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【
書
評
　
藤
田
正
勝
著
『
人
間
・
西
田
幾
多
郎
』】

「
自
己
矛
盾
」
と
「
未
完
の
哲
学
」

―
―
藤
田
正
勝　
『
人
間
・
西
田
幾
多
郎
』　

を
読
む
―
―

岡

田

勝

明

一
、「
思
想
と
人
」
の
共
鳴
か
ら
見
え
る
も
の

　

藤
田
正
勝
は
、
岩
波
新
書
か
ら
『
西
田
幾
多
郎
―
―
―
生
き
る
こ
と
と
哲
学
』（
二
〇
〇
七
年
）
を
、
続
い
て
岩
波
書
店
か
ら
『
西
田

幾
多
郎
の
思
索
世
界
―
―
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界
認
識
へ
』（
二
〇
一
一
年
）
を
出
版
し
て
い
る
。
同
じ
く
岩
波
書
店
か
ら
の
本
書
の
出
版

（
二
〇
二
〇
年
）
に
よ
っ
て
、「
西
田
論
・
岩
波
・
藤
田
三
部
作
」
が
、形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
生
き
る
こ
と
」
と
「
思
索
」
の
交
点
を
、

「
人
間
」
に
お
く
こ
と
で
「
藤
田
に
よ
る
西
田
論
考
」
は
、広
が
り
を
有
し
な
が
ら
立
体
化
さ
れ
、三
部
作
が
相
互
に
そ
の
内
容
を
映
し
合
っ

て
補
強
し
あ
い
、
西
田
の
全
体
像
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

藤
田
が
『
新
版　

西
田
幾
多
郎
全
集
』
の
編
集
委
員
を
務
め
た
こ
と
も
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
一
般
的
に
は
あ
ま
り
気

づ
か
れ
て
い
な
い
種
々
の
資
料
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
か
ら
も
、
西
田
の
人
と
思
想
の
理
解
に
新
た
な
反
映
・
反
響

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
藤
田
の
西
田
研
究
の
業
績
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
現
代
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
文
献
的
・
研
究
的
整
備
に
あ
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る
。
西
田
研
究
は
、
西
田
の
直
弟
子
を
中
心
に
し
た
時
代
か
ら
、
上
田
閑
照
に
よ
る
西
田
哲
学
を
「
哲
学
」
と
し
て
構
造
的
に
開
く
業
績

を
経
て
、
藤
田
に
よ
る
詳
細
な
解
説
の
付
さ
れ
た
改
版
『
善
の
研
究
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
の
原
典
の
、
時
代
に
即
す
る
形
が
藤

田
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
次
元
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
に
藤
田
の
業
績
は
、
そ
の
西
田
研
究
と
も
ど
も
、
基
本
的
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　

し
か
も
こ
の
よ
う
な
バ
ト
ン
リ
レ
ー
の
も
と
に
あ
っ
て
、滾
々
と
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
西
田
哲
学
研
究
の
伝
統
的「
地
下
水
」の
源
に
、

藤
田
も
立
っ
て
い
る
。
本
書
に
つ
い
て
、「
苦
闘
し
つ
づ
け
た
歩
み
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
が
論
文
の
な
か
で
記
し
た
一
つ
ひ
と

つ
の
言
葉
が
豊
か
な
広
が
り
を
示
し
は
じ
め
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
西
田
の
哲
学
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
次
元
で
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
き
わ
め
て
穏
や
か
な
書
き
ぶ
り
で
藤
田
は
書
い
て
い
る
が
、
た
ん
に
「
人
」
を
知
れ
ば
言
わ
れ
て
い
る
論
述
も
理

解
し
や
す
く
な
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。「
人
」
と
「
思
想
」
と
が
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か

も
思
想
を
思
想
と
し
て
純
粋
に
極
め
る
こ
と
が
、「
人
と
し
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
処
に
「
哲
学
の
真
面
目
」
が
あ

