
表
題
が
示
す
如
く
、
本
書
に
あ
っ
て
は
、
西
田
幾
多
郎
が
呼

吸
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
・
明
治
の
精
神
”
が
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
彼
に
と
っ
て
の
知
的
エ
ト
ス
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
の
詳
論
が
な
さ
れ
る
。

だ
が
、
著
者
の
ま
な
ざ
し
は
さ
ら
に
そ
の
奥
底
へ
と
向
け
ら
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
第
三
部
「
近
代
以
降
に
お
け
る
日
本

思
想
の
伝
統
と
京
都
学
派
の
哲
学
」
に
お
い
て
、
著
者
は
次
の

よ
う
に
論
じ
る
。
「
西
田
は
「
自
己
自
身
を
照
ら
す
鏡
」
と
い

う
言
葉
を
使
う
が
、
〔
中
略
〕
鏡
の
鏡
自
身
へ
の
照
り
返
り
は
、

現
在
が
現
在
を
顕
在
化
さ
せ
て
ゆ
く
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
に

他
な
ら
な
い
。
絶
え
ず
現
在
か
ら
現
在
へ
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
は
横
か
ら
横
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
方
向
で
は
な
く
、
い
わ
ば

《
書
評
》
評
者
水
野
友
晴

井
上
克
人
著
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』

（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
○
三
年
）

《
書
評
》
井
上
克
人
箸
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
〔
水
野
〕

一
は
じ
め
に

猿
々
と
湧
き
起
こ
る
垂
直
的
な
自
己
湧
出
の
動
き
で
あ
ろ
う
。

あ
た
か
も
そ
れ
は
、
渦
巻
が
そ
の
見
え
ざ
る
中
心
か
ら
湧
出
し

な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
中
心
へ
向
か
っ
て
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
か

の
よ
う
な
、
流
出
と
帰
入
、
出
現
と
隠
蔽
と
の
同
時
的
動
態
が

そ
こ
に
見
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」
（
二
七
四
頁
。
中
略

、
、

は
水
野
）
。
絶
対
現
在
の
、
こ
の
よ
う
な
、
「
不
断
の
露
現
的
湧

、
、

出
と
絶
え
ざ
る
覆
蔵
的
帰
滅
」
（
同
。
傍
点
水
野
）
と
い
う
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
著
者
が
根
本
的
に
注
目
し
続
け
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
り
、
翻
っ
て
、
本
書
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
視
点
を

据
え
た
際
に
見
渡
さ
れ
る
明
治
日
本
思
想
界
の
風
景
（
本
書
は

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
思
想
界
、
さ
ら
に
は
新
プ
ラ

ト
ン
派
を
も
含
め
た
世
界
大
的
思
想
界
を
も
視
野
に
含
め
る
）

の
ス
ケ
ッ
チ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
本
書

は
思
想
史
論
的
色
彩
を
帯
び
て
は
い
る
も
の
の
、
本
質
的
に
一

個
の
哲
学
書
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

な
お
、
本
書
に
あ
っ
て
は
、
「
従
来
、
西
田
哲
学
の
成
立
に

関
連
し
て
「
禅
体
験
に
基
づ
く
」
こ
と
が
喧
伝
さ
れ
、
専
ら
「
禅
」

の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
て
、
西
田
哲
学
を
語
り
つ
つ
禅
体
験
を

語
っ
て
い
る
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
」
（
一
八
一
頁
）
と
い
う
、

従
来
の
西
田
哲
学
評
に
対
し
て
あ
た
か
も
挑
戦
す
る
か
の
よ
う

九
九



第
一
部
「
明
治
に
お
け
る
近
代
化
と
宋
学
的
伝
統
」
に
お
い

て
著
者
が
論
究
の
主
眼
に
お
く
の
は
、
「
有
機
体
の
哲
学
」
（
橋

本
峰
雄
、
六
五
頁
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
著
者

は
三
宅
雪
嶺
を
例
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
三
宅
に
と
っ
て

哲
学
と
は
「
宇
宙
を
海
一
的
に
観
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と

な
発
言
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
発
言
に
お
い
て
著
者
が
意

図
し
て
い
る
の
は
、
「
禅
」
が
依
拠
す
る
立
場
さ
え
も
「
不
断

の
露
現
的
湧
出
と
絶
え
ざ
る
覆
蔵
的
帰
滅
」
へ
と
包
摂
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
西
田
哲
学
の
根
底
を
測
る
際
に

