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は
じ
め
に

　
一
九
四
〇
年
二
月
九
日
、
西
田
は
久
松
真
一
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
こ

う
書
い
て
い
る
。「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
のKrankheit zum

 tode

『
死
に
至

る
病
』
と
い
ふ
も
の
を
読
ん
で
み
ま
し
た
　
無
論
全
く
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
で
す
が
宗
教
心
の
分
析
と
い
ふ
も
の
は
誠
に
深
酷
の
も
の
と
お
も
ひ
ま

す
　
之
を
材
料
と
し
て
少
し
実
践
哲
学
の
根
柢
を
書
い
て
み
た
い
と
思
ひ

居
り
ま
す
」（
⑲
100
）。
西
田
が
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」（『
哲
学
論
文
集

第
四
』
所
収
、
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
究
明

を
試
み
た
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
へ

の
強
い
共
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
西
田
が
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
を
考
究
す
る
に
当
た
り
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
の
ど
の
よ
う
な
内
容
に
強
い
影
響
を
受
け

た
の
だ
ろ
う
か）

3
（

。
両
者
の
哲
学
的
立
場
に
は
確
か
に
相
違
は
あ
る
も
の

（
2
）

の
、
西
田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
た
点
、
換
言
す
れ
ば
、

互
い
の
思
想
が
深
い
所
で
相
交
わ
る
接
点
を
見
出
す
こ
と
は
、
西
田
の

「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
を
探
る
た
め
に
も
必
須
の
要
件
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
こ
の
接
点
で
あ
る
（
こ
の

接
点
を
本
稿
で
は
、「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
と
名
づ
け
て
お
く
）。

　
敷
衍
し
て
言
え
ば
、
こ
の
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
に
は
、
西
田

研
究
に
お
け
る
伝
統
的
立
場

―
初
期
西
田
に
見
ら
れ
る
「
純
粋
経
験
」

の
文
脈
の
中
に
そ
の
後
の
西
田
の
思
索
も
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
立
場

―
と
は
異
な
る
視
座
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
意
義
を
も
有
し
て
い
る
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、
西
田
に
お
け
る
「
実
践
哲
学
の

根
柢
」
の
原
型
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
西
田
が
論
文
「
実

践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
に
着
目
し
た

箇
所
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
う
。

〈
研
究
論
文
４
〉

喜
　
多
　
源
　
典
　

　「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
に
関
す
る
一
考
察

│
西
田
幾
多
郎
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

│
）
1
（
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考
え
て
お
り
、
自
己
そ
の
も
の
の
成
立
の
根
柢
を
問
題
に
し
て
来
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
自
己
の
深
い
内
省
的
分
析
に
よ

り
、
意
識
的
自
己
そ
の
も
の
の
成
立
の
根
柢
を
突
き
詰
め
、
そ
の
独
特
の

性
格
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
西
田
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
強

い
共
感
も
こ
の
点
か
ら
生
じ
て
く
る
。
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
明
ら
か

に
し
た
「
意
識
的
自
己
の
成
立
の
根
柢
」
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る

も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
「
人
間
の
自
己
と
は
単
な

る
関
係
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
と
共
に
、

全
関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
へ
の
関
係
で
あ
る
、
即
ち
絶
対
他
者
へ
の
関

係
で
あ
る
」（
⑩
23
）
と
い
う
自
己
の
捉
え
方
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
を
高
く
評
価
し
、「
実
践
哲
学
は
か
ゝ
る

立
場
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
⑩
４
）
と
考
え
る
に
至
る
。

　
で
は
、
上
述
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
一
つ
の
綜
合

―

有
限
性
と
無
限
性
と
の
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
、
必
然

と
自
由
と
の
綜
合

―
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
間
の
関
係
で
あ
る
が
、
単

に
綜
合
が
一
定
の
固
定
的
関
係
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己

が
内
面
的
に
自
己
自
身
と
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、
相
矛
盾
す
る
二
つ

の
関
係
項
の
間
で
、
関
係
の
仕
方
に
応
じ
て
出
来
て
く
る
関
係
が
違
っ
て

く
る
。
そ
の
よ
う
な
動
的
な
関
係
が
「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
自
己
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
綜

合
と
し
て
の
自
己
の
不
調
和
な
状
態
を
「
絶
望
」
と
呼
ぶ
。

　
た
だ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
に
お
い
て
、

一
　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
へ
の
共
感

　
西
田
の
思
索
に
お
い
て
、
本
格
的
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
は
中
期
）
4
（