る
と
い
う
「
哲
学
の
生
ま
れ
る
源
泉
処
」
が
、西
田
哲
学
の
立
つ
処
で
あ
る
。
そ
こ
に
や
は
り
立
つ
こ
と
に
お
い
て
、『
人
間
・
西
田
幾
多
郎
』

が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
堪
え
ざ
る
魅
力
が
あ
る
。

二
、「
哲
学
」
と
「
人
の
生
」
を
貫
く
「
矛
盾
」

　

西
田
は
、「
哲
学
は
自
己
の
自
己
矛
盾
の
事
実
か
ら
始
ま
る
」
と
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
藤
田
は
、「
自
己
は
自
己
自
身
に
お
い

て
矛
盾
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
し
て
い
る
。「
自
覚
」
の
成
立
に
お
い
て
、
こ
の
矛
盾
は
露
で
あ
る
。

　

対
象
的
に
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
「
自
己
」
の
本
質
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
自
覚
」
と
は
、
自
己
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
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主
客
の
別
を
も
っ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、対
象
的
に
見
る
こ
と
が
成
立
す
る
が
、対
象
的
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、主
観
に
よ
っ

て
見
ら
れ
ず
、客
観
と
し
て
も
見
ら
れ
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
見
る
も
の
な
く
し
て
（
主
観
な
く
し
て
）
見
る
（
客

観
的
に
で
は
な
く
、
見
る
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
自
覚
的
に
見
ら
れ
る
）」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
が

果
た
さ
れ
る
。
見
る
主
観
が
無
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
で
「
真
に
見
る
」
と
い
う
こ
と
が
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
が
、「
自
己
矛
盾
の
事
実
」
で
あ
る
。

　

藤
田
は
、
そ
の
よ
う
な
「
哲
学
的
知
」
の
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
、「
そ
れ
と
と
も
に
西
田
は
、
人
間
が
「
矛
盾
」
と
し
か
表
現
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
不
条
理
を
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
も
そ
の
な
か
に
込
め
て
い
た
」
と
洞
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

矛
盾
が
「
宗
教
」
の
生
ま
れ
る
文
脈
に
ま
で
伸
び
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
人
間
は
い
か
な
る
仕
方
で
も
救
済
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
」
虚
無
的
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
無
の
自
覚
が
「
同
時
に
自
己
を
超
え
た
も
の
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
と
い
う
「
深

き
自
己
矛
盾
」
に
つ
い
て
西
田
は
語
っ
て
い
る
」。（
そ
の
問
題
意
識
は
、
藤
田
に
お
い
て
は
、
そ
の
近
著
『
親
鸞　

そ
の
人
間
・
信
仰
の

魅
力
』（
法
蔵
館　

二
〇
二
一
年
）
に
露
で
あ
る
。）

　
「
人
」
の
生
の
根
源
に
あ
る
「
矛
盾
」
は
、「
哲
学
」
を
通
し
て
そ
の
矛
盾
の
質
が
顕
か
に
自
覚
さ
れ
、生
の
深
き
と
こ
ろ
で
あ
る
「
宗
教
」

へ
と
旋
回
、
螺
旋
し
て
生
の
根
源
へ
と
還
相
す
る
。
藤
田
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
こ
の
矛
盾
の
と
こ
ろ
に
「
芸
術
」
も
語
り
合
わ
さ
れ
る
。

　
「
か
に
か
く
に
思
ひ
し
事
の
跡
絶
え
て　

た
ゞ
春
の
日
ぞ
親
し
ま
れ
け
る
」
と
い
う
西
田
の
歌
に
つ
い
て
、
藤
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
子
ど
も
を
相
次
い
で
亡
く
す
と
い
う
、
当
時
の
西
田
の
状
況
を
考
え
る
と
、
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
感
じ
の
す
る
歌
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
つ
づ
け
ざ
ま
の
苦
し
い
出
来
事
の
な
か
で
、
そ
し
て
そ
れ
が
生
み
だ
す
か
ぎ
り
な
く
深
い
悲
哀
の
な
か
で
、
ふ
っ
と
悲
哀
が

