
小
林
秀
雄
と
大
正
期
の
思
想

－
和
辻
哲
郎
、
西
田
幾
多
郎
と
の
連
続
性
－

若
い
と
き
に
は
小
説
も
書
い
て
い
た
和
辻
哲
郎
が
、
明
治
四
四
年
二
九
一

一
年
）
に
発
表
し
た
小
説
「
幽
霊
」
は
、
「
私
」
の
友
人
で
あ
る
青
年
「
B
君
」

の
物
語
で
あ
る
。
「
B
君
」
は
親
族
に
反
抗
し
て
一
人
東
京
に
出
て
き
た
の
だ

が
、
神
経
衰
弱
に
罷
り
、
「
電
車
な
ど
に
乗
っ
て
い
る
と
途
中
で
急
に
立
ち
上

（1）

が
っ
て
大
き
な
声
で
怒
鳴
り
た
く
つ
て
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
ふ
う
な
症
状

に
見
舞
わ
れ
、
つ
い
に
あ
る
夜
、
次
の
よ
う
な
幻
覚
を
持
つ
に
至
る
。

ふ
っ
と
眼
を
あ
け
る
と
、
右
側
の
壁
か
ら
、
顔
色
の
蒼
い
頬
骨
と
鼻
の

光
っ
た
限
つ
き
の
凄
い
男
が
長
い
髪
を
だ
ら
り
と
額
の
上
へ
垂
れ
て
、
ひ
ょ

ろ
り
と
現
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
が
B
君
の
顔
な
の
で
す
。
そ
の
男
は

す
う
ツ
と
隣
の
壁
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
て
そ
の
な
か
へ
ふ
っ
と
消
え
て
し

ま
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
瞬
間
に
「
お
れ
の
幽
霊
だ
」
と
い
う
考
え
が
電

の
よ
う
に
頭
に
浮
か
ん
で
来
て
、
全
身
が
粉
微
塵
に
な
る
ほ
ど
ひ
ど
く
震

綾
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治

え
出
し
ま
し
た
。

外
界
に
も
う
一
人
の
自
分
を
見
る
と
い
う
自
己
の
二
重
化
は
、
も
し
こ
れ
が

症
状
と
し
て
固
定
さ
れ
れ
ば
、
当
時
の
病
名
で
言
え
ば
「
神
経
衰
弱
」
の
一
種

で
あ
る
。
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
自
己
分
裂
の
意
識
が
昂

じ
た
た
め
の
病
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
教
養
主

義
の
時
代
と
言
わ
れ
、
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
で
は
「
神

経
衰
弱
」
あ
る
い
は
「
神
経
病
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
明
治
四
三
年
に
連
載

さ
れ
、
翌
四
四
年
に
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
夏
日
漱
石
の
r
門
」
の
主

人
公
宗
助
は
、
易
し
い
字
で
も
変
だ
と
思
っ
て
疑
い
だ
す
と
、
「
何
だ
か
違
っ

た
様
な
気
が
す
る
」
と
語
り
、
「
神
経
衰
弱
の
所
為
か
も
知
れ
な
い
」
と
細
君

に
言
う
。
こ
れ
と
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
昭
和
期
に
入
っ
て
中
島
教
が
「
文
字

禍
」
で
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
認
識
対
象
が
す
っ
き
り
と
し
た
統
一
像

を
結
ば
な
い
の
は
、
実
は
認
識
主
観
の
方
が
安
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
体
が
プ
レ
た
り
、
分
裂
し
た
り
し
て
い
る
た
め
に
、
自
明
で
確
固



と
し
た
対
象
像
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

晩
年
の
芥
川
寵
之
介
の
小
説
に
も
、
「
神
経
衰
弱
」
か
ら
く
る
自
己
の
二
重

化
の
問
題
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
芥
川
と
は
対
極
に
あ
る
か
の
よ
う
な
資
質

を
持
つ
志
賀
直
哉
も
、
「
濁
っ
た
頭
」
（
明
治
四
四
）
　
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
神
経

病
小
説
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
経
病
文
学
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
す

る
な
ら
、
佐
藤
春
夫
の
「
田
園
の
憂
欝
」
　
（
大
正
七
）
　
や
萩
原
朔
太
郎
の
詩
集

「
月
に
吠
え
る
」
　
（
大
正
六
）
も
そ
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
、
広
津
和
郎
に
は
文
字
通
り
「
神
経
病
時
代
」
　
（
大
正
六
）
と
い
う
小
説
も

あ
る
。
森
田
療
法
の
名
で
有
名
な
精
神
科
医
の
森
田
正
馬
が
神
経
病
の
た
め
に

（2）

独
特
の
治
療
法
を
編
み
出
し
た
の
も
大
正
時
代
で
あ
っ
た
。

小
林
秀
雄
の
青
春
期
は
こ
の
精
神
的
雰
囲
気
の
中
に
あ
っ
た
、
少
な
く
と
も

そ
の
空
気
を
吸
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
正
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
一
ツ

の
脳
髄
」
は
、
神
経
病
小
説
と
言
え
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
が
、
雑
誌
の
創
作

欄
に
発
表
さ
れ
た
「
Ⅹ
へ
の
手
紙
」
　
（
小
林
秀
雄
は
小
説
の
つ
も
り
で
書
い
た

と
思
わ
れ
る
）
　
に
も
そ
の
要
素
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
神
経
病
の
問
題
と

し
て
よ
り
も
、
若
年
期
の
小
林
秀
雄
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た

自
意
識
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
X
へ
の
手
紙
」
で
は
、

こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。
「
俺
が
自
分
の
言
動
と
は
ん
た
う
の
自
分
と
の
つ
な
が