の
著
作
『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
年
）
に

お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
は
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
再
び
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
本
格
的
に
論
じ

ら
れ
る
の
は
後
期
の
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
は
、
第
一
節
の
全
て
が
『
死
に
至
る
病
』
の

思
想
の
精
細
な
要
約
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
西
田
が
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
思
想
に
い
か
に
深
く
共
感
し
て
い
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い

る
。
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
で
は
『
死
に
至
る
病
』
を
出
立
点
と
し
て

実
践
哲
学
の
基
礎
づ
け
が
試
み
ら
れ
る
。
で
は
、
西
田
は
『
死
に
至
る
病
』

の
ど
の
よ
う
な
内
容
に
強
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
か）

5
（

。
論
文
「
実
践
哲
学

序
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
は
、
そ
の
根
柢
と
な
っ
て
居
る
考
が
キ
リ
ス
ト

教
的
で
あ
り
、
論
じ
方
は
パ
ト
ス
的
で
は
あ
る
が
、
我
々
の
自
己
の
深
い

内
省
的
分
析
と
し
て
、
極
め
て
深
酷
に
徹
底
的
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。

何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
突
き
詰
め
た
も
の
で
あ
る
。
由
来
、
哲
学
に

は
此
の
如
き
自
己
と
云
ふ
も
の
の
深
い
内
省
を
欠
い
て
居
る
。
従
っ
て
道

徳
に
於
て
自
己
を
否
定
す
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
根
拠
が
明
か
で
な
い
。

実
践
と
い
っ
て
も
、
真
に
歴
史
的
実
践
を
考
へ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
す

べ
て
唯
意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
考
へ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
」（
⑩
７
）。

　
従
来
の
哲
学
は
、
抽
象
的
な
意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
実
践
の
問
題
を
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し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
に
根
差
し
て

い
る
罪
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
殺
人
や
姦
淫
と
い
っ
た
類
い
の
罪
で
は
な

く
、
我
意
が
罪
な
の
で
あ
る
。
西
田
は
自
己
そ
の
も
の
の
成
立
の
根
柢
が

真
に
問
題
と
な
る
「
神
の
前
の
自
己
」
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の

捉
え
方
に
「
極
め
て
深
酷
で
徹
底
的
」
な
る
も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
罪
は
自
己
自
身
の
存
在
そ
の

も
の
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
真
に
罪
と
云
ふ
も
の
が
考

へ
ら
れ
ぬ
所
に
、
真
に
自
己
と
云
ふ
も
の
は
な
い
」（
⑩
22
）。
西
田
が
『
死

に
至
る
病
』
か
ら
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
所
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

二
　
西
田
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
死
に
至
る
病
』
理
解

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
西
田
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
に
深

く
共
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
自
ら

の
後
期
の
立
場
か
ら
独
自
に
解
釈
し
て
い
く
。
後
期
西
田
の
立
場
と
は
、

身
体
を
拠
点
と
し
た
行
為
の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
立
場
か
ら
現
実
的
世
界

の
構
造
、
即
ち
歴
史
的
世
界
を
捉
え
る
こ
と
を
志
向
し
、
世
界
は
全
体
的

一
と
個
物
的
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
原
理
で
自
己
自
身
を

創
造
的
に
形
成
す
る
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
立
場
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界

の
在
り
よ
う
は
こ
の
原
理
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
「
作

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
論
文

「
実
践
哲
学
序
論
」
と
は
、
西
田
が
こ
の
論
文
以
前
の
『
哲
学
論
文
集
　

第
三
』
に
お
い
て
到
達
し
た
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
原
理
と
そ
の

自
己
が
自
己
自
身
で
調
和
の
取
れ
た
綜
合
を
為
し
得
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
前
提
に
立
つ
。
そ
れ
は
、
自
己
は
自
己
自
身
を
自
分
で
措
定
し
た
の
で

は
な
く
、
絶
対
他
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
の
自
己
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る

と
共
に
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
自
己
自
身
を
措

定
し
た
絶
対
他
者
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
人

間
の
自
己
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
本
来
的
な
絶
望
に
二

形
式
あ
る
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
。
人
間
の
自
己
が
自
分
で
自
己
を
措
定
し

た
単
な
る
自
己
関
係
で
あ
れ
ば
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し

な
い
と
い
う
絶
望
形
式
の
み
が
問
題
と
な
る
が
、
自
己
関
係
が
同
時
に
自

己
自
身
を
措
定
し
た
絶
対
他
者
に
関
係
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
故
に
、
絶