は
「
禅
」
に
留
ま
る
こ
と
な
く
さ
ら
に
そ
の
底
を
打
ち
破
っ
て

深
底
へ
と
進
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
ず
、
こ
の
発
言
を
も
っ
て
全
否
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

本
書
の
内
容
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
構
成
に
沿
っ

て
要
旨
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
内
容
構
成

第
一
部
明
治
に
お
け
る
近
代
化
と
宋
学
的
伝
統

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

宇
宙
と
の
汎
神
論
的
合
一
を
概
念
化
す
る
営
み
で
あ
っ
た
。
〔
中

略
〕
人
間
は
大
宇
宙
の
生
命
よ
り
生
ま
れ
、
死
し
て
ま
た
そ
こ

に
帰
る
。
し
か
し
そ
の
死
と
は
、
夢
幻
と
覚
醒
と
の
区
別
の
類

推
か
ら
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
超
覚
醒
、
宇
宙
の
生
命
と
一
に
な

る
「
超
越
せ
る
大
覚
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
す
で
に
宇
宙
に
生
命

が
あ
り
、
そ
の
生
命
の
理
想
が
真
・
善
・
美
で
あ
れ
ば
、
人
類

の
目
的
も
ま
た
そ
れ
の
追
求
に
あ
る
の
で
あ
る
」
（
六
六
頁
。

中
略
は
水
野
）
。

こ
の
、
「
有
機
体
の
哲
学
」
の
「
概
念
化
」
の
試
み
を
め
ぐ
っ

て
、
西
周
の
『
人
世
三
寶
説
』
、
福
沢
諭
吉
の
「
分
限
」
論
、

加
藤
弘
之
の
「
優
勝
劣
敗
の
理
法
」
、
井
上
闘
了
の
「
真
如
物

心
の
相
即
論
」
、
井
上
哲
次
郎
の
「
現
象
即
実
在
論
」
、
清
沢
満

之
の
「
精
神
主
義
」
、
綱
島
梁
川
の
「
予
が
見
神
の
実
験
」
、
さ

ら
に
明
治
期
思
想
界
に
お
け
る
一
潮
流
た
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー

ン
（
一
八
三
六
～
一
八
六
二
）
哲
学
へ
の
注
目
な
ど
、
明
治
の

多
彩
な
哲
学
思
想
が
生
み
出
さ
れ
た
と
著
者
は
論
じ
る
。
た
だ

し
、
第
一
部
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ら
多
彩
な
哲
学
思
想
一
々
の
分

析
が
試
み
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
か
ら
遡
上

し
て
、
有
機
体
の
哲
学
の
由
来
を
究
明
す
る
こ
と
に
眼
目
が
置

か
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
著
者
は
、
「
徳
川
期
か
ら
の
伝
統
で