（2）

り
に
、
な
ん
と
は
知
れ
ぬ
暗
礁
を
感
じ
は
じ
め
て
か
ら
既
に
久
し
い
」
、
「
人
々

は
め
い
め
い
の
心
の
奥
底
に
、
多
か
れ
少
か
れ
自
分
の
言
動
を
映
し
出
す
姿
見

を
一
枚
持
っ
て
ゐ
る
。
（
略
）
俺
の
持
っ
て
ゐ
る
鏡
は
無
間
と
映
り
が
よ
す
ぎ

る
事
を
発
見
し
た
時
、
鏡
は
本
来
の
面
目
を
紛
失
し
て
ゐ
た
」
、
と
。

こ
の
「
鏡
」
が
自
意
識
の
こ
と
で
あ
る
が
、
小
林
秀
雄
の
場
合
、
自
意
識
と

は
単
に
自
分
に
つ
い
て
の
意
識
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
意
識
を
意
識
す
る

意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
自
意
識
と
は
、
何
故
、
そ
う
思
う
の
か
、
何

故
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
、
自
分
自
身
に
問
い
掛
け
る
意
識
の
こ
と
で
あ

る
と
も
言
え
る
。
「
何
故
約
束
を
守
ら
な
い
、
何
故
出
鱈
目
を
い
ふ
、
俺
は
他

人
か
ら
詰
ら
れ
る
ご
と
に
、
一
体
こ
の
俺
を
何
処
ま
で
追
ひ
込
ん
だ
ら
止
め
て

呉
れ
る
の
だ
ら
う
と
訝
っ
た
、
（
略
）
　
た
っ
た
l
人
で
ゐ
る
時
に
、
こ
の
何
故

と
い
ふ
言
葉
の
物
陰
で
、
ど
れ
程
骨
身
を
削
る
想
ひ
を
し
て
来
た
事
か
」
、
と
。

「
Ⅹ
へ
の
手
紙
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
何
故
」
、
「
何
故
」
と
自
ら
に
、
精

確
に
言
う
な
ら
自
ら
の
意
識
に
問
い
掛
け
る
自
意
識
の
こ
と
は
、
「
カ
メ
ラ
狂
」

と
い
う
ふ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
カ
メ
ラ
狂
」
す
な
わ
ち
自
意
識
と
は
、

自
分
の
第
一
次
的
な
意
識
を
映
し
出
す
第
二
次
的
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
自
意
識
と
は
意
識
に
つ
い
て
の
メ
タ
意
識
で
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う

か
。こ

の
自
意
識
で
あ
る
÷
鏡
」
が
「
無
闇
と
映
り
が
よ
す
ぎ
る
」
の
な
ら
、
た

し
か
に
日
々
の
生
活
は
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
何
か
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、

何
故
そ
れ
を
し
よ
う
と
思
う
の
か
と
い
う
ふ
う
に
、
い
ち
い
ち
問
い
掛
け
た
り

す
る
な
ら
何
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
自
分
の
言
動
」
と
「
ほ
ん
た
う
の
自
分
」
と
の
間
に
自
意
識
が
介
在
し

て
、
結
局
、
行
動
に
移
る
こ
と
が
で
き
ず
「
暗
礁
」
に
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
こ



と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
意
識
が
必
要
以
上
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
な
ら
、
人
を

日
々
の
H
常
生
活
の
言
動
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
追
い
や
る
が
、
「
自

分
」
と
、
「
自
分
」
　
に
と
っ
て
一
生
の
仕
事
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
文
学
と
の

結
び
つ
き
と
の
問
題
に
、
こ
の
自
意
識
が
介
在
し
て
き
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
ど
う
し
て
「
自
分
」
は
文
学
に
携
わ
る
の
か
を
、
「
何
故
」
、
「
何
故
」

と
自
意
識
が
問
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
快
で
妥
当
な
答
え
が
導
き
出
せ

る
は
ず
は
な
い
。
単
に
好
き
だ
か
ら
と
か
、
ど
う
し
て
も
そ
の
仕
事
が
し
た
い

か
ら
と
か
、
そ
ん
な
答
え
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
皮
は
徹
底
し

て
そ
れ
を
問
う
て
み
ろ
、
と
小
林
秀
雄
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
日
本
の
文
学
者
た
ち
は
徹
底
し
て
そ
れ
を
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
と

小
林
秀
雄
は
言
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
。

扱
て
、
宿
命
的
に
感
傷
主
義
に
貫
か
れ
た
日
本
の
作
家
達
が
、
理
論
を

軽
蔑
し
て
来
た
事
は
当
然
で
あ
る
。
作
家
が
理
論
を
持
つ
と
は
、
自
分
と

い
ふ
人
間
（
芸
術
家
と
し
て
で
は
な
い
、
た
ヾ
の
考
へ
る
人
と
し
て
だ
）

が
こ
の
世
に
生
き
て
何
故
、
芸
術
制
作
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
行
な
ふ
の

か
、
と
い
ふ
事
に
就
い
て
明
瞭
な
自
意
識
を
持
つ
と
い
ふ
事
だ
。
少
な
く

と
も
こ
れ
の
糾
問
に
強
烈
な
関
心
を
持
つ
事
だ
。
言
は
ば
己
れ
の
作
家
た

る
宿
命
に
関
す
る
認
識
理
論
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
（
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子

I
」
昭
和
五
）

「
糾
問
」
し
た
と
し
て
も
、
説
得
的
で
論
理
的
な
答
え
が
出
る
も
の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
答
え
が
出
な
く
て
も
、
徹
底
し
て
「
糾
問
」
す
る
な
ら
ば
、

「
芸
術
制
作
」
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
分
の
在
り
方
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
と
小
林
秀
雄
は
言
う
の
で

あ
る
。
そ
の
「
糾
問
」
の
果
て
に
、
や
は
り
芸
術
に
拘
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
分

の
在
り
方
と
い
う
も
の
が
見
出
だ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
指
命
」
的
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
小
林
秀

