
《
書
評
》

藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
（
岩
波
新

書
）
が
二
○
○
七
年
三
月
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
書
を
開
い
て
、
私

た
ち
読
者
に
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、
人
名
に
ふ
り
が

な
が
付
け
て
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
西
田
の
恩
師
で

と
き
ゆ
き

あ
る
北
条
時
敬
に
時
敬
と
ル
ビ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、

い
や
私
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
今
ま
で
西
田
幾
多
郎
の
書
物
や
そ
の

関
連
書
で
こ
の
字
が
出
る
と
「
ほ
う
じ
ょ
う
じ
け
い
」
と
音
読
み

で
読
み
飛
ば
し
て
き
た
。
音
読
み
で
読
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
漢
字
が

頭
の
中
を
素
通
り
し
て
そ
れ
で
す
ま
せ
て
き
た
。
元
来
日
本
の
人

名
は
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
音
読
み
で
読
め
ば
よ
い
と
誰

藤
田
正
勝
著

『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

一

評
者
高
坂
史
朗

は
じ
め

き
よ
し

か
に
習
っ
た
。
田
辺
元
は
「
た
な
く
げ
ん
」
三
木
清
は
「
み
き
せ
い
」

で
も
良
い
と
さ
れ
て
き
た
。
佐
久
間
象
山
は
い
ま
だ
に
「
ぞ
う
ざ
ん
」

と
「
し
よ
う
ざ
ん
」
の
論
争
が
あ
る
そ
う
だ
。
藤
田
は
丁
寧
に
ふ

り
が
な
を
ふ
っ
て
ゆ
く
。
読
者
に
配
慮
し
た
丁
寧
さ
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
こ
の
著
者
の
こ
の
本
に
対
す
る
執
筆
態
度
を
如
実
に
表
し

て
い
る
。
藤
田
は
「
ほ
う
じ
ょ
う
じ
け
い
」
と
読
み
飛
ば
す
態
度

を
拒
否
し
て
い
る
。
正
し
く
読
む
べ
き
だ
。
正
し
く
読
ま
な
い
と

い
け
な
い
、
と
私
た
ち
に
告
げ
る
。
そ
の
こ
と
は
難
解
で
も
っ
て

知
ら
れ
る
西
田
の
哲
学
用
語
・
術
語
に
対
し
て
も
、
同
一
の
態
度

を
取
る
こ
と
、
あ
る
い
は
取
る
べ
し
と
宣
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

哲
学
と
い
う
作
業
は
実
在
世
界
を
概
念
化
す
る
作
業
で
あ
る
と
と

も
に
、
概
念
が
そ
の
実
在
世
界
を
開
い
て
ゆ
く
。
実
在
の
世
界
を

よ
り
深
め
て
見
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
表
現
は
難
解
な

も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
西
田
の
用
語
に
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
世
界
は
一
方
で
無
限
な
弁

証
法
的
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
そ
の
内
容
が
つ
ね

に
一
つ
の
全
体
と
し
て
、
同
時
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
論
理
的
な
構
造
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
「
絶

一
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対
矛
盾
的
自
己
同
ご
と
い
う
表
現
が
も
っ
と
も
端
的
に
言
い
表

し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
現
実
を
表
現
す
る
「
論
理
」

で
あ
る
故
に
、
西
田
も
含
め
て
つ
ぎ
に
使
う
者
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
そ
の
ま
ま
実
在
の
世
界
の
様
相
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
使

用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
術
語
」
で
あ
ろ
う
。
西

田
に
続
く
者
は
そ
の
表
現
を
使
っ
て
よ
り
実
在
の
リ
ア
ル
な
世
界

を
よ
り
深
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
意
図
で
使
用

す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
論
理
」
の
抽
象
性
か
ら
、
と
も
す

れ
ば
言
葉
が
実
体
を
離
れ
て
ゆ
く
。
す
る
と
の
ち
の
使
用
は
、
い

わ
ば
西
田
哲
学
の
権
威
を
借
り
た
も
の
と
な
る
。
「
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
ご
や
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
い
う
西
田
の
言
葉
が
、
た

と
え
て
い
え
ば
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
い
う
お
経
に
な
っ

て
ゆ
く
。
お
経
は
中
身
が
分
か
ら
な
く
て
も
音
読
み
で
読
経
す
れ

ば
そ
れ
だ
け
で
あ
り
が
た
い
も
の
と
な
る
。
の
ち
の
使
用
者
は
西

田
哲
学
の
難
解
な
「
術
語
」
を
称
え
て
お
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
分
か
っ

た
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
藤
田
は
そ
う
い
う
あ

り
方
を
徹
底
的
に
退
け
て
い
る
。
西
田
の
難
解
な
言
葉
に
、
そ
こ

に
立
ち
止
ま
っ
て
読
み
砕
い
て
、
正
し
く
解
釈
し
て
議
論
を
進
め

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

て
ゆ
く
。
西
田
の
テ
ク
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
で
き
る
だ
け
事

柄
そ
の
も
の
に
立
ち
返
っ
て
、
考
え
直
し
そ
の
上
で
文
章
を
綴
ろ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
世
界
が
そ
こ
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
「
現
在
」
は
、
過
去
や
未
来
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単

な
る
現
在
、
弁
証
法
的
な
歴
史
の
一
地
点
で
は
な
く
、
そ
の

な
か
に
は
無
限
の
過
去
と
未
来
が
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
が
も
つ
意
味
が
同
時
存
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

が
現
在
の
具
体
的
な
中
身
と
な
り
、
現
在
を
形
作
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
（
中
略
）