一
○
○



あ
る
宋
儒
学
的
倫
理
観
」
（
八
九
頁
）
に
注
目
す
る
よ
う
主
張

す
る
。「

明
治
初
年
に
生
ま
れ
た
知
識
人
の
世
代
が
文
字
を
覚
え
知

識
欲
に
目
覚
め
た
時
、
彼
ら
の
身
の
回
り
に
あ
っ
た
の
は
主
に

漢
籍
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
好
奇
心
を
満
た
す
こ
と

が
彼
ら
の
学
問
的
出
発
点
で
あ
っ
た
」
（
七
五
頁
）
と
著
者
は

指
摘
す
る
。
中
で
も
朱
子
学
に
代
表
さ
れ
る
宋
学
（
宋
儒
学
）

は
、
「
『
易
経
』
の
自
然
哲
学
を
基
礎
と
し
、
更
に
陰
陽
五
行
説

等
に
よ
っ
て
補
強
し
た
宇
宙
生
成
論
と
、
更
に
は
『
論
語
』
や

『
孟
子
』
、
『
大
学
』
、
『
中
庸
』
の
い
わ
ゆ
る
四
書
等
を
基
礎
と

し
た
実
践
倫
理
を
兼
ね
備
え
」
、
「
禅
や
華
厳
哲
学
に
対
抗
し
つ

つ
、
同
時
に
そ
の
理
論
の
体
系
性
を
吸
収
す
る
と
と
も
に
老
荘

思
想
を
も
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
極
め
て
思
弁
的

な
形
而
上
学
的
体
系
」
（
七
四
頁
）
で
あ
り
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
こ
そ
が
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
が
西
洋
哲
学
を
受
容
す

る
際
の
い
わ
ば
レ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
働
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
痕
跡
は
西
田
幾
多
郎
の
思
想

中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
元
来
我
々
の
自
己
の
中
心

は
個
体
の
中
に
限
ら
れ
た
る
者
で
は
な
い
。
母
の
自
己
は
子
の

中
に
あ
り
、
忠
臣
の
自
己
は
君
主
の
中
に
あ
る
。
自
分
の
人
格

《
書
評
》
井
上
克
人
著
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
〔
水
野
〕

が
偉
大
と
な
る
に
従
う
て
、
自
己
の
要
求
が
社
会
的
と
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
社
会
的
意
識
に
種
々
の
階
級
が
あ

る
。
そ
の
う
ち
最
小
で
あ
っ
て
、
直
接
な
る
者
は
家
族
で
あ

る
、
家
族
と
は
我
々
の
人
格
が
社
会
に
発
展
す
る
最
初
の
階
級

と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
〔
中
略
〕
併
し
我
々
の
社
会
的
意
識
の

発
達
は
家
族
と
い
ふ
様
な
小
団
体
の
中
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
我
々
の
精
神
的
並
に
物
質
的
生
活
は
凡
て
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
的
団
体
に
於
て
発
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

家
族
に
次
い
で
我
々
の
意
識
活
動
の
全
体
を
統
一
し
、
一
人
格

の
発
現
と
も
看
倣
す
べ
き
者
は
国
家
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
国
家

の
本
体
は
我
々
の
精
神
の
根
抵
で
あ
る
共
同
的
意
識
の
発
現
で

あ
る
。
我
々
は
国
家
に
於
て
人
格
の
大
な
る
発
展
を
遂
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
統
一
し
た
一
の
人
格
で
あ
っ

て
、
国
家
の
制
度
法
律
は
か
く
の
如
き
共
同
意
識
の
意
志
の
発

現
で
あ
る
〔
中
略
〕
国
家
は
今
日
の
処
で
は
統
一
し
た
共
同
的

意
識
の
最
も
偉
大
な
る
発
現
で
あ
る
が
、
我
々
の
人
格
的
発
現

は
此
処
に
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
尚
一
層
大
な
る
者
を
要

求
す
る
。
夫
は
即
ち
人
類
を
打
し
て
一
団
と
し
た
人
類
的
社
会

の
団
結
で
あ
る
」
（
七
五
‐
六
頁
。
中
略
は
著
者
）
と
い
う
『
善

の
研
究
』
第
三
編
の
記
述
は
、
「
人
間
の
倫
理
的
課
題
は
、
私

一

○
一



第
一
部
に
あ
っ
て
は
、
明
治
知
識
人
の
宋
学
的
伝
統
が
、
彼

ら
が
西
洋
哲
学
思
想
を
受
容
す
る
際
の
レ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
の

意
・
私
欲
を
払
拭
し
て
天
地
と
一
体
化
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら

れ
る
」
（
七
五
頁
）
と
す
る
宋
学
の
修
己
治
人
的
発
想
に
由
来

す
る
と
著
者
は
見
る
。
ま
た
、
「
倫
理
学
草
案
第
二
」
の
「
然

ら
ば
い
か
な
る
場
合
に
於
て
吾
人
が
此
の
無
我
の
眞
境
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
唯
私
欲
を
去
り
て
本
来
の
至
誠
に
合

す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。
之
を
眞
の
修
養
と
い
ふ
〔
中
略
〕
眞

に
一
た
び
私
欲
を
絶
滅
し
眞
正
な
る
無
我
の
境
界
を
髄
得
し
得

た
る
時
至
誠
の
な
ん
た
る
〔
か
〕
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
九
五

頁
。
中
略
は
水
野
）
と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
「
至
誠
」
の
価

値
の
強
調
も
、
宋
学
が
説
く
持
敬
精
神
に
則
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
著
者
は
見
て
い
る
。

明
治
期
の
「
有
機
体
の
哲
学
」
は
、
総
じ
て
こ
の
よ
う
に
、

宋
学
的
形
而
上
学
体
系
の
性
格
を
色
濃
く
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
著
者
は
、
「
有
機
体
の
哲
学
」
の
源
泉
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
奥
底
へ
と
踏
み
込
ん
で
考
察
を
続
け
て
ゆ
く
。

第
二
部
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
の
系
譜

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

働
き
を
に
な
っ
た
こ
と
が
論
究
さ
れ
た
。
し
て
み
る
と
、
そ

こ
を
足
場
に
し
て
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
に
お
い
て
共
有
さ

れ
る
エ
ト
ス
を
可
視
化
さ
せ
る
試
み
は
、
こ
の
哲
学
を
正
当
に

評
価
す
る
た
め
の
必
須
の
作
業
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
可
視
化
の
試
み
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
単
に
宋
学
を

内
部
的
に
掘
り
進
む
こ
と
の
み
で
可
能
と
な
る
の
で
な
く
、
む

し
ろ
宋
学
を
も
包
摂
す
る
よ
り
大
な
る
思
想
的
根
底
を
視
野
に

収
め
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
動
機
か
ら
著
者
は

第
二
部
で
、
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
の
実
在
論
、
特
に
「
現

象
即
実
在
論
」
の
系
譜
と
根
底
に
つ
い
て
の
論
究
を
試
み
る
。

そ
の
際
、
著
者
の
関
心
は
、
明
治
期
の
西
洋
哲
学
受
容
が
「
単

な
る
受
容
と
紹
介
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
日
本

独
自
の
哲
学
を
新
た
に
創
造
す
る
試
み
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
」

（
一
五
二
頁
）
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
「
創
造
」
の

試
み
を
読
み
解
く
軸
は
こ
の
時
期
の
哲
学
者
た
ち
の
「
大
乗
起

信
論
」
（
以
下
「
起
信
論
」
と
記
す
）
へ
の
注
目
を
辿
る
こ
と

で
与
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

「
起
信
論
」
に
つ
い
て
は
、
原
坦
山
に
よ
る
講
義
が
、
明
治

一
二
（
一
八
七
九
）
年
に
東
京
大
学
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
。

後
に
「
現
象
即
実
在
論
」
を
提
唱
す
る
学
者
た
ち
は
こ
の
講
義

○



の
受
講
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
の
意
義
に
つ
い
て
著
者
は
「
彼

の
『
大
乗
起
信
論
』
の
講
義
は
、
当
時
の
学
生
に
「
真
如
実
相
」

を
ド
イ
ツ
観
念
論
の
形
而
上
学
と
結
合
し
て
考
え
る
こ
と
を
教

え
た
程
、
当
時
の
仏
教
学
説
中
で
は
最
も
哲
学
的
に
進
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
」
（
一
六
○
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当