望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
絶
望
形
式
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
人
間
は
決
し
て
自
己
自
身
で
均
衡
と
平
安
に
達
し
得
ず
、
た
だ
自
己

自
身
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
絶
対
他
者
（
神
）
に
関
係
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
が
可
能
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
い
わ
く
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
は
、
人
間
的
な
自

己
、
そ
の
尺
度
が
人
間
で
あ
る
自
己
の
規
定
内
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

人
間
が
「
神
に
対
し
て
」
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
の

前
の
自
己
」「
神
を
尺
度
と
す
る
人
間
的
自
己
」
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ

は
換
言
す
れ
ば
、
自
己
そ
の
も
の
の
成
立
の
根
柢
が
真
に
問
題
と
な
る
時

の
自
己
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
罪
」
で

あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
人
間
の
罪
と
は
、
神
の
前
に
お
い
て
、
自

己
が
神
の
観
念
を
有
し
な
が
ら
、
神
の
意
志
を
自
己
の
意
志
と
為
そ
う
と
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（
⑩
45
）。
つ
ま
り
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
自
己
が
外
に
「
物
を
作
る
」

こ
と
が
主
観
的
意
識
作
用
的
な
自
己
か
ら
出
て
、「
絶
対
他
者
に
措
定
せ

ら
れ
た
も
の
」
＝
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
し
て
の
自
己

を
可
能
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
「
物
を
作
る
」
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
自
己
が
物
を
作
る
と
は
「
制
作
」（
ポ
イ
エ

シ
ス
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
が
客
観
的
世
界
の
一
事
物

（
作
ら
れ
た
も
の
）
と
な
っ
て
現
れ
出
て
来
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
作
ら

れ
た
も
の
に
よ
っ
て
作
る
も
の
と
し
て
の
自
己
が
新
た
に
作
ら
れ
、
そ
の

自
己
が
ま
た
物
を
作
り
行
く
と
い
う
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の

へ
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
制
作
と
は
、
我
々
が
現
実
の
世
界
に
行
為
す

る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
制
作
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、

我
々
の
自
己
が
「
歴
史
的
身
体
」
と
い
う
身
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
重

要
性
で
あ
る
。
我
々
の
制
作
と
い
う
行
為
に
身
体
は
欠
か
せ
な
い
。
西
田

は
人
間
の
身
体
に
つ
い
て
、
動
物
の
よ
う
に
自
ら
の
生
存
維
持
と
い
う
目

的
の
た
め
に
の
み
身
体
の
機
能
を
有
す
る
「
生
物
的
身
体
」
だ
け
で
は
な

く
、「
自
己
の
身
体
を
道
具
と
し
て
も
つ
」（
⑧
283
）
と
い
う
人
間
独
自
の

身
体
の
特
徴
を
有
す
る
「
歴
史
的
身
体
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
⑧
318
）。

我
々
の
自
己
が
歴
史
的
身
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
は
単
な
る
対
象
で

は
な
く
、
我
々
の
自
己
に
対
し
て
否
定
的
な
「
表
現
」
と
し
て
迫
り
来
る

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
我
々
の
自
己
が
ま
た
物
に
働
き
行
く
こ

と
を
惹
き
起
こ
す
と
い
う
「
行
為
に
よ
っ
て
物
を
見
る
」（
⑧
305
）
と
い

う
弁
証
法
的
事
態
を
可
能
と
す
る
。「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」

構
造
と
し
て
の
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
を
根
本
的
思
想
と

し
て
実
践
の
問
題
に
取
り
組
み
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
を

独
自
に
捉
え
返
し
て
、
自
ら
の
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
を
究
明
せ
ん
と
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
西
田
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
を
ど
の
よ
う
に
独
自

に
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
規
定
に
つ
い

て
、
西
田
が
述
べ
る
次
の
一
文
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。「
か
ゝ
る
自
己

の
作
用
と
云
ふ
の
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
内
か
ら
自
己
を
限
定
す

る
個
物
的
限
定
と
し
て
、
目
的
的
作
用
型
で
あ
る
と
共
に
、
絶
対
他
者
に

よ
っ
て
措
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
逆
作
用
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

…
…
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
、
か
ゝ
る
作
用
は
作

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
⑩
45
）。

ま
ず
、
西
田
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」

を
「
自
己
自
身
の
内
か
ら
自
己
を
限
定
す
る
個
物
的
限
定
」
と
捉
え
、
主

観
的
な
意
識
作
用
と
解
し
て
い
る
。
次
に
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、「
全