過
去
や
未
来
が
、
あ
る
い
は
そ
の
な
か
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま

な
意
味
や
課
題
・
傾
向
が
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
同
時
に
現
在
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
内
包
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
時
代
は
つ
ね
に
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
「
自
己
矛
盾
」
を
含
み
、
そ
の
故
に
「
自
己
自
身
の

中
か
ら
自
己
自
身
を
越
え
て
行
く
」
の
で
あ
る
。
（
同
書
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さ
て
藤
田
は
こ
の
書
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
構
成
で
叙
述
し
て

い
る
。

序
章
生
き
る
こ
と
と
哲
学

第
一
章
西
田
幾
多
郎
と
い
う
人
ｌ
悲
哀
を
貫
く
意
志
’

第
二
章
根
源
に
向
か
っ
て
ｌ
純
粋
経
験
’

第
三
章
生
命
の
表
現
ｌ
芸
術
’

第
四
章
論
理
化
を
め
ざ
し
て
ｌ
場
所
’

第
五
章
批
判
を
超
え
て
Ｉ
世
界
と
歴
史
’

第
六
章
具
体
性
の
思
索
ｌ
行
為
と
身
体
’

第
七
章
真
の
自
己
へ
ｌ
宗
教
’

第
八
章
東
洋
と
西
洋
の
は
ざ
ま
ｌ
新
た
な
創
造
に
向
か
っ
て
ｌ

終
章
西
田
哲
学
の
位
憧
と
可
能
性

通
常
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
解
説
す
る
場
合
、
西
田
哲
学
の

時
代
的
区
分
と
し
て
『
善
の
研
究
』
の
「
純
粋
経
験
」
を
出
発
点

一
二
○
’
一
二
一
頁
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

二

に
「
自
覚
の
立
場
」
「
場
所
の
立
場
」
「
弁
証
法
的
世
界
の
立
場
」
「
矛

盾
的
自
己
同
一
の
立
場
」
と
い
っ
た
西
田
の
哲
学
的
な
術
語
を
そ

の
区
分
の
形
容
に
使
用
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田

の
生
涯
と
哲
学
的
思
索
が
、
時
代
と
と
も
に
発
展
・
変
遷
す
る
こ

と
を
示
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
四
十
四
年
に
出
版
さ
れ

た
『
善
の
研
究
』
は
明
治
維
新
以
来
の
近
代
日
本
（
哲
学
・
国
家
）

の
完
成
と
し
て
、
続
く
「
自
覚
の
立
場
」
が
大
正
教
養
主
義
の
人

格
主
義
的
思
想
を
開
い
て
ゆ
き
、
ま
た
、
「
弁
証
法
的
世
界
の
立
場
」

と
い
う
時
代
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
隆
盛
と
い
う
時
代
の
意
識

に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
、
あ
る
い
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や

危
機
神
学
の
弁
証
法
の
立
場
を
視
野
に
入
れ
て
、
西
田
は
「
絶
対

無
の
弁
証
法
」
を
打
ち
出
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
西

洋
哲
学
史
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

藤
田
の
こ
の
章
立
て
は
、
そ
う
い
っ
た
年
表
の
よ
う
に
右
か
ら
左

へ
流
れ
る
時
間
上
の
横
線
で
は
な
く
、
根
源
的
な
生
命
を
縦
に
あ

る
い
は
底
に
、
い
わ
ば
泉
の
源
を
捜
し
求
め
る
よ
う
に
方
向
付
け

な
が
ら
、
生
命
、
経
験
、
芸
術
、
論
理
、
世
界
・
歴
史
、
身
体
そ

し
て
宗
教
へ
と
重
層
に
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
見
て

一
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ゆ
こ
う
。

「
序
章
生
き
る
こ
と
と
哲
学
」
の
タ
イ
ト
ル
は
こ
の
書
自
身
の

副
題
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
の
叙
述
の
方
針
を

示
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
藤
田
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
生

き
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
哲
学
」
と
が
相
互
に
相
即
的
に
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
を
こ
の
書
の
終
り
（
第
八
章
）
ま
で
一
貫
し
て
語
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
西
田
の
「
生
」
の
随

筆
と
「
哲
学
」
論
文
の
相
互
の
往
復
的
引
用
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
章
で
は
「
私
は
内
的
生
命
の
知
的
自
覚
を
哲
学

の
立
場
と
考
え
る
」
（
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
）
と
い
う
哲
学
的

よ
ろ
こ
び
う
れ
ひ

主
題
を
掲
げ
つ
つ
、
「
わ
が
心
深
き
底
あ
り
喜
も
憂
の
波
も
と
茸
か

じ
と
思
ふ
」
と
い
う
西
田
の
短
歌
で
生
き
方
を
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
実
際
、
私
た
ち
が
西
田
幾
多
郎
全
集
を
ひ
も
と
い
た
と
き
、

一
方
で
は
西
田
の
哲
学
論
文
の
岩
盤
の
よ
う
な
と
て
つ
も
な
い
難

解
さ
と
、
そ
れ
と
く
ら
べ
て
、
他
方
『
思
索
と
体
験
』
『
続
思
索
と

体
験
』
な
ど
の
収
め
ら
れ
た
随
筆
の
文
章
に
、
一
種
秋
の
涼
風
の

よ
う
な
清
々
し
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
「
或
教
授
退
職
の
辞
」
な

ど
を
読
む
と
、
西
田
幾
多
郎
の
随
筆
家
と
し
て
の
文
章
の
能
力
の

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
１
１
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