超
え
ら
れ
る
と
い
う
経
験
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
何
重
も
の
哀
し
み
が
重
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
哀
し
み
を
包
む
も
の
に
出

会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
悲
し
み
が
悲
し
み
の
た
だ
中
で
超
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
悲
し
み
が
、
あ
る
出
来
事
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と
、
そ
れ
を
経
験
し
た
個
人
と
の
あ
い
だ
で
閉
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
言
っ
た
「
大
き
な
悲
し
み
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ

な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。」

　
「
う
た
」
す
な
わ
ち
「
詩
」
と
い
う
究
極
の
芸
術
表
現
は
、
個
人
と
個
人
を
超
え
た
も
の
と
が
一
つ
に
な
る
「
矛
盾
」
に
立
つ
。
そ
の

事
に
つ
い
て
語
る
藤
田
の
口
ぶ
り
は
、
こ
と
に
印
象
的
で
あ
る
。
本
書
で
は
西
田
哲
学
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
は
っ
き

り
と
藤
田
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
こ
の
箇
所
で
、「
私
は
考
え
て
い
る
」
と
い
う
強
い
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。

　
「
哀
し
み
の
重
な
り
の
な
か
で
哀
し
み
を
包
む
も
の
に
出
会
う
と
い
う
経
験
に
は
、
論
理
的
な
必
然
性
は
な
い
。
一
つ
の
不
思
議
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。
…
…
そ
の
よ
う
な
経
験
の
不
思
議
さ
は
、
論
理
の
枠
組
み
が
し
っ
か
り
敷
か
れ
た
散
文
の
な
か
で
は
う
ま
く
表
現

で
き
な
い
。
歌
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
表
現
で
き
る
」
と
言
わ
れ
、「
歌
」
な
い
し
「
芸
術
活
動
」
の
特
質
が
、「
哀
し
み
を
包
む
も
の
」
を
め
ぐ
っ

て
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
論
理
の
枠
組
み
が
し
っ
か
り
敷
か
れ
た
「
散
文
」
は
、「
論
文
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
西
田
の
い
わ
ば

ギ
シ
ギ
シ
し
た
論
考
を
、「
詩
の
言
葉
」
の
よ
う
な
も
の
が
、
横
切
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
「
打
た
れ
る
」
こ

と
を
秘
め
て
い
る
感
じ
の
す
る
「
文
」
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
不
思
議
な
感
（
う
ご
き
）」
が
生
じ
る
の
も
、
そ
も
そ
も
の
言
葉
が
生

ま
れ
る
処
に
、
西
田
が
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
思
議
は
、「
絶
対
矛
盾
」
に
包
ま
れ
る
不
思
議
に
通
じ
る
。
そ
こ
に
共
に

立
つ
に
は
、「
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
客
観
的
に
距
離
を
置
い
た
学
的
表
現
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
的
中
す
る
に

は
間
が
開
い
て
い
て
、
的
に
正
中
す
る
に
は
、「
私
」
の
経
験
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
田
が
「
人
間
・
西
田
幾
多
郎
」
に

触
れ
る
極
所
を
、
こ
こ
で
は
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
現
が
支
え
て
い
る
。
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三
、「
歴
史
」
お
よ
び
「
世
界
」
に
お
け
る
「
矛
盾
」

　
「
行
為
的
自
己
」
を
核
心
に
考
え
続
け
た
西
田
に
お
い
て
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
問
題
は
、「
歴
史
」
と
「
世
界
」
の
事
柄
と
し
て

展
開
さ
れ
る
。「
歴
史
的
世
界
」
と
い
う
「
時
空
」
の
根
柢
に
、
た
ん
に
「
世
界
」
で
は
な
く
、「
絶
体
無
」
の
「
場
所
」
が
見
定
め
ら
れ

て
、
ほ
ぼ
「
西
田
哲
学
」
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
た
。

　
「
行
為
の
問
題
と
の
つ
な
が
り
か
ら
「
歴
史
」
の
問
題
に
、
そ
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
非
合
理
性
に
注
目
し
て
い
る
。
…
…
歴
史
は
、