関
係
を
措
定
し
た
第
三
者
（
絶
対
他
者
）
へ
の
関
係
」
を
西
田
は
「
矛
盾

的
自
己
同
一
的
世
界
の
自
己
限
定
」
と
し
て
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る

も
の
へ
」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。　
　

　
西
田
は
言
う
、「
我
々
が
何
処
ま
で
も
目
的
的
作
用
型
の
自
己
か
ら
出

て
、
歴
史
的
世
界
に
於
て
外
に
物
を
作
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
自
己

が
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
絶
対
他
者
に
措
定
せ
ら
れ
た
も
の
、
即
ち
作

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
と
し
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

何
処
ま
で
も
逆
作
用
型
的
に
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
物
か
ら
の
否
定
的
働
き
が
極

限
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
我
々
に
迫
り
来
る
と
い
う
事
態
で
あ

る
。
西
田
が
人
生
上
で
遭
遇
し
た
経
験
で
言
え
ば
、
五
人
も
の
愛
す
る
我

が
子
の
死
に
直
面
し
た
経
験
が
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
歴

史
的
身
体
的
自
己
の
立
場
か
ら
自
己
の
力
に
よ
っ
て
応
じ
よ
う
と
す
る
立

場
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
苦
悩
や
悲
哀
に
押
し
潰
さ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
そ

こ
に
宗
教
的
・
超
越
的
次
元
か
ら
の
働
き
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
側
面
が

見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
と
、
我
々
の
自
己
が
歴

史
的
世
界
に
お
い
て
「
物
を
作
る
」
こ
と
が
「
絶
対
他
者
に
措
定
せ
ら
れ

た
も
の
と
し
て
逆
作
用
型
」
＝
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と

い
う
在
り
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
で
は
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
物
か
ら
の
極
限
的
な
否
定
的
表
現
が

我
々
に
迫
り
来
る
と
い
う
事
態
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
「
絶
対
に
超
越
的
な
る
も
の
」
か
ら
で
あ
る
と
西
田
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
絶
対
に
超
越
的
な
る
も
の
と
は
、
西
田
に
お
い
て
は
「
絶
対
無
」（
絶

対
者
）
を
意
味
す
る
。「
絶
対
無
と
は
、
す
べ
て
に
対
し
超
越
的
な
る
と

共
に
、
す
べ
て
が
之
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
か
ゝ
る
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界

は
、
我
々
の
自
己
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
考
へ
ら
れ
る
歴
史
的
・
社
会
的

形
成
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
⑨
6
）。
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き

た
い
こ
と
は
、
西
田
に
お
い
て
は
絶
対
に
超
越
な
る
も
の
（
絶
対
無
）
は

歴
史
的
・
社
会
的
世
界
の
底
に
超
越
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

と
い
う
制
作
が
可
能
と
な
る
の
は
、
我
々
が
歴
史
的
身
体
と
し
て
の
自
己

で
あ
る
が
故
に
、
物
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
「
行
為
に
よ
っ
て
物
を
見
る
」

こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
々
の
制
作
と
い
う
行

為
が
成
り
立
つ
の
は
、
我
々
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
が
、
そ
の
身
体
を
自

己
の
内
に
の
み
留
め
ず
、
自
己
の
外
な
る
物
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
「
身

体
を
有
つ
」
と
い
う
歴
史
的
身
体
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
制
作
の
世
界
は
、

歴
史
的
身
体
的
自
己
の
立
場
に
留
ま
っ
た
次
元
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ

の
立
場
と
は
、
我
々
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
が
物
か
ら
の
否
定
的
表
現
に

対
し
て
自
己
の
力
で
応
え
得
る
立
場
の
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
制
作
の

世
界
は
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
身
体
的
自
己
の
立
場
そ
の
も
の

が
絶
対
否
定
さ
れ
る
次
元
も
含
み
込
ん
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
制
作
の
世
界
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
は
、
歴
史
的
身

体
的
自
己
の
次
元
と
そ
の
自
己
が
絶
対
否
定
さ
れ
る
次
元
と
い
う
二
重
の

次
元
を
含
み
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
と
我
々
の
自
己
が
「
絶

対
他
者
に
措
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
逆
作
用
型
」
＝
「
作
ら
れ
た
も
の

か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
自
己
の
在
り
方
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
全
関
係
を
措
定
し
た
絶
対
他
者
へ
の
関
係

　
前
節
で
述
べ
た
、
我
々
の
制
作
の
世
界
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
に
お
い

て
、
物
か
ら
の
否
定
的
表
現
に
対
し
て
、
我
々
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
の