並
々
な
ら
ぬ
力
量
に
感
嘆
す
る
の
で
あ
り
、
短
歌
と
い
う
形
式
で

語
ら
れ
る
心
の
奥
底
の
心
情
を
し
み
じ
み
感
じ
入
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
改
め
て
哲
学
論
文
の
晦
渋
な
文
章

と
の
乖
離
に
戸
惑
う
の
で
あ
る
。
藤
田
は
こ
の
生
き
る
随
想
と
哲

学
の
二
種
の
文
体
を
相
即
さ
せ
な
が
ら
、
ま
た
接
合
さ
せ
な
が
ら

語
っ
て
ゆ
く
。

「
第
一
章
西
田
幾
多
郎
と
い
う
人
ｌ
悲
哀
を
貫
く
意
志
ｌ
」
で

は
絶
筆
と
な
っ
た
「
私
の
論
理
に
つ
い
て
」
を
当
初
か
ら
掲
げ
て

い
る
。
彼
の
学
者
と
し
て
の
人
生
は
「
体
系
の
構
成
を
目
的
」
と

す
る
哲
学
の
「
論
理
」
を
模
索
し
つ
つ
最
後
ま
で
「
学
界
か
ら
は

理
解
せ
ら
れ
な
い
。
否
未
だ
一
顧
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い

う
感
慨
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の

西
田
の
苦
闘
、
そ
れ
を
自
ら
「
虚
幻
の
泡
」
と
表
現
す
る
。
彼
の

生
涯
の
悲
哀
と
は
た
だ
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
悲
し
み
で
は
な
く
、

世
間
の
名
声
と
家
庭
の
不
幸
、
生
と
死
に
引
き
裂
か
れ
て
、
な
お

そ
れ
に
向
き
合
う
哲
学
的
悲
哀
な
の
で
あ
る
。

「
第
二
章
根
源
に
向
か
っ
て
ｌ
純
粋
経
験
ｌ
」
は
出
立
点
で
あ

る
『
善
の
研
究
』
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
経
験
の
立
場
を
ベ
ル

一
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ク
ソ
ン
の
直
観
へ
方
向
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
日
常
の
経
験
が
「
生

命
の
表
現
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
第
三
章
生
命
の

表
現
Ｉ
芸
術
ｌ
」
が
語
ら
れ
る
。
し
か
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術

理
論
を
通
し
て
、
実
在
が
そ
れ
自
身
の
中
に
発
展
の
動
力
を
持
ち

自
己
展
開
す
る
「
創
造
的
体
系
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

「
第
四
章
論
理
化
を
め
ざ
し
て
ｌ
場
所
ｌ
」

論
理
と
い
う
の
は
反
省
の
形
式
で
あ
り
、
知
の
成
立
す
る
場
所
で

あ
る
。
そ
の
場
所
す
な
わ
ち
自
己
に
お
い
て
知
は
成
立
す
る
。
知

は
自
己
に
お
い
て
成
立
す
る
と
と
も
に
そ
の
自
己
を
も
知
と
し
て

捉
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
知
を
包
ん
で
自
己
は
成
立
す
る

以
上
、
そ
の
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
知
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
、
反

省
し
尽
く
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
反
省
し
尽
く

す
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
を
も
論
理
の
俎
上
へ
乗
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
西
田
は
「
場
所
」
と
呼
ん
だ
。

西
周
が
ｇ
言
い
呂
冨
を
「
哲
学
」
と
翻
訳
し
て
以
来
、
近
代
日
本

の
哲
学
者
た
ち
は
論
理
が
真
理
を
導
く
形
式
で
あ
る
と
考
え
、
ま

た
そ
の
論
理
形
式
に
よ
っ
て
実
在
世
界
の
体
系
が
表
せ
る
と
考
え

た
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
儒
教
（
聖
人
の
教
え
）
」
と
は
異
な
る
「
哲
学
」

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

原
理
を
考
え
、
自
ら
思
索
す
る
営
み
を
模
索
し
た
。
西
田
も
そ
の

よ
う
に
考
え
た
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
実
在
の
世
界
が

西
洋
哲
学
者
た
ち
が
考
え
る
知
的
判
断
形
式
に
基
づ
く
も
の
と
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
実
在
は
そ
の
よ
う
な
判
断
論

理
の
形
式
で
主
体
と
切
り
離
さ
れ
た
対
象
と
し
て
現
れ
る
よ
り
先

に
、
経
験
と
一
つ
に
な
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
判
断
を
成
り
立
た
せ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
田
の
「
場
所
」

の
も
つ
意
味
を
、
藤
田
は
哲
学
の
歴
史
と
い
う
広
い
視
野
の
中
に

お
い
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
し
て
い
る
。

自
己
を
「
場
所
」
と
し
て
捉
え
る
西
田
の
思
想
は
、
い
ま
述

べ
た
よ
う
な
近
代
の
人
間
観
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
仕
方

で
人
間
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
認
識
し
、
行
為
す
る
こ
と
は
、
事
柄
の

基
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
場
所
」
の
な
か
で
生
起
す
る
一

つ
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
西
田
の
場
所
論
は
、
近
代
的
な
人
間
観
を
根

底
か
ら
問
い
直
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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「
第
五
章
批
判
を
超
え
て
ｌ
世
界
と
歴
史
ｌ
」
と
い
う
表
題
の

言
葉
の
順
序
は
、
こ
の
書
の
執
筆
の
方
針
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

多
く
の
西
田
哲
学
の
解
説
書
は
、
こ
の
頃
の
西
田
の
時
代
を
表
現

す
る
場
合
、
藤
田
が
副
題
と
し
て
掲
げ
た
「
世
界
と
歴
史
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
す
る
。
「
弁
証
法
的
世
界
の
立
場
」
（
高
坂