行
為
す
る
者
を
突
き
動
か
し
て
い
る
「
何
処
ま
で
も
省
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
」
の
表
現
と
し
て
、
そ
の
内
に
非
合
理
的
な
も
の
を

最
初
か
ら
内
包
し
て
い
る
」
と
藤
田
は
述
べ
て
い
る
。
合
理
的
に
行
為
す
る
自
己
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
合
理
的
な
も
の
に
突
き
動
か

さ
れ
る
自
己
と
の「
矛
盾
」の
な
か
で
、行
為
を
通
し
て
、「
歴
史
」が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
が
成
立
し
て
い
る
の
は
、「
時

間
」
の
本
質
的
な
有
り
方
が
「
歴
史
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
歴
史
的
時
間
」
の
在
処
は
、「
自
己
が
真
に
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
そ
こ
に
死
に
ゆ
く
行
為
的
自
己
自
身
を
限
定
す
る
現
実
の
世
界
」
に
あ
る
。

　

そ
の
「
現
実
の
世
界
」
を
藤
田
は
、「
個
物
が
そ
の
時
間
的
（
直
線
的
）
限
定
の
な
か
で
他
の
個
物
に
（
私
が
汝
に
）
相
対
し
、
相
互

に
関
わ
り
あ
う
時
…
…
そ
の
限
定
は
自
己
自
身
の
時
間
的
（
直
線
的
）
限
定
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
空
間
的
（
円
環
的
）
な
性
格
を
帯

び
」、
ま
た
逆
に
「
空
間
・
場
所
の
な
か
で
の
一
般
者
（
環
境
・
社
会
）
に
よ
る
個
物
の
限
定
が
、
…
…
個
物
に
よ
る
自
己
限
定
に
関
わ
る
」

と
い
う
仕
方
、
つ
ま
り
「
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
の
自
己
同
一
」
と
し
て
説
明
す
る
。
自
己
自
身
の
「
内
な
る
矛
盾
」
と
、「（
我
の
内
な

る
）
汝
」
と
「（
汝
の
内
な
る
）
我
」
と
い
う
「
相
対
す
る
矛
盾
」
と
の
、
重
層
的
絶
対
矛
盾
が
、
自
己
（
個
物
の
生
）
と
時
間
（
歴
史
）

と
空
間
（
世
界
）
を
一
つ
に
具
体
化
す
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



一
八
三

「
自
己
矛
盾
」
と
「
未
完
の
哲
学
」　〔
岡
田
〕

　
「
現
実
の
世
界
」
に
お
け
る
「
現
在
」
に
は
、
過
去
と
未
来
と
が
同
時
存
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、「
時
」
は
動
い
て
、
動
か
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
事
を
藤
田
は
、「
現
在
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
内
包
し
て
」
お
り
、「
時
代
は
常
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
」
と
語
っ
て
い
る
。「
純
粋
経
験
」
に
孕
ま

れ
て
い
た
矛
盾
は
、
後
期
西
田
に
お
い
て
は
、「
歴
史
的
世
界
」
の
「
現
在
」
の
矛
盾
と
し
て
「
学
的
」
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
我
々
の
自
己
の
根
柢
に
あ
る
深
き
自
己
矛
盾
」
と
は
、「
永
遠
の
死
の
自
覚
」
が
「
自
己
存
在
の
根
本
的
理
由
」
と
な
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
自
己
の
存
在
を
支
え
て
い
る
も
の
に
出
会
う
」
こ
と
で
あ
る
。「
死
の
自
覚
」
が
す
な
わ
ち
「
生
の
自
覚
」
で
あ
る
と
い
う
「
深

き
自
己
矛
盾
」
が
、「
宗
教
的
意
識
」
を
生
む
。
藤
田
は
簡
潔
に
こ
の
事
情
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
底
に
徹
し
た
と
き
に
出
会
わ
れ
る
絶
対
に
無
限
な
も
の
は
、「
自
己
が
そ
こ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
も