時
の
若
い
哲
学
徒
は
原
の
講
義
を
通
じ
て
西
洋
哲
学
に
比
肩
し

う
る
「
印
度
哲
学
」
、
つ
い
で
「
東
洋
哲
学
」
が
開
拓
さ
れ
る

可
能
性
に
目
を
開
か
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の

こ
と
は
、
「
東
洋
哲
学
」
の
性
格
付
け
に
「
起
信
論
」
の
内
容

が
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
意

味
し
て
い
る
。

「
起
信
論
」
の
要
点
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。
「
『
大

乗
起
信
論
』
は
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
煩
悩
の
非
本
来
性
と
、

真
如
の
体
が
無
自
性
空
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
煩
悩
に
覆

、
、
、
、

わ
れ
た
消
滅
心
を
透
か
し
て
、
そ
れ
自
体
不
生
不
滅
な
る
心
の

根
本
に
目
覚
め
る
こ
と
を
促
す
自
覚
の
思
想
で
あ
っ
て
、
内
容

的
に
は
絶
対
的
一
元
論
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
一
元
論

が
「
真
妄
和
合
」
「
非
一
非
異
」
と
い
っ
た
、
言
う
な
れ
ば
矛

盾
的
相
即
の
論
理
、
す
な
わ
ち
如
来
蔵
的
思
惟
を
展
開
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
そ
の
哲
学
的
特
色
が
見
ら
れ
る
」
（
一
六
七
頁
。

《
書
評
》
井
上
克
人
箸
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
〔
水
野
〕

傍
点
著
者
）
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
現
象
と
本
体
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
「
起
信
論
」
に
あ
っ

て
は
、
単
純
な
還
元
論
で
は
な
く
、
「
現
象
せ
る
個
々
の
存
在

者
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
ら
を
顕
現
せ
し
め
た
真
如
の
う
ち
に
在

り
、
逆
に
、
個
々
の
も
の
の
存
在
原
因
た
る
真
如
は
、
ど
こ
ま

で
も
そ
れ
ら
の
本
体
と
し
て
超
越
的
に
自
己
自
身
の
う
ち
に
蔵

身
し
つ
つ
、
同
時
に
自
ら
顕
現
せ
し
め
た
す
べ
て
の
も
の
の
中

に
内
在
す
る
」
二
六
八
頁
）
と
い
う
、
覆
蔵
態
と
顕
現
態
と

が
互
い
に
鋭
く
対
立
し
、
相
矛
盾
し
な
が
ら
同
時
に
成
立
す
る

と
い
う
弓
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
（
一
九
一
頁
）
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
．
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
を
核
と
し
て

発
展
を
見
た
の
が
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
で
あ
る
と
著
者
は

見
る
。か

く
し
て
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
と
「
起
信
論
」
と
の
出

会
い
は
、
「
「
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
の
具
現
化
に
際
し
て
決

定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
明
治
期

ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
が
独
自
の
哲
学
の
「
創
造
」
を
目
指
す
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
「
起
信
論
」
の
掘
り
当
て
に
と
ど
ま
ら
ず
、
呼

応
す
る
思
想
を
さ
ら
に
内
外
に
求
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
は

当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト

一

○
三



と
し
て
、
著
者
は
、
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
及
び
東
方
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
朱
子

学
に
お
け
る
「
理
一
分
殊
」
論
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
こ
の
よ
う
に
拡
げ
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
、
第
一
部
に
お
い
て
明
治
知
識
人
の
知
的
揺
藍
期
の
エ
ト
ス

と
し
て
提
起
さ
れ
た
「
宋
学
的
伝
統
」
は
、
単
な
る
地
域
文
化

的
伝
統
の
域
を
脱
却
し
、
西
方
的
二
元
論
の
思
考
様
式
と
は
異

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
る
「
東
方
的
、
東
洋
的
な
本
体
的
一
元
論
の
発
想
」
（
一
九
九