（4）

雄
の
、
「
自
意
識
の
理
論
」
の
果
て
に
出
て
く
る
「
宿
命
の
理
論
」
で
あ
る
。

二

以
上
が
、
神
経
病
的
な
世
界
か
ら
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
彼
の
文
学
の
原
理
論

と
も
言
う
べ
き
「
宿
命
の
理
論
」
を
作
り
出
し
て
き
た
小
林
秀
雄
の
精
神
の
行

程
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
小
林
秀
雄
の
文
学
論
は
、
い
わ

ば
大
正
期
的
な
問
題
国
、
こ
の
場
合
は
「
神
経
病
」
と
い
う
形
で
現
わ
れ
出
た

問
題
国
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
か
。
大
正
期
的
な
問
題
国
と
い

う
こ
と
で
言
え
ば
、
小
林
秀
雄
は
そ
の
初
期
か
ら
晩
年
の
「
本
居
宣
長
」
に
到

る
ま
で
、
論
理
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
論
理
以
前
の
直
接
経
験
の
世
界
を
重
視

し
、
そ
こ
か
ら
た
と
え
ば
単
純
な
「
理
論
信
仰
」
に
捉
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
者
を
批
判
す
る
視
点
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
論

理
以
前
の
直
接
経
験
の
世
界
と
は
、
別
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、
「
生
」
や
「
生

命
」
　
の
世
界
の
こ
と
で
も
あ
る
。
論
理
の
網
の
目
か
ら
は
零
れ
落
ち
る
、
流
動

す
る
「
生
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
非
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
非



合
理
な
「
生
」
や
「
生
命
」
を
地
盤
と
し
て
、
そ
の
中
か
ら
論
理
と
い
う
も
の

も
出
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
生

の
哲
学
の
系
譜
の
人
た
ち
は
、
そ
う
考
え
る
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
流

行
し
た
の
が
大
正
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
「
生
」
や
「
生
命
」

に
関
す
る
考
え
方
が
大
正
時
代
に
は
流
行
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
有
島
武
郎
が
そ
う
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
大
杉
栄
も
や
は
り

「
生
の
創
造
」
と
い
う
こ
と
を
語
り
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
、
理
性
を
過
重
視
す

る
主
知
主
義
を
超
え
出
た
「
生
の
創
造
」
　
の
思
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
左

翼
だ
け
で
は
な
い
。
さ
き
に
挙
げ
た
和
辻
哲
郎
の
思
想
的
出
発
も
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
的
な
「
生
命
」
思
想
に
基
づ
く
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
で
あ
っ
た
。
「
こ
イ
チ
エ
が

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
先
駆
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
吾
人
は
確
実
に
言
い
得
る
と
思

う
」
と
し
て
、
「
こ
イ
チ
ェ
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
も
の
は
、
吾
人
の
知
能
は

到
達
し
得
ず
、
た
だ
直
覚
に
よ
っ
て
の
み
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
生
の
深
淵
で

あ
る
。
こ
れ
と
同
一
の
根
拠
か
ら
出
て
、
同
じ
く
因
果
律
の
否
定
に
帰
着
し
た

者
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
あ
る
」
　
（
r
ニ
イ
チ
エ
研
究
し
　
（
大
正
二
）
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
権
力
と
は
、
「
す
べ
て
を
貫
い
て
活
ら
い
て

い
る
統
一
の
力
」
　
で
あ
り
、
「
こ
の
力
は
刻
々
た
る
進
化
と
創
造
と
の
内
に
渦

巻
い
て
い
る
」
の
で
、
「
良
心
」
も
「
生
の
増
進
の
良
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
同
）
と
語
っ
て
い
る
。
芸
術
に
つ
い
て
も
「
芸
術
は
、
生
を
可
能
な
ら
し
め
、

深
め
、
強
め
る
偉
大
な
女
神
で
あ
る
」
　
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。

合
理
主
義
や
主
知
主
義
の
狭
い
枠
組
み
を
打
ち
破
る
「
生
」
、
「
生
命
」
。
小

林
秀
雄
も
「
ラ
ン
ポ
オ
I
」
　
（
大
正
一
五
）
　
で
「
あ
ら
ゆ
る
天
才
は
恐
ろ
し
い

柔
軟
性
を
も
っ
て
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
範
型
の
理
智
を
、
情
熱
を
、
そ
の
生
命
の

理
論
の
中
に
た
、
き
込
む
」
、
「
栢
命
の
尖
端
が
生
命
の
理
論
と
交
錯
す
る
の

は
、
必
ず
無
意
識
に
於
い
て
だ
」
と
語
っ
て
い
て
、
「
理
智
」
を
超
え
出
て
、

そ
れ
を
包
む
も
の
と
し
て
「
生
命
」
を
捉
え
て
い
た
。
因
み
に
小
林
秀
雄
は
ラ

ン
ポ
オ
の
こ
と
を
「
最
も
兇
暴
な
犬
儒
派
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
最
も
兇
暴

な
犬
儒
派
」
と
い
う
の
は
、
犬
儒
派
的
な
傾
向
の
思
想
家
で
あ
っ
た
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
を
超
え
出
て
、
権
力
意
志
と
「
生
」
の
肯
定
を
説
い
た
、
「
生
命
」

の
思
想
家
ニ
ー
チ
ェ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
和
辻
哲
郎
の

r
こ
イ
チ
エ
研
究
」
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
像
で
も
あ
っ
た
。
小
林
秀
雄
に
お
け

る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ラ
ン
ボ
ー
と
の
関
係
は
、
大
信
派
的
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル

と
大
胆
に
「
生
」
を
肯
定
す
る
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係
に
準
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
初
期
の
小
林
秀
雄
の
文
学
観
や
思
想
は
、
大
正
期
の
問