の
」、
つ
ま
り
自
己
の
根
底
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
を
超
え
た
も
の
に
出
会
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
超
越
的
な
他
者
で
は
な
く
、「
真
の

自
己
自
身
」
を
見
い
だ
す
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
己
と
絶
対
的
存
在
（
自
己
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
自
己
の
根
底
で

あ
る
存
在
）
と
の
矛
盾
的
な
関
係
こ
そ
宗
教
が
成
り
立
つ
場
所
な
の
で
あ
る
。」

　

そ
れ
ぞ
れ
に
矛
盾
を
は
ら
む
「
宗
教
・
芸
術
・
哲
学
」
は
「
自
己
の
根
底
に
あ
る
矛
盾
的
生
」
か
ら
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
西
田
哲
学

の
骨
格
構
成
が
透
視
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
書
に
よ
っ
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
に
は
、
本
書
の
こ
の
点
が
改
め
て
こ
と
に
学
ぶ
べ

き
事
柄
で
あ
っ
た
。

四
、「
未
完
の
哲
学
」
と
い
う
こ
と

　
「
矛
盾
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
西
田
哲
学
の
世
界
を
開
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、「
矛
盾
」
と
い
う
こ
と
が
、
西
田
哲
学
の
根
本
的
性
質
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を
物
語
る
も
の
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
藤
田
は
「
未
完
の
哲
学
」
と
い
う
仕
方
で
西
田
哲
学
を
押
さ
え
て
い
る
が
、「
未
完
」
で
あ
る
と

い
う
意
味
と
「
矛
盾
」
と
い
う
事
柄
は
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
に
お
け
る
「
未
完
の
哲
学
」
の
意
味
は
、「
完
結
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
哲
学
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
藤
田
は
、「
つ
ね

に
発
展
の
可
能
性
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
を
、「
未
完
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
い
る
。

　

本
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
西
田
の
「
私
は
い
つ
ま
で
も
一
介
の
抗
夫
で
あ
る
。
礦
石
を
精
錬
す
る
暇
す
ら
も
な
い
」
と
い
う

言
葉
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「「
一
介
の
坑
夫
」
で
あ
る
こ
と
を
哲
学
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
西
田
は
積
極
的
に
認
め

て
い
た
」
と
、
さ
ら
に
息
を
つ
い
で
「
そ
こ
に
は
誇
り
さ
え
感
じ
ら
れ
る
」
と
藤
田
の
思
い
が
重
ね
ら
れ
る
。
最
終
章
「
流
動
す
る
思
索

の
終
焉
」
で
、
再
び
「
一
介
の
抗
夫
」
と
い
う
あ
り
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
未
完
の
哲
学
」
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

ま
ず
林
達
夫
の
次
の
文
章
が
引
用
さ
れ
、「
西
田
の
思
索
ス
タ
イ
ル
を
的
確
に
言
い
表
し
た
言
葉
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。「
あ
ら
ゆ
る

思
想
的
産
出
の
材
料
や
道
具
や
工
程
的
努
力
そ
の
も
の
が
如
実
に
い
わ
ば
「
即
物
的
」
に
あ
ら
わ
さ
て
い
る
」。
い
ち
お
う
の
完
結
し
た

著
作
は
『
善
の
研
究
』
の
み
で
あ
り
、
以
降
の
著
作
は
す
べ
て
論
文
集
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
思
議
と
言
え
ば
、
不
思
議
な
事
実
で
あ
る
。

林
は
ま
た
西
田
の
哲
学
は
「
完
結
し
た
思
想
体
系
で
は
な
く
、む
し
ろ
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
エ
ッ
セ
ー
」
と
言
っ
て
も
、

哲
学
的
な
破
格
の
エ
ッ
セ
ー
で
あ
ろ
う
。

　
（「
哲
学
論
文
」
と
な
っ
た
と
た
ん
に
、
西
田
の
文
章
は
難
解
を
極
め
る
相
貌
を
現
わ
す
。
た
と
え
ば
講
演
集
や
解
説
的
文
章
は
、
実
に