頁
。
傍
点
著
者
）
と
し
て
、
世
界
知
的
枠
組
み
の
中
で
再
評
価

さ
れ
る
可
能
性
を
膨
ら
ま
せ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
著
者
は
「
第
三
部
近
世
・

近
代
以
降
に
お
け
る
日
本
思
想
の
伝
統
と
京
都
学
派
の
哲
学
」

に
お
い
て
、
「
「
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
、
特
に
宋
学
に
お
け

る
「
格
物
致
知
」
の
精
神
と
京
都
学
派
に
お
け
る
「
絶
対
無
の

場
所
」
の
論
理
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。

第
三
部
に
お
い
て
著
者
は
、
江
戸
期
日
本
に
お
け
る
「
格
物

第
三
部
近
世
・
近
代
以
降
に
お
け
る

日
本
思
想
の
伝
統
と
京
都
学
派
の
哲
学

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

致
知
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
蓄
積
に
つ
い
て
概
説
し
た
後
、
京
都

学
派
に
お
い
て
そ
の
論
理
が
哲
学
的
に
再
構
築
さ
れ
、
発
信
さ

れ
た
様
子
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

江
戸
期
日
本
の
儒
学
者
に
よ
る
「
格
物
」
に
関
す
る
研
究
に

は
多
彩
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
「
物
」
に
関
す
る
彼
ら
の
理
解

は
概
ね
共
通
で
あ
り
、
そ
れ
は
。
生
々
化
々
」
の
運
動
そ
の

も
の
」
（
二
四
九
頁
）
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
敷
術
し
て
「
格
物
」
と
は
、
「
物
の
総
体
の

姿
が
、
向
こ
う
の
方
か
ら
浮
か
び
あ
が
り
、
そ
し
て
わ
た
く
し

た
ち
の
か
ら
だ
の
中
に
と
び
こ
ん
で
く
る
よ
う
な
わ
か
り
方
」

（
源
了
圓
、
二
五
○
頁
）
と
い
う
知
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
著
者
は
こ
の
よ
う
な
「
格
物
」
的
知
を
追

求
す
る
姿
勢
は
、
儒
学
者
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宣
長
の
国

学
の
学
問
的
方
法
や
、
芭
蕉
の
俳
論
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と

指
摘
す
る
。

そ
し
て
著
者
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
物
と
な
っ
て
見
、
物
と

な
っ
て
働
く
」
と
い
う
思
想
も
そ
の
淵
源
は
上
記
の
「
格
物
」

的
知
へ
と
収
数
さ
れ
る
と
指
摘
し
（
二
四
二
頁
）
、
西
田
の
次

の
よ
う
な
発
言
に
注
目
す
る
。
「
主
体
か
ら
主
体
を
越
え
て
主

体
の
底
に
物
の
真
実
に
行
く
と
い
ふ
日
本
精
神
に
於
て
は
、
そ

一
○
四



こ
に
何
処
ま
で
も
東
洋
文
化
の
精
神
が
生
か
さ
れ
る
と
共
に
、

そ
れ
は
直
に
環
境
的
な
西
洋
文
化
の
精
神
と
も
結
合
す
る
も
の

が
あ
ら
う
、
か
坐
る
意
味
に
於
て
東
西
文
化
の
結
合
点
を
日
本

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
二
五
四
頁
）
。
こ
の
発
言
の
後
半

は
，
日
本
精
神
”
の
世
界
性
お
よ
び
世
界
貢
献
の
可
能
性
に
つ

い
て
論
及
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
は
む
し
ろ
発
言
の
前

半
に
分
析
の
焦
点
を
当
て
、
論
及
を
試
み
て
い
る
。

「
「
自
己
は
自
己
を
超
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
も
つ
」
と
い

う
発
想
が
若
い
頃
か
ら
彼
（
Ⅱ
西
田
※
水
野
注
）
の
思
索
に
一
貫

し
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学

の
西
田
哲
学
た
る
最
も
基
本
的
な
特
質
は
〈
超
越
的
な
も
の
〉

へ
の
志
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
二
七
一
頁
）
と
著
者
は
述
べ
る
。
こ
の
、
「
自
己
を
超
え
た