題
国
と
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、
小

林
秀
雄
が
そ
れ
ら
大
正
期
の
思
想
か
ら
学
び
、
そ
の
影
響
を
直
接
受
け
た
と

か
、
そ
れ
ら
か
ら
考
え
方
を
摂
取
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
言
お
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
昭
和
の
代
表
的
批
評
家
で
あ
る
小
林

秀
雄
が
自
身
で
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
　
（
む
し
ろ
、
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
当
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
が
）
、
小
林
秀
雄
の
批
評
は
た
ぶ
ん
に
大
正
期
の
思
想
と
連
続
す
る
傾
向

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
た
い
の
で
あ
る
。



で
は
、
大
正
期
の
思
想
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
に
関
し
て
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
幾
多
郎
が
神
経
病
的
な
世
界
の
住
人
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
も
意
識
の
問
題
、
さ
ら
に
は

意
識
を
意
識
す
る
問
題
に
つ
い
て
深
く
考
え
た
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
哲
学
は
、

そ
れ
ら
の
問
題
を
根
底
に
据
え
て
い
る
と
言
え
る
。
次
に
西
田
幾
多
郎
に
つ
い

て
見
て
行
こ
う
。

漱
石
の
r
門
」
　
の
宗
助
は
参
禅
し
ょ
う
と
し
て
、
結
局
は
中
途
半
端
な
形
で

終
わ
っ
て
禅
は
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
西
田
幾
多
郎
も
座
禅
を
組
ん
で
い

て
、
彼
に
も
「
煩
悶
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
彼
の
日
記
等
か
ら
わ
か
る

が
、
し
か
し
、
彼
は
禅
を
も
の
に
し
、
そ
の
体
験
か
ら
得
た
認
識
を
自
己
の
哲

学
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
幾
多

郎
は
明
治
四
四
年
に
刊
行
し
た
r
善
の
研
究
j
　
で
思
想
界
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た

が
、
r
善
の
研
究
」
に
参
禅
の
跡
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
善
の
研
究
j
の
冒

頭
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
有
名
な
〓
即
で
あ
る
。

経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
実
其
伍
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の

細
工
を
棄
て
、
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
　
例
へ
ば
、
色

を
見
、
音
を
開
く
剃
郡
、
未
だ
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
之

を
感
じ
て
居
る
と
か
い
ふ
や
う
な
考
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音

は
何
で
あ
る
と
い
ふ
判
断
す
ら
加
は
ら
な
い
前
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ

（5）

で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
。

そ
の
「
直
接
経
験
」
に
お
い
て
は
未
だ
主
客
の
分
離
さ
え
な
い
状
態
で
あ

り
、
「
直
接
経
験
」
と
は
「
知
情
意
」
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ

の
在
り
方
が
「
真
実
在
」
だ
と
西
田
幾
多
郎
は
言
う
。

真
実
在
は
普
通
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
様
に
冷
静
な
る
知
識
の
対
象
で
は

な
い
。
我
々
の
情
意
よ
り
成
り
立
っ
た
者
で
あ
る
。
即
ち
単
に
存
在
で
は

な
く
し
て
意
味
を
も
っ
た
者
で
あ
る
。
そ
れ
で
若
し
こ
の
現
実
界
か
ら

我
々
の
情
意
を
除
き
去
っ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
具
体
的
の
事
実
で
は
な

く
、
単
に
抽
象
的
概
念
と
な
る
。

こ
う
い
う
論
述
、
と
く
に
後
者
の
引
用
な
ど
を
見
る
と
、
時
代
が
飛
ぶ
が
、

小
林
秀
雄
の
晩
年
の
著
作
「
本
居
宣
長
」
　
（
昭
和
五
三
刊
）
　
の
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
一
節
が
連
想
さ
れ
る
。

そ
し
て
極
く
普
通
の
意
味
で
、
見
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
ゐ
る
、
私
達

の
直
接
経
験
の
世
界
に
現
れ
て
来
る
物
は
、
皆
私
達
の
喜
怒
の
情
に
染
め

ら
れ
て
ゐ
て
、
其
処
に
は
、
無
色
の
物
が
這
入
っ
て
来
る
余
地
な
ど
な
い

で
あ
ら
う
。
（
略
）
　
そ
れ
が
、
生
き
た
経
験
、
凡
そ
経
験
と
い
ふ
も
の
、

一
番
基
本
的
で
、
尋
常
な
姿
だ
と
言
っ
て
よ
か
ら
う
。
合
法
則
的
な
客
観

的
事
実
の
世
界
に
、
鋭
く
対
立
す
る
や
う
に
な
っ
た
事
を
、
私
達
は
、
教

養
の
上
で
よ
く
承
知
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
基
本
的
な
「
あ
り
や
う
」
が
、

変
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
（
第
二
十
四
孝
）

小
林
秀
雄
は
晩
年
に
お
い
て
こ
の
「
直
接
経
験
」
　
の
世
界
に
戻
っ
た
、
と
い

う
よ
り
も
小
林
秀
雄
に
お
い
て
は
こ
の
「
直
接
経
験
」
に
、
西
田
の
言
葉
を
用



い
る
な
ら
ば
、
「
真
実
在
」
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
r
本
居
宣
長
」
で
は
「
直
接
経
験
」
の
「
真

実
在
」
性
を
論
述
に
お
い
て
前
面
に
出
し
て
、
「
直
接
経
験
」
を
よ
り
強
調
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
r
本
居
宣
長
」
　
に
現
象
学
、
と
り
わ
け
メ

〈6）

ル
ロ
・
ボ
ン
テ
ィ
と
の
共
通
点
を
見
る
論
が
あ
り
、
た
し
か
に
そ
う
い
う
要
素

も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
「
直
接
経
験
」
と
言
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ

る
。
小
林
秀
雄
は
r
本
居
宣
長
」
の
前
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
で
あ
る
r
感
想
」
を