当
を
得
て
分
か
り
や
す
く
的
確
で
あ
る
。
そ
う
い
う
分
か
り
や
す
い
文
章
を
書
け
る
資
質
を
強
く
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た

「
短
歌
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
の
心
に
響
き
い
る
言
葉
を
胸
に
秘
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
「
書
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
伸
び
や
か
な
生
の
動
き
を
表
出
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
「
西
田
哲
学
」
と
し
て
総
合
的
に
体
系
づ
け

る
高
所
か
ら
の
整
理
も
出
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
「
途
上
」
で
あ
り
続
け
、
し
か
も
そ
の
途
上
の
道
に
あ
る
用
語
は
、
印
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「
自
己
矛
盾
」
と
「
未
完
の
哲
学
」　〔
岡
田
〕

象
的
で
閃
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
語
と
し
て
は
ご
つ
ご
つ
と
角
に
あ
た
る
言
葉
に
満
ち
て
い
る
。

　

高
坂
正
顕
の
「
先
生
の
思
想
の
根
本
に
は
生
命
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
。
先
生
の
哲
学
は
そ
の
概
念
的
表
現
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
思
索
生
命
の
リ
ズ
ム
感
は
、
直
接
講
義
を
聞
い
た
も
の
に
は
、
直
ち
に
う
な
ず
か
れ
る
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
文
字
と
し
て
固
定
し
た
形
で
西
田
の
論
文
に
出
会
う
も
の
に
は
、思
索
の
律
動
が
留
め
ら
れ
た
「
凍
れ
る
言
葉
」
に
な
っ

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。そ
れ
を
溶
か
す
の
に
有
力
な
働
き
を
す
る
役
割
を
、「
人
間
・
西
田
」を
伝
え
て
く
れ
る
本
書
が
は
た
し
て
く
れ
る
。

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
読
者
の
側
の
、
西
田
を
受
け
止
め
、
そ
の
リ
ズ
ム
と
思
索
を
懐
胎
す
る
「
あ
り
方
」
が
、
真
に
問
わ
れ
る
。
ピ
カ

ソ
は
「
絵
は
見
ら
れ
る
人
に
よ
っ
て
初
め
て
生
命
を
与
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
作
品
は
見
ら
れ
る
人
を
待
っ
て
「
い
の
ち
」
を

息
吹
か
せ
る
よ
う
に
、
西
田
の
思
索
は
、
そ
れ
を
抱
く
人
を
待
っ
て
ほ
ん
と
う
に
生
き
て
く
る
。
だ
か
ら
時
代
を
超
え
て
い
つ
の
人
に
も

注
目
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
未
完
の
哲
学
」
と
言
え
る
も
の
を
、
西
田
哲
学
は
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。）

　
「
未
完
」
と
は
「
未
だ
完
結
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
完
結
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
途
上
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

し
か
し
そ
の
こ
と
は
「
途
中
に
在
っ
て
家
舎
を
離
れ
ず
」（『
臨
済
録
』）
と
い
う
こ
と
に
本
来
は
通
じ
る
。
こ
の
点
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ

い
て
言
え
ば
、
藤
田
が
紹
介
し
て
い
る
下
村
寅
太
郎
の
次
の
言
葉
が
、
そ
の
理
解
に
大
き
く
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
論

文
は
、
独
立
し
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
直
ち
に
次
の
論
文
を
呼
び
起
こ
す
。
互
い
に
相
呼
応
し
な
が
ら
発
展
し

て
ゆ
く
。
常
に
次
の
論
文
は
前
の
論
文
を
超
え
て

0

0

0

ゆ
く
。
そ
れ
故
、
各
々
の
論
文
は
完
結
し
な
が
ら
未
完
結
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立

し
な
が
ら
連
続
し
て
い
る
。
…
…
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
す
べ
て
の
論
文
が
そ
の
時
点
に
お
け
る
全
体
を
含
蓄