も
の
」
と
し
て
の
「
物
の
真
実
」
を
論
理
化
す
る
た
め
に
は

そ
の
超
越
性
を
ど
こ
ま
で
も
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
西

田
の
基
本
的
姿
勢
に
関
し
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
行

な
っ
て
い
る
。

「
真
実
在
を
知
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
外
か
ら
そ
れ
を
認
識

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
実
在
の
無
限
性
は
自
己
の
自
覚
の
深
ま

り
に
つ
な
が
り
、
そ
の
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
実
在
が
実
在
自
身

《
普
評
》
井
上
克
人
箸
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
〔
水
野
〕

を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
実
在
が
実
在
自
身
の
底
へ
底
へ
と
無

限
に
深
ま
り
ゆ
く
こ
と
、
つ
ま
り
実
在
が
実
在
自
身
を
自
覚
し

て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
」
（
二
七
二
頁
）
。
た
だ
し
、
そ
の
深

底
が
「
一
々
の
も
の
が
真
に
そ
れ
自
身
の
も
と
に
在
り
、
そ
れ

自
身
に
同
じ
も
の
と
し
て
現
前
し
て
く
る
」
「
無
の
場
所
」
（
同
）

へ
と
達
し
た
と
き
、
真
の
無
の
場
所
（
Ⅱ
「
絶
対
無
の
場
所
」

※
水
野
注
）
た
る
「
明
鏡
」
は
、
「
す
べ
て
の
個
物
が
影
像
と
し

、
、
、
、
、

て
鏡
の
中
に
映
現
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
一
つ
に
、
鏡
は
鏡
自
身

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
無
限
に
映
じ
て
ゆ
く
」
（
同
。
傍
点
水
野
）
。

著
者
は
こ
の
こ
と
を
、
「
明
鏡
は
ど
こ
ま
で
も
動
的
発
展
的

に
、
い
わ
ば
静
的
固
定
化
を
絶
え
ず
自
己
否
定
的
に
打
ち
砕
き

な
が
ら
、
そ
の
不
断
の
照
り
返
し
の
焦
点
へ
遡
及
的
に
還
帰
し

続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
七
三
頁
）
と
説
明
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
別
の
箇
所
で
は
、
「
個
物
的
多
を
個
物
的
多
と

し
て
現
前
せ
し
め
な
が
ら
、
そ
の
不
断
の
現
前
を
可
能
に
す
る

場
と
し
て
の
全
体
的
一
は
、
全
体
的
一
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も

絶
対
的
な
隠
れ
で
あ
る
」
（
二
七
四
頁
）
と
も
言
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
「
自
ら
照
ら
す
鏡
は
、
鏡
そ
の
も
の
と
し
て
は

ど
こ
ま
で
も
永
遠
の
闇
」
（
同
）
な
の
で
あ
り
、
。
ど
の
「
一
」

自
身
へ
の
還
滅
、
自
己
蔵
身
」
（
同
）
と
い
う
事
態
が
同
時
に

一
○
五



保
た
れ
て
、
無
限
な
る
自
己
創
出
た
る
真
実
在
の
働
き
は
完
成

す
る
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
「
渦
巻
が
そ
の
見
え
ざ
る
中
心
か

ら
湧
出
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
中
心
へ
向
か
っ
て
吸
収
さ
れ

て
ゆ
く
か
の
よ
う
な
、
流
出
と
帰
入
、
出
現
と
隠
蔽
と
の
同
時

的
動
態
」
（
同
）
と
も
説
明
す
る
。

そ
し
て
、
西
田
哲
学
の
究
極
の
立
場
た
る
「
絶
対
無
の
場
所
」

が
以
上
の
よ
う
に
性
格
付
け
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
、
「
現
象

せ
る
個
々
の
存
在
者
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
ら
を
顕
現
せ
し
め
た