苗
い
て
い
る
。
「
感
想
」
は
未
完
に
終
わ
っ
た
が
、
r
感
想
」
で
の
主
題
は
r
本

居
宣
長
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
直
接
経
験
」
と
い
う
言
葉
は
、
小
林
秀
雄
は
若
年
時
に
は
使
っ
て
は
い
な

い
し
、
ま
た
、
「
直
接
経
験
」
の
世
界
そ
の
も
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
枠

組
み
や
語
彙
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
詩
の
問
題
と
し
て
、
つ
ま

り
、
通
常
の
言
語
で
い
わ
ば
汚
染
さ
れ
た
我
々
の
感
覚
や
認
識
の
在
り
方
を
打

ち
破
り
、
我
々
の
認
識
を
い
わ
ば
蘇
生
さ
せ
る
の
が
、
詩
的
言
語
と
し
て
の
象

徴
言
語
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
象
徴
主
義
の
詩
の
問
題
と
い
う
角
度
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
言
及
し
た
．
ラ
ン
ボ
ー
論
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
て
語
ら
れ
た
批
評
の
理
論
部
分
の
根
底
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

学
か
ら
学
ば
れ
た
、
し
た
が
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
通
じ
る
認
識
が
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

「
善
の
研
究
」
　
に
お
け
る
「
直
接
経
験
」
　
の
論
に
も
、
む
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
幾
多
郎
は
、
「
善
の
研
究
」
以
外
の
著

作
、
た
と
え
ば
r
思
索
と
体
験
」
　
（
大
正
四
）
な
ど
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
論
及

し
て
い
て
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
語
ら

れ
た
芸
術
論
に
も
、
す
な
わ
ち
、
「
画
家
な
ど
が
我
々
と
異
な
っ
た
眼
を
も
ち
、

異
な
っ
た
知
覚
を
得
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
、
我
々
の
知
覚
と
い
っ
て
居
た
の

は
、
真
の
知
覚
で
は
な
く
、
因
襲
的
独
断
で
あ
っ
て
、
画
家
の
知
覚
が
真
に
純

粋
な
知
覚
で
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
も
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
一
説
な
ど
は
、
多
少
語
彙
を
変
え
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
小
林
秀

雄
が
言
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
内
容
で
あ
る
。

ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
認
識
力
で
あ
る
「
直
観
」
に
つ
い
て
西
田
幾
多

郎
は
、
「
物
を
内
か
ら
見
る
の
で
あ
る
、
着
眼
点
な
ど
は
少
し
も
な
い
、
物
自

身
に
な
っ
て
見
る
の
で
あ
る
、
即
ち
直
観
で
あ
る
」
　
（
r
思
索
と
体
験
」
）
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
宣
長
が
語
っ
た
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い

う
の
は
、
「
そ
の
ま
、
分
裂
を
知
ら
ず
、
観
点
を
設
け
ぬ
、
全
的
な
認
識
力
で

あ
る
筈
だ
」
（
第
十
四
章
）
と
い
う
よ
う
な
、
r
本
居
宣
長
」
の
言
葉
に
そ
の
ま

ま
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
r
本

居
宣
長
」
　
に
は
、
「
「
さ
か
し
だ
ち
て
物
を
説
く
」
人
は
、
（
略
）
物
を
避
け
、

ひ
た
す
ら
物
と
物
と
の
関
係
を
目
指
す
」
が
、
「
し
か
し
、
物
を
説
く
為
の
、

物
に
つ
い
て
の
勝
手
な
処
理
と
い
ふ
知
性
の
巧
み
が
行
は
れ
る
、
ず
つ
と
以
前

か
ら
、
物
に
直
か
に
行
く
道
を
、
誰
も
歩
い
て
ゐ
る
の
は
、
疑
ひ
や
う
の
な
い

と
こ
ろ
だ
」
（
第
三
十
九
章
）
と
あ
る
。
こ
れ
も
、
「
芸
術
は
物
を
統
一
の
方
面
よ

り
見
、
知
識
は
物
を
他
と
の
関
係
の
上
か
ら
見
る
と
い
ふ
が
、
物
を
他
と
の
関



係
よ
り
い
ふ
に
は
す
で
に
其
根
底
に
於
て
統
一
的
見
方
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
、

と
い
う
西
田
幾
多
郎
の
冒
心
索
と
体
験
」
　
の
一
節
に
通
じ
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
幾
多
郎
は
、
小
林
秀
雄
と
似
通
っ
た
発
想
の
言
葉
を
多
く

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
齢
は
西
田
幾
多
郎
の
方
が
上
で
あ
る
か
ら
、
小
林

秀
雄
の
方
が
西
田
幾
多
郎
、
す
な
わ
ち
主
知
主
義
や
合
理
主
義
を
超
え
た
「
生
」

や
「
直
接
経
験
」
に
思
想
の
拠
点
を
置
い
て
い
る
西
田
幾
多
郎
と
似
通
っ
た
発

想
を
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
小
林
秀
雄
は
と

り
わ
け
そ
の
初
期
に
お
い
て
、
大
正
期
の
代
表
的
思
想
家
で
あ
る
西
田
幾
多
郎

が
語
っ
た
思
想
の
、
そ
の
問
題
圏
に
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
思

想
は
一
人
西
田
幾
多
郎
の
み
が
語
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
正
期
の
知
識
人
た
ち

の
共
有
の
思
想
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
自
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

三

小
林
秀
雄
が
自
意
識
の
問
題
か
ら
文
学
者
た
る
「
宿
命
の
理
論
」
を
生
み
出

し
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
西
田
幾
多
郎
は
そ
れ
と
は

違
っ
た
方
向
に
出
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
と
は
、
r
善
の
研
究
」
　
の