0

0

し
て
お
り
、
そ
れ
自

身
で
完
結
し
完
成
し
て
い
る
。「
モ
ナ
ド
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
」。

　

こ
の
言
葉
を
受
け
て
、藤
田
は
本
書
の
副
題
を
「
未
完
の
哲
学
」
と
し
た
理
由
を
、「
西
田
が
一
つ
の
論
文
を
書
き
上
げ
る
と
す
ぐ
に
「
次

の
問
題
」
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
と
徹
底
し
て
取
り
組
み
、
自
ら
の
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
や
む
こ
と
が
な
か
っ
た
点
を
表



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
八
六

現
し
た
い
と
思
っ
た
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
物
そ
の
も
の
に
な
っ
て
見
よ
う
と
し
た
点
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
生
き
た
も
の
、
動
く
も

の
の
「
動
性
」
を
そ
の
動
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
点
に
西
田
の
哲
学
の
特
徴
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
西
田
の
思
索
そ
の
も
の
が
動
く
も
の
、
文
字
通
り
「
流
動
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
踏

み
込
ま
れ
る
。

　
「
歩
々
到
着
」（
種
田
山
頭
火
の
語
る
禅
語
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
歩
一
歩
に
お
い
て
歩
み
抜
い
て
完
結
し
た
一
歩
で
あ
る
か
ら
、

次
の
一
歩
へ
と
連
続
し
て
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
真
に「
非
連
続
」で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、真
の「
連
続
」が
創
造
さ
れ
る
。「
動
性
」は
、「
非

連
続
」
と
「
連
続
」
の
「
絶
対
矛
盾
」
に
お
い
て
成
立
す
る
。
西
田
哲
学
と
い
う
作
品
も
、
西
田
の
思
索
そ
の
も
の
も
、
そ
の
よ
う
な
性

質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ば
「
モ
ナ
ド
的
完
結
的
未
完
性
」
の
「
哲
学
」
が
、
西
田
哲
学
の
根
本
的
特
徴
に
し
て
性
質
で
あ
る

こ
と
が
、
本
書
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
矛
盾
」
と
「
未
完
」
と
は
、
西
田
に
お
い
て
内
的
に
密
接
で
あ
っ
た
。

五
、「
論
理
」
と
い
う
未
完
の
問
題

　

西
田
の
最
後
の
論
文
は
、
未
完
の
「
私
の
論
理
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
本
書
で
も
最
後
に
こ
の
論
文
に
ふ
れ
ら
れ
る
。
藤
田
は
西
田

の
言
う
「
論
理
」
を
、「
思
惟
の
規
則
で
は
な
く
、
実
在
の
自
己
形
成
（
自
覚
）
の
形
式
で
あ
る
」
と
解
説
し
、「
そ
こ
か
ら
従
来
の
形
式

的
な
論
理
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
具
体
的
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
意

義
を
述
べ
て
い
る
。

　

藤
田
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
純
粋
経
験
」
は
た
ん
な
る
意
識
現
象
で
は
な
く
「
論
理
的
根
拠
」
を
有
し
て
お
り
、「
場
所
」
の
思
想
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己
矛
盾
」
と
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未
完
の
哲
学
」　〔
岡
田
〕

を
通
し
て
、
そ
の
根
拠
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
が
西
田
の
認
識
論
で
あ
る
。
そ
の
論
理
の
端
緒
は
、「
こ
こ
ろ
」
な
い
し
「
感
情
（
情こ
こ
ろが

感う
ご

く
こ
と
）」
へ
の
注
目
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

西
田
は
「
感
情
と
い
ふ
の
は
精
神
現
象
の
一
方
面
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
意
識
成
立
の
根
本
条
件
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
我
々
の
精
神
現
象
の
物
体
現
象
と
異
な
る
所
以
は
意
味
即
実
在
に
し
て
、
作
用
と
作
用
と
の
内
面
的
結
合
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か