正
顕
）
「
歴
史
的
創
造
の
倫
理
」
（
柳
田
謙
十
郎
）
「
表
現
的
世
界
」

（
中
村
雄
二
郎
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
田
の
哲
学
を
日
本
の
思

想
史
に
位
置
づ
け
、
西
周
か
ら
始
ま
る
近
代
日
本
の
哲
学
史
の
一

つ
の
完
成
と
し
て
西
田
哲
学
を
意
義
づ
け
る
あ
り
方
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
象
徴
的
な
意
味
で
も
明
治
元
年
（
実
際
に
は
三
年
）

に
生
ま
れ
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
生
き
抜
き
、
奇
し
く
も
昭
和

さ
ら
に
言
え
ば
、
西
田
が
場
所
を
「
無
」
と
言
い
表
す
と
き
、

そ
れ
は
、
つ
ね
に
「
存
在
」
を
中
心
に
置
い
て
考
察
し
て
き

た
西
洋
の
哲
学
そ
の
も
の
を
見
直
す
と
い
う
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
（
同
書
一
○
○
頁
）

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

三

二
十
年
の
近
代
日
本
、
な
い
し
は
大
日
本
帝
国
の
瓦
解
を
前
に
死

を
迎
え
た
西
田
の
哲
学
の
有
り
様
の
吟
味
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
時
期
、
昭
和
の
初
年
は
西
田
の
場
所
の
論
理
が
「
世
界
」
に
対

し
て
「
歴
史
」
に
対
し
て
ど
う
意
義
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
近
代

日
本
の
哲
学
的
完
成
の
時
代
で
も
あ
る
。
そ
し
て
日
本
が
世
界
史

的
に
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤

田
は
そ
う
い
っ
た
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
近
代
日
本
思
想
史
上
に

位
置
づ
け
た
り
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
対
化
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
藤
田
は
あ
く
ま
で
西
田
の

「
生
き
る
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
時
期
に
、
西
田
へ
向
け

ら
れ
た
哲
学
へ
の
批
判
的
言
辞
を
西
田
が
ど
う
受
け
止
め
ど
う
克

服
し
よ
う
と
す
る
か
と
い
う
面
を
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。

「
第
六
章
具
体
性
の
思
索
Ｉ
行
為
と
身
体
ｌ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
西
田
哲
学
」
に
対
す
る
当
時
の
批
判
は
、
確
立
さ
れ
た
「
場
所
」

の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
見
る
も
の
」
（
直
観
）
の
立
場
か
ら
は
行
為
、

あ
る
い
は
歴
史
的
・
社
会
的
実
践
の
立
場
が
出
て
こ
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

こ
の
章
の
結
論
部
分
を
引
用
し
よ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
行
為
な
り
身
体
と
い
う
提
出
の
さ
れ
方
そ
の
も
の

が
、
認
識
や
直
観
あ
る
い
は
心
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
措
定
さ

れ
た
も
の
で
、
藤
田
の
い
う
近
代
の
人
間
観
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

主
体
と
客
体
に
応
じ
た
対
象
的
認
識
で
あ
り
、
西
田
が
「
具
体
的
」

と
捉
え
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
、

ま
た
他
の
文
章
に
お
い
て
も
、
と
も
す
れ
ば
西
田
の
文
章
は
通
常

西
田
の
理
解
で
は
、
見
る
こ
と
は
働
く
こ
と
、
つ
ま
り
行

為
し
、
物
を
作
る
こ
と
と
別
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴

史
的
世
界
を
変
ず
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
変
ぜ

ら
れ
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
立
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
ふ

た
た
び
行
為
へ
と
動
か
す
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
見
る
こ
と

が
実
践
で
あ
り
、
制
作
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
こ
の
世
界

に
於
い
て
あ
り
こ
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ

と
、
言
い
か
え
れ
ば
「
身
体
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
「
身

体
的
に
物
を
見
る
」
の
で
あ
る
。
（
一
三
八
頁
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

の
理
解
の
仕
方
で
は
矛
盾
し
た
、
な
い
し
は
飛
躍
し
た
展
開
で
語

ら
れ
る
。
「
見
る
こ
と
」
と
「
働
く
こ
と
」
は
本
来
同
義
語
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
「
見
る
こ
と
」
は
「
制
作
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
通
常

で
は
誤
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
主
体
の
作
用
と
客
観
的
対
象
と
を

区
別
し
て
論
じ
て
き
た
近
代
の
人
間
観
と
西
田
自
身
の
実
在
と
捉

え
る
世
界
そ
の
も
の
と
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
発
展
は
、
神
学
と
切
り
離
さ
れ
て
、
啓

蒙
的
な
理
性
が
百
科
全
書
と
し
て
人
間
の
知
識
の
秩
序
と
連
関
を

体
系
的
に
論
理
的
に
展
開
す
る
。
そ
れ
は
心
の
三
つ
の
機
能
、
記

憶
（
歴
史
）
、
理
性
（
哲
学
）
、
想
像
力
（
芸
術
）
を
分
類
の
軸
と
し
た
。

さ
ら
に
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
感
性
・
悟
性
・
理
性
と
い

う
人
間
の
認
識
能
力
と
外
界
の
客
観
的
対
象
と
の
関
係
が
確
立
さ

れ
た
。
こ
の
確
固
た
る
学
問
体
系
と
認
識
論
を
学
問
の
根
本
原
理
、

す
な
わ
ち
哲
学
で
あ
る
と
し
て
、
明
治
以
来
、
私
た
ち
は
西
洋
の

学
問
を
移
入
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
時
に
そ
の
世
界
観
・

学
問
体
系
に
戸
惑
い
も
生
じ
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
も
の
と
の
関

