
見
ら
れ
る
「
自
然
の
技
術
」
「
自
然
の
構
想
力
」
に
つ
い
て
の

議
論
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
節
に
お
け
る
考
察
に
よ
り
、
三
木
の
「
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
」

論
と
「
構
想
力
の
論
理
」
と
の
結
び
付
き
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

最
終
第
六
節
に
お
け
る
考
察
は
、
三
木
の
遺
稿
「
親
鸞
」
が
、
信
仰
の
告
白
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
三
木
が
一
貫
し
て
主
題
と
し
て
き
た
「
人
間
学
」
を
論
じ
る
哲
学
的
著
作
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
、
三
木
の
個
人
・
社
会
・
世
界
に
関
す
る
思
想
と
死
生
観
と
の
関
係

を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。 