る
結
合
の
状
態
が
具
体
的
感
情
で
あ
っ
て
、
か
か
る
結
合
の
内
容
が
感
情
の
真
の
内
容
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」
と
述
べ
、「
先
験
的
感
情
」

と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、「
情
緒
」
の
底
に
あ
る
、過
去
も
現
在
も
一
つ
に
な
っ
て
流
れ
る
「
深
き
意
識
の
流
れ
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
識
の
論
理
化
が
、「
自
覚
意
識
」
を
手
が
か
り
に
し
て
見
極
め
ら
れ
て
行
く
。

　

さ
ら
に
「
自
覚
意
識
」
の
成
立
構
造
（
論
理
性
）
を
支
え
る
も
の
が
、「
述
語
の
論
理
」
と
し
て
の
「
場
所
論
」
で
あ
っ
た
、
と
言
っ

て
よ
い
と
思
う
。
意
識
成
立
の
根
本
的
条
件
と
も
見
な
さ
れ
る
述
語
的
「
自
覚
的
感
情
」
の
論
理
は
「
こ
こ
ろ
の
論
理
」
と
も
見
ら
れ
、

東
洋
的
性
格
を
帯
び
、
そ
れ
に
対
し
て
西
洋
の
論
理
は
「
実
在
の
論
理
」
と
も
、「
主
語
的
論
理
」
と
も
見
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
「
東

洋
の
論
理
」
と
か
「
西
洋
の
論
理
」
と
か
の
論
理
理
解
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、「
論
理
そ
の
も
の
の
普
遍
性
」
と
背
理
す
る
。

　

さ
き
に
た
ん
に
究
極
所
が
「
世
界
」
で
は
な
く
、「
場
所
」
と
言
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
た
が
、「
知
」
は
「
生
き
た
知
」
と
し
て
「
知
と

情
意
」
と
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
地
点
に
立
つ
と
き
、
知
の
根
拠
と
な
る
「
歴
史
的
世
界
」
の
「
現
在
」
の
な
お
根
底
に
「
無

の
場
所
」
が
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
西
田
哲
学
は
、
西
田
哲
学
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
現
代
は
こ
の
西
田
哲
学
が
、「
哲
学
」

と
し
て
の
普
遍
性
に
開
か
れ
る
途
上
に
あ
る
。
そ
の
途
上
は
、
西
田
が
歩
ん
だ
道
の
途
上
で
も
あ
る
。
そ
の
問
題
が
、「
私
の
論
理
と
い

う
も
の
」
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
矛
盾
す
る
も
の
が
と
も
に
立
つ
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
ほ
ん
と
う
の
普
遍
性
を
求
め
る
に
は
、
矛
盾

が
成
り
立
つ「
場
」と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（「
場
」の
特
性
は
、重
な
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
空

間
」
で
は
、
重
な
り
は
排
除
さ
れ
る
。）
そ
の
よ
う
な
「
場
」
の
「
論
理
」
が
、「
場
所
的
論
理
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
は
な
い
か
。
た
ん
な
る
方
法
的
論
理
と
い
う
も
の
で
は
、
少
な
く
と
も
あ
り
え
な
い
。

　
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」を
執
筆
し
て
は
っ
き
り
西
田
の
自
覚
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
は
、大
拙
の「
即
非
の
論
理
」と
相
通
じ
る「
場

所
的
論
理
」と
い
う「
私
の
論
理
」の
意
義
で
あ
り
、な
お
論
理
の
問
題
の
掘
り
下
げ
の
必
要
性
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
未
完
の
哲
学
」

の
哲
学
の
「
未
完
性
」
は
、
す
べ
て
の
根
本
問
題
に
核
心
的
に
か
か
わ
る
「
論
理
」
の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
論
理
問
題
の
意
義
を
指
摘
す
る
と
思
わ
れ
る
藤
田
の
次
の
言
葉
を
、
最
後
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。「「
東
洋
と
西
洋
」
と
い

う
単
純
な
対
置
が
力
を
失
う
と
こ
ろ
が
西
田
の
思
索
の
場
所
で
あ
っ
た
」。