立
場
が
絶
対
否
定
さ
れ
る
次
元
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
だ
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な
表
現
を
「
歴
史
的
世
界
の
唯
一
局
面
に
於
て
、
何
処
ま
で
も
個
物
的
な

る
我
々
の
自
己
に
臨
み
来
る
絶
対
表
現
」（
⑩
58
）
と
し
て
「
無
上
命
令

と
し
て
の
実
践
的
当
為
」（
⑩
58
）
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
自
己

が
歴
史
的
世
界
の
唯
一
局
面
を
媒
介
と
し
て
「
実
践
的
当
為
の
無
上
命

令
」
で
あ
る
「
絶
対
表
現
」
に
結
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
所

に
「
実
践
的
行
為
」
が
あ
り
、
そ
の
唯
一
局
面
に
お
い
て
我
々
の
自
己
は

「
絶
対
に
触
れ
る
」（
⑩
56
）
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
事
態
を
我
々
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
に
即
し
て
言
え
ば
、
我
々
の

自
己
は
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
物
か
ら
の
極
限
的
な
否
定
的
表
現
に
迫
ら

れ
、
ど
れ
だ
け
自
分
の
力
で
あ
が
い
て
も
自
己
の
力
で
応
じ
得
な
い
。
超

越
的
な
る
も
の
の
絶
対
表
現
を
前
に
し
た
時
、
我
々
の
自
己
存
在
が
自
己

矛
盾
的
事
実
そ
の
も
の

―
「
我
々
の
自
己
そ
の
も
の
の
存
立
に
深
い
矛

盾
が
あ
る
の
で
あ
る
、
…
こ
の
矛
盾
は
決
し
て
自
己
の
力
で
除
去
し
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
」（
⑪
140
）

―
と
い
う
絶
対
的
事
実
が
厳
然
と
立

ち
は
だ
か
る
。
そ
の
自
己
矛
盾
的
事
実
の
極
み
に
我
々
が
立
つ
時
、
我
々

の
歴
史
的
身
体
的
自
己
は
「
歴
史
的
身
体
的
方
向
の
底
に
歴
史
的
身
体
的

な
る
も
の
を
否
定
」（
⑩
70
）
せ
し
め
ら
れ
、
歴
史
的
身
体
の
そ
の
底
に

自
身
を
否
定
し
て
物
（
の
絶
対
否
定
的
表
現
）
そ
の
も
の
と
な
り
行
く

（
こ
の
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
為
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
宗
教
的
転
換

と
も
言
え
る
事
態
で
あ
る
）。
し
か
し
、
歴
史
的
身
体
的
自
己
は
消
え
行

く
の
で
は
な
く
、
物
（
の
絶
対
否
定
的
表
現
）
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
に

よ
り
、
絶
対
者
の
働
き

―
超
越
的
な
る
絶
対
者
が
歴
史
的
世
界
に
内
在

化
し
て
世
界
を
形
成
す
る
働
き

―
に
従
っ
た
「
絶
対
自
由
」
を
有
し
た

　
こ
の
「
絶
対
に
超
越
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
、
西
田
は
論
文
「
人
間
的

存
在
」（『
哲
学
論
文
集
第
三
』
所
収
、
一
九
三
九
年
）
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
絶
対
は
近
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
向
ふ

と
云
ふ
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
被
造
者
か
ら
創
造
者
に
行
く
途

は
な
い
。
併
し
現
実
は
い
つ
も
絶
対
に
超
越
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
媒
介

せ
ら
れ
、
我
々
は
之
に
向
ふ
と
云
ふ
こ
と
す
ら
で
き
な
い
絶
対
か
ら
、

我
々
は
向
ふ
所
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
⑨
46
）。
こ
の
絶
対
に
は
、

我
々
の
自
己
か
ら
は
決
し
て
向
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
我
々
人
間
に
先
立

っ
て
（
不
可
逆
性
を
有
し
て
）
働
く
超
越
的
な
る
創
造
者
、
い
わ
ば
神
の

働
き
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
絶
対
と
し
て
の
創

造
者
は
我
々
に
対
し
て
た
だ
超
越
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
絶
対
と
し

て
の
創
造
者
か
ら
我
々
は
「
向
う
所
を
示
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
西
田
は
言
う
、「
歴
史
的
形
成
の