わ
り
を
「
具
体
性
」
に
即
し
て
見
つ
め
れ
ば
見
つ
め
る
ほ
ど
、
見

る
こ
と
（
認
識
す
る
こ
と
）
と
も
の
に
働
く
こ
と
（
行
為
す
る
こ
と
）

一
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の
不
可
分
な
あ
り
方
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
認
識
作
用
を
抽
象

し
て
導
か
れ
る
学
問
体
系
と
は
乖
離
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
啓

蒙
的
理
性
が
学
問
と
人
間
性
を
連
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
神

に
よ
る
根
拠
付
け
」
を
絶
ち
、
そ
れ
故
に
学
問
の
、
そ
し
て
哲
学

の
宗
教
的
基
礎
付
け
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
西
田
が
見
つ
め
る
実

在
の
世
界
は
「
内
的
生
命
」
に
充
た
さ
れ
る
宗
教
的
根
拠
に
根
ざ

し
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
七
章
真
の
自
己
へ
ｌ
宗
教
ｌ
」

し
た
が
っ
て
そ
の
実
在
の
世
界
の
中
で
生
き
、
行
為
す
る
自
己

を
ど
こ
ま
で
も
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
の
生
命
の
根
本
的
な

事
実
と
し
て
の
宗
教
の
問
題
が
あ
ら
わ
と
な
る
。
西
田
は
こ
の
宗

教
と
い
う
も
の
を
対
象
的
区
別
あ
る
い
は
領
域
的
な
区
別
と
し
て

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
日
々
の
営
み
の
中
に
現

た
れ
だ
さ
ん
と
う
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。
藤
田
は
そ
れ
を
種
田
山
頭
火
の
俳
句
の
中
で

説
明
す
る
。

あ
じ
は

へ
う
へ
う
と
し
て
水
を
味
う

「
へ
う
へ
う
（
瓢
々
）
と
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
世
俗
の
世

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

こ
の
説
明
は
日
常
性
と
自
己
の
生
命
の
源
と
の
つ
な
が
り
を
見

事
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
章
は
生
命
の
根
本
的
事
実
と
し

ぎ
や
く
た
い
お
う
び
ょ
う

て
の
宗
教
を
説
明
し
、
さ
ら
に
西
田
の
術
語
「
逆
対
応
」
や
「
平

じ
よ
う
て
い

常
底
」
の
理
解
に
繋
げ
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
、
藤
田
が
西
田
の
哲
学
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
平
易

に
、
解
き
ほ
ぐ
し
て
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
に
は
そ
の
わ
か
り

や
す
さ
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
わ
か
ら
な
い
事
柄
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
西
田
は
こ
の
よ
う
に
難
解
に
書
い
て
い

界
へ
の
執
着
か
ら
解
き
放
た
れ
た
山
頭
火
の
生
き
ざ
ま
か
ら

ぎ
上
う

発
せ
ら
れ
た
表
現
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
炎
天
下
の
行

こ
つ乞

の
中
で
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
湧
き
水
を
、
何
の
と
ら
わ
れ

も
気
負
い
も
憂
い
も
な
く
、
た
だ
た
だ
味
わ
う
。
心
の
底
ま

で
味
わ
う
。
そ
の
よ
う
な
と
り
た
て
て
ど
う
と
い
う
こ
と
の

な
い
日
々
の
営
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

西
田
が
宗
教
の
究
極
に
見
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ご

く
普
通
の
行
為
、
ご
く
普
通
の
生
の
営
み
で
あ
っ
た
。
（
一
四
二

’
一
四
三
頁
）
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る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
藤
田
も

第
六
章
で
小
林
秀
雄
が
与
え
た
西
田
へ
の
「
病
的
な
孤
独
」
と
い

う
表
現
や
、
林
達
夫
が
評
す
る
西
田
の
思
索
の
ス
タ
イ
ル
と
い
っ

た
事
柄
で
述
べ
て
は
い
る
が
、
私
に
は
西
田
は
意
図
的
に
難
解
に

書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
「
難
解
」
と
い
う
言
葉
は

適
切
で
は
な
い
。
意
図
的
に
「
論
理
」
形
式
を
作
り
上
げ
よ
う
と

し
な
が
ら
書
い
て
い
る
。
論
理
に
な
ら
な
い
論
理
構
築
な
の
で
あ

る
。
こ
の
論
の
当
初
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
の
随
筆
や
短
歌
の

生
の
心
情
を
語
る
文
筆
力
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
宗

教
的
世
界
」
を
、
西
田
が
意
図
的
に
別
の
表
現
方
法
を
と
れ
ば
、

平
易
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
ま
た
藤
田
の
よ
う
な
詩
情
豊
か
な

表
現
に
は
な
ら
な
く
と
も
、
他
者
の
理
解
を
拒
む
よ
う
な
術
語
「
矛

盾
的
自
己
同
こ
の
表
現
と
は
異
な
る
描
き
方
が
可
能
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
西
田
は
二
即
多
、
多
即
一
の

矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
場
所
的
論
理
に
よ
る
宗
教
的
世
界
の
表
現

に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
源
と
す
る
「
京
都
学
派
」
と
呼
ば
れ
る

思
索
の
伝
統
は
今
も
継
承
さ
れ
息
づ
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ

の
書
の
著
者
、
藤
田
正
勝
氏
は
京
都
大
学
の
日
本
哲
学
史
に
属
し
、

制
度
的
に
も
そ
の
継
承
の
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
彼
は
西
田
哲
学
を
世
界
遺
産
と
し
て
保
存
し
て
い
こ
う
と
提

唱
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
西
田
が
生
き

た
こ
と
と
、
そ
の
哲
学
が
ど
う
い
う
意
義
を
持
つ
の
か
を
問
い
直

す
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
最
後
の
二
つ
の
章

で
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。

「
第
八
章
東
洋
と
西
洋
の
は
ざ
ま
ｌ
新
し
い
創
造
へ
向
か
っ
て

１
１
１
」

「
戦
争
」
を
前
に
し
た
西
田
哲
学
の
立
場
は
、
当
時
に
お
い
て

も
、
ま
た
今
日
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
と
解
釈
が
な
さ
れ

る
。
「
国
家
」
と
い
う
問
題
、
「
東
洋
主
義
」
と
い
う
地
域
主
義
、

あ
る
い
は
「
矛
盾
的
自
己
同
ご
の
「
日
本
文
化
」
的
性
格
の
意

四

一
○
八



義
な
ど
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
田
は
、
西
田
の
『
働

く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
の
「
序
」
、
「
形
而
上
学
的
立
場
か
ら

見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
」
『
日
本
文
化
の
問
題
』
な
ど
の
諸
論

に
精
織
な
考
察
を
加
え
、
西
田
の
主
張
は
、
世
界
歴
史
が
現
実
的

な
意
味
を
持
つ
時
代
に
お
い
て
、
自
ら
の
特
殊
性
の
中
に
閉
じ
こ

も
る
こ
と
な
く
、
世
界
の
文
化
の
発
展
に
対
し
て
寄
与
す
る
こ
と
、

と
い
う
態
度
を
失
っ
て
は
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
新

た
な
創
造
に
向
か
っ
て
」
と
表
現
す
る
。

さ
て
、
西
田
が
東
洋
の
伝
統
的
な
思
想
に
注
目
し
た
の
は
、

ま
さ
に
い
ま
述
べ
た
課
題
に
対
す
る
関
心
、
つ
ま
り
、
自
己

と
事
物
と
の
、
あ
る
い
は
自
己
と
世
界
と
の
全
連
関
を
把
握

す
る
論
理
の
構
築
と
い
う
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
東
洋
の
伝
統

思
想
に
お
い
て
も
事
柄
の
全
連
関
が
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
把
握
す
る
重
要
な
手
が
か
り
が
東

洋
思
想
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
い
た
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
１
１
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

「
西
田
哲
学
」
へ
の
ま
さ
に
未
来
へ
の
可
能
性
を
語
る
言
葉
で
あ

る
。
私
は
か
つ
て
こ
の
議
論
を
「
東
洋
と
西
洋
の
図
式
」
が
近
代

日
本
の
知
識
人
（
西
田
幾
多
郎
も
含
め
て
）
の
陥
奔
で
あ
る
、
と

否
定
的
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
『
近
代
と
い
う
蹟
き
』
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版
、
一
九
九
七
年
）
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
西
田
の
言
説

を
私
の
よ
う
に
否
定
的
に
限
定
し
よ
う
が
、
あ
る
い
は
藤
田
の
よ

う
に
肯
定
的
に
限
定
し
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
限
定
す
る
主

体
者
」
そ
の
も
の
が
つ
ぎ
の
哲
学
的
行
為
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
新
た
な
創
造
の
可
能
性
」
と
い
う
課
題
は
も
う

西
田
の
課
題
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
時
代
の
課
題
で
あ
る
。
す
な

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
東
洋
の
思
想
的
伝
統
に
注
目
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
を
「
西
洋
」
に
対
す
る
対
抗
言
説
と
し
て
打

ち
だ
す
こ
と
で
は
な
い
。
西
田
が
意
図
し
た
の
は
、
東
洋
の

伝
統
を
伝
統
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
よ
り
広
い
問
題
領
域
の

な
か
に
解
き
放
ち
、
そ
れ
を
「
生
き
て
働
く
精
神
」
に
す
る

こ
と
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
創
造
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
（
同
書
一
七
九
’
一
八
○
頁
）

一
○
九



わ
ち
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
的
思
惟
に
即
し
て
思
索
す
る
私
た
ち

が
こ
の
世
界
の
現
実
に
ど
う
哲
学
的
に
応
え
て
ゆ
く
か
を
問
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
田
の
最
終
の
章
は
そ
の
意
義
を
示
唆
し
て

い
る
。「

終
章
西
田
哲
学
の
位
置
と
可
能
性
」

西
田
哲
学
を
世
界
的
哲
学
と
賞
賛
す
る
人
も
多
い
。
西
田
の
哲

学
的
課
題
は
世
界
の
哲
学
者
が
問
題
と
し
て
き
た
存
在
／
非
存
在

の
問
題
に
「
絶
対
無
」
と
い
う
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
日
本
人
の
西
洋
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
の
裏
返
し
の
よ
う
な
意
識
か
ら
、
西
田
に
よ
っ
て
日
本
の
哲

学
が
世
界
的
水
準
に
達
し
た
、
西
洋
哲
学
に
列
な
っ
た
と
い
う
観

点
で
そ
れ
は
発
せ
ら
れ
る
。
世
界
的
か
ど
う
か
は
日
本
人
が
評
価

す
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
哲
学
者
が
、
な
い
し
は

世
界
の
哲
学
者
が
西
田
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
課
題

が
解
決
す
る
か
、
新
た
な
地
平
が
見
い
だ
せ
る
か
で
あ
る
。
そ
れ

は
日
本
人
以
外
が
答
え
を
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
海
外
で
西
田
を
は
じ
め
と
し
た
京
都
の
哲
学
者
の
著
作