よ
う
な
人
格
修
養
的
な
要
素
の
あ
る
、
一
種
の
人
生
哲
学
か
ら
　
－
　
す
な
わ

ち
、
「
直
接
経
験
」
に
基
づ
い
て
我
々
は
自
己
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

「
善
と
は
自
己
の
発
展
完
成
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
人
生
哲
学
か
ら
、
世
界

の
存
在
構
造
を
論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
哲
学
へ
と
向
か
う
方
向
で
あ
る
。

そ
の
哲
学
が
い
わ
ゆ
る
西
田
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
r
善
の
研
究
」

は
ま
だ
西
田
哲
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
と
は
、
「
一
般
者
」

や
「
述
語
論
理
」
や
、
さ
ら
に
は
「
場
所
」
と
い
っ
た
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ
て
く
る
哲
学
で
あ
る
。

大
正
二
年
か
ら
六
年
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
　
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反

省
し
　
（
大
正
六
刊
）
　
は
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
「
思
索
に
於
け
る
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
現
今
の
カ
ン
ト
学
派
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
を

探
き
根
底
か
ら
結
合
す
る
こ
と
」
を
一
つ
の
目
的
と
し
た
著
作
で
あ
っ
た
。
r
善

の
研
究
j
や
「
思
索
と
体
験
」
は
、
ま
だ
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
枠
組
み
で
の
思
索

が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
超
え
る
、
あ
る
い
は
そ
の
枠
組
み
を

は
み
出
る
思
索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

r
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
j
で
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
覚
に
於
て
は
、
自
己
が
自
巳
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、

之
を
反
省
す
る
と
共
に
、
か
く
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
直
に
自
己
発
展
の
作

用
で
あ
る
、
か
く
し
て
無
限
に
進
む
の
で
あ
る
」
、
と
。
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の

言
葉
を
絡
め
て
言
う
と
、
「
自
己
」
す
な
わ
ち
自
意
識
が
、
「
自
己
の
作
用
」
す

な
わ
ち
意
識
を
「
反
省
」
す
る
、
そ
し
て
そ
の
「
反
省
」
は
「
無
限
」
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
意
識
を
意
識
す
る
、
そ
の
意
識
す
る
意
識
を

ま
た
意
識
す
る
と
い
う
過
程
は
　
「
無
限
」
　
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
自

覚
」
に
つ
い
て
は
「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
　
（
昭
二
）
　
で
端
的
に
、
「
自
覚
は
い

は
ゆ
る
主
観
の
主
観
、
い
は
ゆ
る
意
識
の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
、
と
述



ベ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
は
こ
の
よ
う
な
意
識
を
意

識
す
る
過
程
か
ら
「
宿
命
の
理
論
」
に
到
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
西
田
幾

多
郎
は
r
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

自
覚
に
於
て
、
第
一
の
自
己
と
、
之
を
反
省
す
る
第
二
の
自
巳
と
同
一

で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
心
理
学
者
の
考
へ
る
や
う
に
、
こ
の
二
つ
の
も
の

を
両
な
が
ら
思
惟
の
対
象
と
し
て
見
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
同
一
で
あ

る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
考
へ
ら
れ
る
自
己
が
、
直
に
考
へ
る
自
己
共
著

に
同
一
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
、
自
己
の
超
越
的
同
一
を
意
識
す
る
の

で
あ
る
。

（
略
）
我
々
が
我
々
の
自
己
を
意
識
す
る
と
い
ふ
に
は
、
考
へ
る
自
己

と
、
考
へ
ら
れ
る
自
己
と
を
区
別
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
併
し
斯
く

す
る
に
は
、
そ
の
考
へ
る
自
己
が
更
に
考
へ
る
自
己
の
対
象
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
斯
く
し
て
無
限
に
到
っ
て
、
遂
に
自
覚
と
い
ふ
こ
と
を
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
併
し
自
覚
と
い
ふ
事
実
が
あ
る
、
そ
れ
で
自
覚

に
於
て
は
主
観
と
客
観
と
が
合
一
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
が
即

ち
直
観
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
西
田
幾
多
郎
も
、
「
第
一
の
自
己
」
と
　
「
之
を
反
省
す
る
第
二

の
自
己
」
　
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
意
識
と
そ
れ
を
意
識
す
る
自
意
識
の
問
題
を

考
え
て
い
た
。
後
半
の
引
用
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
考
へ
る
自
己
と
、
考
へ
ら

れ
る
自
己
」
の
問
題
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
の
言
う
よ
う
に
、
「
そ
の
考
へ
る

自
己
が
更
に
考
へ
る
自
己
の
対
象
」
と
な
る
か
ら
、
そ
の
　
「
反
省
」
作
用
は

「
斯
く
し
て
無
限
に
到
」
る
で
あ
ろ
う
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
反
省
」
作
用
あ
る
い
は
「
自
覚
」
作
用
に
よ
っ
て
自
己
が
分
裂
す
る
も
の
と

し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
考
へ
ら
れ
る
自
己
が
、

直
に
考
へ
る
自
己
其
者
に
同
一
で
あ
る
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
「
考
へ
る
自
己
其
者
」
は
対
象

化
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
現
実
に
意
識
す
る
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
省
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
で

あ
る
」
　
（
「
直
接
に
与
へ
ら
れ
る
も
の
」
大
正
一
二
）
、
と
。
西
田
幾
多
郎
は
こ

う
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
斯
く
し
て
無
限
に
到
っ
て
、
遂
に
自
覚
と
い

ふ
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
併
し
自
覚
と
い
ふ
事
実
が
あ
る
」
、
と
。

要
す
る
に
、
「
考
へ
る
自
己
其
者
」
、
す
な
わ
ち
意
識
の
「
反
省
」
作
用
そ
れ

自
体
は
、
決
し
て
対
象
化
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
作
用

が
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
、
「
自
覚
と
い
ふ
事
実
が
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
意
識
の
一
々
の
根
抵
に
は
到
底
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
戎
物
が
あ
る
」
　
の
で
あ
っ
て
、
「
真
の
主
観
は
反
省
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
客
観
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
即
ち
意
識
の
構
成
的
統
一
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
　
（
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
）
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
は
主
観
的
に
い
へ
ば
対
象