世
界
に
於
て
は
、
超
越
的
な
も
の
が
内
在
的
に
働
い
て
居
る
」（
⑨
34
）

の
で
あ
り
、「
そ
れ
は
表
現
的
に
（
象
徴
的
に
又
は
符
号
的
に
）
働
い
て

居
る
の
で
あ
る
」（
⑨
34
）。
つ
ま
り
、
絶
対
に
超
越
的
な
る
も
の
は
、
自

ら
の
超
越
性
を
絶
対
否
定
し
て
歴
史
的
世
界
に
内
在
化
し
、
そ
の
内
在
化

は
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
「
表
現
的
（
象
徴
的
ま
た
は
符
号
的
）
に
働
く
」

と
い
う
形
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
超
越
的
な
る

創
造
者
が
歴
史
的
世
界
に
内
在
化
し
て
働
く
表
現
が
、
我
々
が
創
造
者
か

ら
「
向
う
所
を
示
さ
れ
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表

現
が
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
物
か
ら
の
否
定
的
働
き
が
極
限
ま
で
表
現

さ
れ
て
我
々
に
迫
り
来
る
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
西
田
は
そ
の
よ
う
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は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

―
換
言
す
れ
ば
、
西
田
が
「
実
践
哲
学
の
根

柢
」
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
意
識
的
自
己
の
成
立
の
根
柢
」
の
立
場
か
ら

基
礎
づ
け
よ
う
と
し
つ
つ
、
そ
の
立
場
を
自
身
の
立
場
、
即
ち
「
歴
史
的

身
体
的
自
己
の
成
立
の
根
柢
」
の
立
場
か
ら
独
自
に
解
釈
し
て
見
出
し
た

「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

―
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
は
、
我
々
の
歴
史
的
身
体
的
自
己
が
物
を
作
る
こ
と
を
通
じ
て
、
絶

対
者
の
表
現
た
る
「
何
処
ま
で
も
個
物
的
な
る
我
々
の
自
己
に
臨
み
来
る

絶
対
表
現
」
に
撞
着
し
、
そ
の
撞
着
の
極
限
に
達
す
る
時
、
我
々
の
歴
史

的
身
体
的
自
己
は
絶
対
者
の
働
き
に
従
っ
た
「
絶
対
者
の
一
射
影
点
」
と

し
て
転
じ
せ
し
め
ら
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
真
の
自
己
と
な
り
（
真

の
プ
ラ
ク
シ
ス
）、
そ
の
自
己
の
立
場
に
基
づ
き
制
作
を
行
う
（
真
の
プ

ラ
ク
シ
ス
即
ポ
イ
エ
シ
ス
）
と
い
う
自
己
の
在
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

四
　「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型

　
こ
こ
ま
で
西
田
に
お
け
る
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
を
見
出
す
た

め
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
と
、
そ
れ
を
独
自
に
解
釈
し
た

西
田
の
自
己
の
捉
え
方
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
両
者
の
自
己
の
捉
え

方
に
相
違
点
と
相
交
わ
る
接
点
と
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
両
者
の
自
己
の
捉
え
方
に
関
す
る
相
違
点
を
明
示
し
つ
つ
、
そ
の
接
点

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
西
田
の
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
と

な
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
相
違
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方

「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」（
⑨
250
）
と
し
て
新
た
な
歴
史
的
身
体
と

し
て
甦
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
西
田
は
論
文
「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク

シ
ス
」（『
哲
学
論
文
集
第
四
』
所
収
、
一
九
四
一
年
）
で
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
我
々
の
自
己
は
か
か
る
世
界
に
於
て
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る

も
の
を
反
射
す
る
も
の
と
し
て
、
我
々
の
自
己
で
あ
る
の
で
あ
る
、
此
外

に
我
々
の
自
己
と
云
ふ
も
の
は
な
い
」（
⑩
147
）。
つ
ま
り
、
我
々
の
歴
史

的
身
体
的
自
己
は
自
己
自
身
を
そ
の
底
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
超
越

的
な
る
も
の
の
働
き
に
従
っ
た
、
絶
対
者
の
一
射
影
点
と
し
て
世
界
を
形

成
す
る
も
の
（
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
と
し
て
の
歴
史
的
身
体
的
自

己
）
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
真
の
自
己
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
西
田
は
、「
実
践
」（
プ
ラ
ク
シ
ス
）
と
は
自
己
自
身
を
目
的
と
し
て
働

く
こ
と
、
自
己
自
身
を
形
成
す
る
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
が
、
絶
対
者
の