が
読
ま
れ
て
い
る
。
仏
教
を
媒
介
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
無
」

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

「
空
」
の
考
え
方
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
抱
え
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題

や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
課
題
に
解
決

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
東

洋
と
西
洋
」
の
文
明
の
対
立
に
対
し
て
、
融
合
に
資
す
る
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
藤
田
は
そ
れ
を

「
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
「
知
の
飛
び
火
」
「
知
的
地
平
の
拡
張
」
と

い
う
視
座
で
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。

西
田
哲
学
の
今
日
的
意
義
や
、
日
本
の
哲
学
が
「
世
界
哲

学
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
貢
献
に
つ
い
て

考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
、
こ
の
「
外
」
か
ら
の

視
点
と
い
う
も
の
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ま

な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
固
定

し
た
思
索
の
枠
組
み
を
動
揺
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
、
創

造
的
な
思
索
を
生
み
だ
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
九
三
，
一
九
四
頁
）

一
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さ
て
、
藤
田
は
第
一
章
の
冒
頭
に
、
西
田
の
絶
筆
の
文
と
な
っ

た
「
私
の
論
理
と
云
う
の
は
学
界
か
ら
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
。
否

未
だ
一
顧
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
」
を

引
用
し
て
、
そ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
事
柄
を
正
確
に
言
い
表
し
た

も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
も
「
む
し
ろ

逆
に
、
日
本
の
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
西
田
の
思
想
ほ
ど
批
評
や

批
判
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
他
に
例
が
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に

そ
こ
に
西
田
自
身
の
立
場
と
呼
び
う
る
も
の
が
存
在
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
西
田
の
哲
学
が
、
他

の
思
想
家
が
自
ら
の
思
想
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
そ
の
位
瞳
を

確
定
す
る
た
め
の
座
標
軸
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
」
（
同
書
一
○
四
‐
一
○
五
頁
）
と
述
べ
る
。

確
か
に
藤
田
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
逆
に
そ
の
こ
と
が
同
時
に
西

し
か

田
が
続
け
て
言
う
「
批
評
は
な
い
で
は
な
い
。
併
し
そ
れ
は
異
な
っ

た
立
場
か
ら
私
の
云
う
所
を
曲
解
し
て
、
之
を
対
象
と
し
て
の
批

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

五

評
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
懐
す
る
言
葉
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

は
た
し
て
西
田
が
哲
学
の
思
索
の
努
力
の
中
で
作
り
上
げ
よ
う

と
し
た
論
理
、
「
場
所
的
論
理
」
は
本
当
の
意
味
で
受
け
止
め
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
日
、
哲
学
的
営
為
と
し
て
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
西
田
を
し
て
「
場
所
の
論
理
は
君

が
一
番
よ
く
分
か
っ
て
」
い
る
と
言
わ
し
め
た
務
台
理
作
を
例
に

す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
務
台
理
作
は
、
西
田
の
生
前
中
は
最

も
信
頼
の
厚
か
っ
た
高
弟
で
あ
り
、
西
田
の
哲
学
的
立
場
を
継
承

し
つ
つ
思
索
し
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
的
構
想
に
基
づ
い
て

現
象
学
と
論
理
学
と
歴
史
哲
学
の
内
的
連
関
性
を
究
明
す
る
が
、

そ
れ
は
西
田
の
個
と
世
界
の
表
現
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

西
田
も
、
務
台
の
論
文
に
対
し
て
「
表
現
を
世
界
性
の
立
場
か
ら

把
捉
し
よ
う
と
す
る
論
理
と
い
ふ
の
は
我
意
を
得
た
も
の
と
お
も

ひ
ま
す
」
と
言
う
賛
辞
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
昭
和
十
四

（
一
九
三
九
）
年
に
出
版
さ
れ
た
務
台
理
作
の
『
社
会
存
在
論
』
は

田
辺
元
が
西
田
に
向
け
た
批
判
を
西
田
の
個
と
世
界
を
維
持
し
つ

一
一
一



つ
「
種
的
基
体
」
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
い
わ

ば
西
田
哲
学
の
継
承
者
と
し
て
の
務
台
の
社
会
哲
学
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
戦
後
、
務
台
は
西
田
哲
学
か
ら
急
速
に
離
れ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
を
な
し
て
い
る
。

西
田
の
思
想
が
き
わ
め
て
日
本
的
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
同
時
に
日
本
近
代
思
想
が
共
通
に
も
つ
と
こ
ろ
の
弱

点
を
も
大
き
く
背
負
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
思
想

以
前
の
非
合
理
を
も
っ
た
無
媒
介
な
実
感
と
、
そ
の
上
に
組
み

立
て
ら
れ
た
高
度
の
思
想
と
の
両
者
が
相
互
の
き
び
し
い
緊

張
を
も
た
ず
に
、
き
わ
め
て
日
本
的
に
た
や
す
く
重
な
り
合
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
弱
点
、
し
た
が
っ
て
外
来
思
想
と
日
本
伝

統
思
想
の
間
の
き
び
し
い
対
決
が
ぬ
き
に
さ
れ
て
、
前
者
は
と

り
入
れ
る
限
り
に
お
い
て
す
で
に
日
本
思
想
へ
傾
斜
し
て
い

る
も
の
と
な
り
、
日
本
思
想
は
ま
た
外
来
思
想
の
中
に
本
来

の
親
近
性
を
見
出
す
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
、
い
わ
ば
馴
れ