化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
で
あ
り
、
客
観
的
に
い
へ
ば
反
省
し
尽
く
す
こ



と
の
で
き
な
い
直
接
の
所
与
で
あ
る
」
　
（
「
直
接
に
与
へ
ら
れ
る
も
の
」
）
、
と
。

対
象
化
し
て
客
観
化
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
「
或
物
」
と
し

て
「
直
接
の
所
与
」
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
意
識
現
象
が
成
り

立
っ
て
い
る
以
上
、
「
意
識
の
構
成
的
統
一
作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
」
が
在
る

と
し
て
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
西
田
幾
多
郎
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
や
が
て
西
田
幾
多
郎
は
、
そ
の
「
直
接
の
所
与
」
で
あ
る
「
或
物
」
を
、

西
田
哲
学
の
鍵
概
念
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
「
場
所
」
と
し
て
、
さ
ら
に
は

「
述
語
」
と
し
て
　
－
　
主
語
に
対
す
る
述
語
で
あ
る
　
－
　
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
「
我
と
は
　
（
略
）
一
つ
の
点
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
円
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
物
で
は
な
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
我
が
我
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
述
語
が
主
語
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
　
（
「
場
所
」
大
正
一

五
）
、
と
。
西
田
幾
多
郎
は
、
こ
の
「
場
所
」
、
あ
る
い
は
「
述
語
」
と
し
て
の

「
我
」
を
鏡
の
比
喩
に
よ
っ
て
も
説
明
し
て
い
て
、
「
述
語
的
な
る
も
の
が
映
す

鏡
で
あ
り
、
見
る
眼
で
あ
る
」
　
（
「
場
所
」
大
正
一
五
）
、
と
い
う
ふ
う
に
語
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
鏡
」
で
あ
り
「
述
語
」
で
あ
る
「
我
」
、
あ
る
い
は
「
意
識
的
自

己
を
超
越
し
た
自
己
」
は
、
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
固
定
化
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
私
は
何
々
で
あ
る
」
と
考
え

る
時
の
　
「
私
」
は
、
す
で
に
意
識
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
い
る

自
己
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
自
己
を
考
え
て
い
る
「
場
所
」
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
意
識
せ
ら
れ
た
意
識
で
あ
っ
て

ほ
な
ら
ぬ
。
意
識
を
意
識
す
る
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
「
叡
知
的
世

界
」
昭
和
三
）
、
と
も
西
田
幾
多
郎
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
西
田
幾
多
郎
の
考

え
方
に
つ
い
て
、
大
橋
良
介
は
r
西
田
哲
学
の
世
界
二
筑
摩
書
房
、
一
九
九

五
）
　
で
、
次
の
よ
う
に
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。

述
語
と
は
、
対
象
と
し
て
の
主
語
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

根
底
に
、
い
か
に
し
て
も
対
象
化
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
意
識
作
用
そ
の

も
の
が
あ
る
。
こ
の
意
識
作
用
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
　
「
意
識
す
る
意

識
」
が
、
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
考
え
ら
れ
た
の

（7）

で
あ
る
。

あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

（
略
）
西
田
が
そ
の
「
場
所
論
的
転
回
」
に
お
い
て
、
な
い
し
そ
れ
に

至
る
ま
で
に
執
拗
に
追
求
し
た
問
題
は
、
「
自
覚
」
で
あ
っ
た
。
彼
に
お

け
る
自
覚
と
は
、
「
意
識
さ
れ
た
も
の
」
に
対
す
る
「
意
識
す
る
意
識
」

で
あ
り
、
「
ノ
エ
マ
」
に
対
す
る
「
ノ
エ
シ
ス
」
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も

「
対
象
」
と
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の
「
自
己
」
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

四

さ
て
、
「
意
識
を
意
識
す
る
意
識
」
が
、
小
林
秀
雄
に
と
っ
て
の
自
意
識
で

あ
り
、
そ
の
「
意
識
を
意
識
す
る
意
識
」
　
の
問
題
か
ら
文
学
者
た
る
「
宿
命
の

理
論
」
を
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
繰
り
返
し

述
べ
た
。
同
じ
よ
う
な
問
題
を
考
察
し
な
が
ら
も
、
西
田
幾
多
郎
は
「
場
所
」



あ
る
い
は
「
述
語
」
と
し
て
の
「
我
」
の
「
自
覚
」
と
い
う
哲
学
を
編
み
出
し

た
。
お
そ
ら
く
、
西
田
幾
多
郎
か
ら
す
れ
ば
、
小
林
秀
雄
の
自
意
識
の
理
論

は
、
「
意
識
を
意
識
す
る
意
識
」
を
間
違
っ
た
や
り
方
で
考
え
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
意
識
を
意
識

す
る
意
識
」
は
決
し
て
「
意
識
せ
ら
れ
た
意
識
」
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
の

に
、
そ
う
捉
え
よ
う
と
し
て
結
局
は
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
「
宿
命
」
と
い

う
観
念
に
寄
り
鎚
っ
た
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
、
小
林
秀
雄
の
側

か
ら
も
反
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
場
所
」
だ
と
か
「
述
語
」
だ
と
か
の
考
え

で
、
「
意
識
を
意
識
す
る
意
識
」
の
問
題
を
整
理
し
た
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
「
そ
う
い

う
も
の
だ
」
と
整
理
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
文
学
に
こ
だ
わ
ざ
る
を
得
な