真
如
の
う
ち
に
在
り
、
逆
に
、
個
々
の
も
の
の
存
在
原
因
た
る

真
如
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
ら
の
本
体
と
し
て
超
越
的
に
自
己

自
身
の
う
ち
に
蔵
身
し
つ
つ
、
同
時
に
自
ら
顕
現
せ
し
め
た
す

べ
て
の
も
の
の
中
に
内
在
す
る
」
（
一
六
八
頁
）
と
前
に
述
べ

ら
れ
た
、
「
起
信
論
」
に
み
ら
れ
る
「
露
現
と
覆
蔵
」
の
構
造

を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
治
知
識
人
の
「
宋
学
的
伝

統
」
が
大
き
く
脱
皮
し
、
東
洋
文
化
の
底
に
存
す
る
「
独
特
な

物
の
見
方
考
へ
方
、
そ
れ
自
身
の
論
理
」
（
二
四
一
頁
）
と
し
て
、

西
方
的
二
元
論
の
思
考
様
式
に
比
肩
す
る
世
界
知
的
思
考
様
式

へ
と
成
長
し
た
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
八
号

西
田
哲
学
に
お
け
る
探
求
の
基
本
が
「
実
在
は
現
実
そ
の
ま

ま
」
（
一
四
九
頁
）
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
徹
底
的
客

観
主
義
」
（
二
五
五
頁
）
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
「
徹
底
的
客
観
主
義
」
の

内
的
構
造
に
つ
い
て
語
り
尽
く
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
本
書

は
、
そ
う
し
た
難
作
業
に
果
敢
に
挑
み
、
そ
の
論
理
化
に
対
し

て
多
大
な
る
成
果
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
の
際
、
西
田
を
始
め
と
す
る
明
治
期
ア
カ
デ
ミ
ー
哲

学
の
思
想
的
エ
ト
ス
を
構
成
す
る
、
「
格
物
致
知
」
（
宋
学
）
や

「
露
現
と
覆
蔵
」
（
起
信
論
）
へ
と
光
が
当
て
ら
れ
、
さ
ら
に
そ

れ
ら
が
総
合
さ
れ
て
、
「
「
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
と
し
て
、

著
者
の
手
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
西
方
的
二
元
論
の

思
考
様
式
に
比
肩
す
る
世
界
知
的
思
考
様
式
を
提
示
す
る
こ
と

に
お
い
て
画
期
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま

た
な
い
。
明
治
期
や
京
都
学
派
が
主
と
し
て
活
躍
し
た
戦
前
期

に
限
ら
ず
、
，
東
西
の
避
遁
と
対
話
”
は
依
然
と
し
て
進
行
中

の
課
題
で
あ
り
、
こ
の
「
「
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
を
更
に

分
析
し
、
彫
琢
を
加
え
、
発
信
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
課
題
を
解

三
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決
す
る
た
め
の
不
可
避
的
作
業
と
し
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
作
業
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
に
際
し
て
は
、
対
話
相
手

の
始
め
と
し
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
西
洋
神
秘
思
想
を
選
ぶ

の
が
順
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
著
者
も
指
摘
す

る
通
り
（
四
頁
）
、
．
内
在
と
超
越
」
の
論
理
」
に
つ
い
て
日

本
、
中
国
、
台
湾
（
こ
う
し
た
対
話
の
枠
に
は
韓
国
の
研
究
者

も
む
ろ
ん
含
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
）
な
ど
の
研
究
者
問

で
再
把
握
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
も
望
ま
し
い
。
こ
う
し

た
交
流
や
比
較
作
業
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
、
造
化
の
業
の
先

端
に
お
い
て
東
西
が
響
き
合
う
根
源
的
地
平
を
開
拓
す
る
途
へ

と
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
創
造
的
研
究
が
本
書
を
基
に
し
て
創
出
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

《
書
評
》
井
上
克
人
箸
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
〔
水
野
〕

一
○
七