一
射
影
点
と
し
て
世
界
を
形
成
す
る
創
造
的
要
素
と
し
て
の
歴
史
的
身
体

的
自
己
と
な
る
こ
と
を
「
そ
こ
に
我
々
の
自
己
の
存
在
が
あ
り
、
目
的
が

あ
る
」（
⑩
152
）
と
し
て
「
我
々
の
真
の
プ
ラ
ク
シ
ス
」（
⑩
150
）
で
あ
る

と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
外
に
物
を
作
る
と
い
う
制
作
（
ポ
イ
エ
シ

ス
）
は
「
か
ゝ
る
形
成
作
用
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
歴
史
的
世
界
に
於

て
物
を
形
成
し
て
行
く
こ
と
」（
⑩
150
）
と
し
て
、
こ
の
真
の
プ
ラ
ク
シ

ス
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ポ
イ
エ
シ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
西
田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
捉
え
方
を

独
自
に
解
釈
し
、
自
己
が
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
「
物
を
作
る
」
こ
と
（
二

重
の
次
元
を
有
す
る
制
作
）
が
「
絶
対
他
者
に
措
定
せ
ら
れ
た
も
の
」
＝

「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
し
て
の
自
己
を
可
能
に
す
る
と



132

も
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
我
々
は
之
に
向
ふ
と
云
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い

絶
対
か
ら
、
我
々
は
向
ふ
所
を
示
さ
れ
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
絶
対
者
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
人
間
か
ら
絶
対
者
に

向
う
」
方
向
が
否
定
さ
れ
、「
絶
対
者
か
ら
人
間
に
向
う
」
方
向
の
先
行

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
歴
史
的
世
界
を
生
き
る
我
々
の
自
己

存
在
を
基
礎
づ
け
る
、
歴
史
的
時
間
以
前
に
お
い
て
働
く
絶
対
他
者
な
る

も
の
の
「
先
行
性
」、
神
と
人
と
の
「
不
可
逆
」
的
関
係
が
見
出
せ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
と
深
い
所
で
相

交
わ
る
接
点
と
し
て
捉
え
た
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
と
は
こ
う
し

た
二
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
全
体
の
論
述
を
通
じ
て
、「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
れ
が
持
つ
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
筆
者

は
そ
の
意
義
を
、
西
田
研
究
に
お
け
る
伝
統
的
立
場

―
初
期
西
田
に
見

ら
れ
る
神
人
合
一
的
な
「
純
粋
経
験
」
の
文
脈
の
中
に
西
田
の
思
索
全
体

を
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
立
場

―
と
は
異
な
る
視
座
が
見
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
期
西
田
の
思
索
に
は
、

伝
統
的
立
場
か
ら
で
は
見
出
し
得
な
い
、
我
々
人
間
に
先
立
っ
て
働
く
絶

対
他
者
な
る
も
の
（
神
）
の
「
先
行
性
」、
神
人
関
係
に
お
け
る
「
不
可
逆
」

性
が
存
在
す
る
と
い
う
視
座
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は

こ
の
点
に
西
田
研
究
に
お
け
る
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
の
意
義
が

存
す
る
と
考
え
る
。

は
「
意
識
的
自
己
の
成
立
の
根
柢
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
西

田
の
自
己
の
捉
え
方
は
「
歴
史
的
身
体
的
自
己
の
成
立
の
根
柢
」
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
西
田
に
お
い
て
は
自
己
が
歴
史
的

世
界
に
お
い
て
制
作
を
遂
行
す
る
歴
史
的
身
体
を
軸
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
相
違
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
も
う

一
点
と
し
て
、
両
者
と
も
に
自
己
に
対
し
て
超
越
的
な
る
絶
対
者
（
絶
対

他
者
）
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
超
越
の
方
向
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
が
根
幹
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
超
越
は
自
己
に
と
っ
て
外
在
的
方
向
に
考
え
ら
れ
、
西
田
で
は
歴
史

的
世
界
の
底
に
自
己
を
越
え
た
も
の
と
し
て
、
超
越
は
内
在
的
方
向
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
点
が
相
違
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
両
者
の
思
想
の
相
交
わ
る
接
点
で
あ
る
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の

原
型
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
と
し
て
、
我
々
の
自
己
は
「
神
を

前
に
」
し
た
時
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
言
え
ば
自
己
そ
の
も
の
の
存
在
に
根

差
す
「
罪
」、
西
田
で
言
え
ば
「
自
己
存
在
の
自
己
矛
盾
的
事
実
」
に
撞

着
し
、
そ
の
撞
着
の
極
限
に
我
々
の
個
が
立
つ
時
、
我
々
の
自
己
を
措
定

せ
し
め
る
絶
対
他
者
（
神
）
の
働
き
に
触
れ
る
、
そ
こ
に
我
々
の
真
の
自

己
の
成
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
も
う
一
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
我
々
人
間
に
先
立
っ