い
自
分
が
生
き
て
い
く
問
題
に
何
ら
か
の
指
針
で
も
与
え
て
く
れ
る
の
か
、
と
。

こ
の
よ
う
に
両
者
の
間
に
は
、
思
考
の
筋
道
と
そ
の
行
き
着
い
た
先
に
は
相

違
点
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
直
接
経
験
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
は
極

め
て
類
似
し
た
点
が
あ
り
、
ま
た
「
意
識
を
意
識
す
る
意
識
」
問
題
に
お
い
て

も
両
者
は
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
思
想
界
も
し
く
は
文

学
界
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
と
い
う
こ
と
で
言
う
な
ら
、
小
林
秀
雄
は
西
田
幾
多
郎
よ

り
も
約
二
〇
年
近
く
遅
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
林

秀
雄
は
西
田
幾
多
郎
的
な
問
題
圏
で
文
学
的
な
出
発
を
し
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
が
西
田
幾
多

郎
と
だ
け
で
は
な
く
、
和
辻
哲
郎
の
思
想
と
も
共
通
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
、
西
田
幾
多
郎
の
思
想
も
大
正
期
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で

あ
っ
た
、
と
す
れ
ば
、
小
林
秀
雄
の
批
評
は
ま
さ
に
大
正
期
の
思
想
の
問
題
圏

か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

興
味
深
い
の
は
、
昭
和
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
お
い
て
、
小
林
秀
雄
は
和
辻
哲

郎
や
西
田
幾
多
郎
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
危
う
い
言
説
を
語
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
小
林
秀
雄
は
、
と
く
に
西
田
幾
多
郎
と
彼
の
門
下
生

た
ち
を
含
め
た
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
と
、
歴
史
論
に
お
い
て

似
通
っ
た
論
理
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
主
義
的
な
発
想
に
お
い
て
共

通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（8）
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
和
辻
哲
郎
や
西
田
幾

多
郎
と
小
林
秀
雄
は
、
そ
の
哲
学
や
文
学
の
領
域
で
の
す
ぐ
れ
た
業
績
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
社
会
や
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
は
稚
拙
で
あ
っ

た
と
言
え
る
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
和
辻
哲

郎
に
関
し
て
言
う
な
ら
、
彼
は
昭
和
初
期
あ
た
り
か
ら
、
人
格
と
は
個
人
の
内

奥
の
意
識
で
は
な
く
、
外
に
見
え
る
ペ
ル
ソ
ナ
の
こ
と
で
あ
り
、
大
切
な
の
は

形
や
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
す
。
小
林
秀
雄
も
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
語
り
出
す
が
、
こ
う
い
う
事
例
を
考
え
る
と
、
大
正
期
の
い
わ
ば
ノ
ン
・
ポ

リ
テ
ィ
カ
ル
な
教
養
主
義
は
、
政
治
化
す
る
と
低
級
な
保
守
主
義
に
な
る
と
い

う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

ノ
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
教
養
主
義
と
低
級
な
保
守
主
義
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
も
っ
と
事
例
を
増
や
し
て
考
察
し
て
み
な
い
と
、
そ
の
繋
が
り
が
言
え

る
か
ど
う
か
は
わ
か
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
大
正
期
の
思
想
の
在
り
方
は
、
昭

10



和
期
に
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
小
林
秀

雄
の
歩
み
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

注（
1
）
和
辻
哲
郎
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、
r
和
辻
哲
郎
全
集
」
全
二
〇
巻
（
岩
波
昏
店
、
一

九
六
一
～
一
九
六
三
）
　
に
よ
る
。

（
2
）
渡
辺
利
夫
r
神
経
症
の
時
代
　
わ
が
内
な
る
森
田
正
馬
」
　
（
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一

九
九
六
）
参
照
。

（
3
）
小
林
秀
雄
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、
r
小
林
秀
雄
全
集
」
全
一
六
巻
（
新
潮
社
、
二
〇

〇
一
～
二
〇
〇
二
）
　
に
よ
る
。

（
4
）
拙
論
「
小
林
秀
雄
r
宿
命
の
理
論
J
」
　
（
「
国
文
学
致
」
第
九
五
号
、
一
九
八
二
・
九
）

参
照
。

（
5
）
西
田
幾
多
郎
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、
r
西
田
幾
多
郎
全
集
」
全
一
九
巻
（
岩
波
昏

店
、
一
九
八
七
～
一
九
八
九
）
　
に
よ
る
。

（
6
）
山
口
昌
男
「
小
林
秀
雄
r
本
居
宣
長
」
を
読
む
」
　
（
「
中
央
公
論
」
、
一
九
七
八
二
〇
、

亀
井
秀
雄
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
方
法
の
彼
方
を
目
指
し
て
ー
r
本
居
宣
長
」
　
に
お
け

る
身
心
相
関
諭
的
な
直
観
の
場
合
」
（
「
国
文
学
」
、
一
九
八
〇
二
一
）
、
郡
司
勝
義
「
小

林
秀
雄
の
忠
ひ
出
　
そ
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
九
三
）
、
お
よ

び
拙
論
「
小
林
秀
雄
r
本
居
宣
長
」
試
論
」
　
（
「
文
教
国
文
学
」
第
一
六
号
、
一
九
八

五
・
一
）
　
を
参
照
。

（
7
）
大
橋
良
介
「
西
田
哲
学
の
世
界
」
　
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
）
。

（
8
）
拙
論
「
小
林
秀
雄
と
京
都
学
派
－
昭
和
十
年
代
の
歴
史
論
の
帰
趨
－
」
（
「
国
文
学
致
」

第
一
〇
八
・
一
〇
九
合
併
号
、
一
九
八
六
・
三
）
参
照
。

【
付
記
］

本
稿
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
に
開
か
れ
た
広
島
近
代
文
学
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
棺
林
況
二
氏
と
樫
原
修
氏
か
ら
貴
重

な
意
見
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

－
あ
や
め
　
ひ
ろ
は
る
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
－