合
い
の
か
た
ち
で
重
な
り
合
っ
て
し
ま
う
と
い
う
弱
点
で
あ

る
。
（
中
略
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

こ
れ
と
同
時
に
彼
の
意
識
体
験
も
本
来
の
ま
ま
で
は
前
思

想
的
で
あ
り
、
と
く
に
禅
体
験
と
い
う
ご
と
き
非
論
理
的
直

観
的
な
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
論
理
的
な
も
の
（
即
非
の
論
理
）

と
な
り
、
異
質
的
な
高
度
の
近
代
論
理
の
方
へ
傾
斜
し
て
く
る
。

こ
の
日
本
的
な
実
感
、
体
験
の
も
つ
前
近
代
的
、
非
論
理
的

な
も
の
と
、
そ
の
上
に
お
か
れ
た
高
度
の
近
代
思
想
性
と
が
、

互
い
の
格
闘
を
経
ず
に
き
わ
め
て
ス
ム
ー
ス
に
融
合
す
る
と

い
う
の
が
西
田
哲
学
の
特
色
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
日
本
的
な

思
考
様
式
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
思
想
の
近
代
性
が

体
験
の
中
に
含
ま
れ
る
前
近
代
的
な
非
論
理
性
の
中
へ
屈
折

す
る
と
同
時
に
、
体
験
の
重
さ
が
そ
の
ま
ま
近
代
性
の
重
さ
で

あ
る
か
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
一
種
の
東
西
両
思
想
の
融
合
の

形
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
東
洋
的
な
「
即
」
と
か
「
一

如
」
と
い
う
無
媒
介
的
な
論
理
の
つ
な
ぎ
で
片
づ
い
て
し
ま

う
。
こ
れ
が
「
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
」
の
論
理
に
な
っ
た
。

（
『
務
台
理
作
著
作
集
』
、
こ
ぶ
し
書
房
、

第
五
巻
二
九
八
’
二
九
九
頁
）

一
一
一
一



西
田
の
場
所
的
論
理
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
の

務
台
で
さ
え
、
戦
後
の
「
社
会
の
問
題
」
「
政
治
の
問
題
」
「
生
活

の
問
題
」
の
あ
ま
り
に
巨
大
で
混
沌
で
あ
る
現
実
を
前
に
し
て
西

田
の
「
場
所
的
論
理
」
の
継
承
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

や
は
り
西
田
の
論
理
は
「
未
だ
一
顧
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
の

だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
さ
ら
に
藤
田
の
こ
の
書
を
読
み
な
が
ら
私
自
身
答
え
の

出
せ
な
い
疑
問
に
逢
着
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
と
は
い
っ
た

い
ど
う
い
う
知
的
営
為
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
書
は
、
西
田

哲
学
の
非
常
に
優
れ
た
解
説
書
で
あ
り
、
新
た
な
知
見
を
開
く
研

究
書
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
道
し
る
べ
」

と
い
う
表
現
の
も
と
に
、
藤
田
は
西
田
の
文
章
か
ら
多
く
の
引
用

を
行
い
つ
つ
、
見
事
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
。

私
た
ち
読
者
は
藤
田
の
思
索
に
導
か
れ
て
西
田
哲
学
へ
の
思
惟
を

深
め
て
ゆ
く
。
お
そ
ら
く
「
京
都
学
派
」
が
培
う
思
索
の
伝
統
と

い
う
の
は
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
や
あ
る
い
は
西
田
幾
多
郎
の
「
哲

学
」
に
自
己
（
読
者
）
が
自
己
否
定
し
て
、
哲
学
者
自
体
の
思
索

に
身
を
投
じ
て
自
分
の
思
索
を
深
め
て
ゆ
く
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

《
書
評
》
藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
ｌ
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』
〔
高
坂
〕

と
こ
ろ
が
、
翻
っ
て
考
え
て
み
て
、
そ
の
藤
田
の
『
西
田
幾
多
郎
』

を
読
む
読
者
と
し
て
の
私
の
行
為
は
哲
学
的
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
、

藤
田
が
西
田
幾
多
郎
の
テ
ク
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ
す
行
為
は
哲
学
的

営
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
哲
学
的
営
為
は
い
か
な
る
行
為

な
の
だ
ろ
う
か
。
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
は
「
儒
教
」
と
区
別
さ
れ

た
学
問
領
域
で
あ
る
。
儒
教
と
は
「
四
書
五
経
」
を
中
心
と
す
る

聖
人
の
テ
キ
ス
ト
に
真
理
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
自
己
自
身
に
、

そ
の
時
代
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
テ
ク
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ

し
、
真
理
を
導
く
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
つ
て
、
「
泥
古
」

と
さ
れ
、
た
だ
の
解
釈
で
あ
り
そ
こ
に
は
「
哲
学
な
し
」
と
さ
れ
て
、

哲
学
的
行
為
か
ら
峻
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
儒
教
と
は
異

な
っ
た
西
洋
哲
学
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
私
た

ち
の
営
為
は
、
儒
教
的
な
方
法
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
儒
教
的
な
方
法
が
誤
っ
て
い

た
と
は
言
え
な
い
。
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
へ
と
ど
こ
ま
で
も
理
解

を
深
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
思
索
を
深
め
る
方
法
は
優
れ
た

思
索
の
あ
り
方
で
あ
る
。

い
っ
た
い
哲
学
と
は
ど
う
い
う
思
索
な
の
だ
ろ
う
。

一
一
一
一
一