て
働
く
絶
対
他
者
（
神
）
の
「
先
行
性
」、
神
と
人
と
の
「
不
可
逆
」
的

関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
が
言
い
得
る
の
は
、
前
節

で
見
た
よ
う
に
西
田
の
「
絶
対
に
超
越
的
な
る
も
の
」
の
捉
え
方
に
よ
る
。

こ
こ
で
西
田
は
、
絶
対
者
と
は
「
被
造
者
か
ら
創
造
者
に
行
く
途
は
な
い
」
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　（
3
）
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
小
坂

国
継
「
逆
対
応
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

―
西
田
幾
多
郎
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け

る
信
仰
の
論
理
」（『
比
較
思
想
研
究
』
第
一
九
号
、
比
較
思
想
学
会
、
一
九
九

二
年
）、
太
田
裕
信
「
西
田
幾
多
郎
の
実
践
哲
学

―
『
哲
学
論
文
集
第
四
』
を

中
心
と
し
て
」（『
倫
理
学
年
報
』
第
六
〇
集
、
日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
一
一
年
）

等
を
参
照
。

　（
4
）
西
田
の
思
想
の
時
間
区
分
と
し
て
、
本
稿
は
多
く
の
論
者
が
依
拠
し
て
い
る

三
区
分
を
採
用
す
る
。
前
期
は
『
善
の
研
究
』
か
ら
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も

の
へ
』
の
前
編
ま
で
、
中
期
は
そ
の
後
編
か
ら
『
哲
学
の
根
本
問
題
』
ま
で
、

後
期
は
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』
以
後
の
著
作
と
す
る
。

　（
5
）
本
稿
で
は
、『
死
に
至
る
病
』
を
理
解
す
る
に
当
た
り
、
西
田
の
要
約
に
基
づ

き
つ
つ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
死
に
至
る
病
』
桝
田
啓
三
郎
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
六
年
を
参
照
し
た
。

（
き
た
・
も
と
の
り
、
近
代
日
本
思
想
・
宗
教
哲
学
、
関
西
大
学

大
学
院
博
士
課
程
）

結
語

　
本
稿
で
は
、
西
田
に
お
け
る
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
論
文
「
実
践
哲
学
序
論
」
に
お
い
て
西
田
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
自
己
の
捉
え
方
に
着
目
し
た
箇
所
を
手

が
か
り
と
し
て
、
両
者
の
自
己
の
捉
え
方
の
相
違
点
を
明
示
し
つ
つ
、
互

い
の
思
想
が
相
交
わ
る
接
点
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
た
。
本
稿
の
考
察
を

通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
「
実
践
哲
学
の
根
柢
」
の
原
型
と
は
、
我
々
の

自
己
は
「
神
を
前
に
」
し
た
時
、
自
己
存
在
の
自
己
矛
盾
性
に
ど
こ
ま
で

も
撞
着
す
る
、
そ
の
撞
着
の
極
限
に
我
々
の
個
が
立
つ
時
、
我
々
の
自
己

を
措
定
せ
し
め
、
我
々
の
自
己
に
先
立
っ
て
（
不
可
逆
性
を
有
し
て
）
働

く
絶
対
他
者
の
働
き
に
触
れ
る
、
そ
こ
に
我
々
の
真
の
自
己
の
成
立
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
持
つ
意
義
は
、
西
田
研
究

に
お
け
る
伝
統
的
立
場
と
は
異
な
る
視
座
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
座
は
や
や
も
す
れ
ば
伝
統
的
立
場
に
固
定
さ
れ
が

ち
な
西
田
研
究
の
新
し
い
可
能
性
を
拓
く
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　（
1
）
本
稿
は
、
第
四
三
回
大
会
で
の
個
人
研
究
発
表
論
文
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

紙
幅
の
関
係
上
、
そ
の
論
文
中
で
筆
者
が
最
も
重
視
す
る
問
題
に
絞
り
込
ん
で

論
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
さ
せ
て
頂
く
。

　（
2
）
西
田
幾
多
郎
の
引
用
は
、
旧
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

八
│

一
九
七
九
年
、
全
一
九
巻
）
よ
り
行
い
、
巻
数
と
頁
数
を
併
記
す
る
。
文
中

の
①
23
と
い
う
表
記
は
第
一
巻
二
三
頁
か
ら
の
引
用
を
示
す
。


