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西
田
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
の
背
景
に
は
、
若
き
西
田
が
打
ち
込
ん
だ
禅
か
ら
の
深

い
浸
透

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
既
に
哲
学

の
用
語
で
あ
り
、
純
粋
経
験
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
所
謂

「禅
的
経
験
」
で
あ
る
と
は
限

ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「純
粋
経
験
」
の
本
質
的
次
元
が

「禅
的
な
る
も

の
」
に
連
な
り
、
「純
粋
経
験
」
と

い
う
哲
学
的
立
場
の

成
立
構
造
に
、
少
な
く
と
も
独
特

の

〈宗
教
性

の
次
元
〉
が
浸
透
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
簡
明
に
い
え
ば
、
純
粋
経
験
と
は
、

本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
禅
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
率
直
に
検
討
し
て
み
た

い
。
そ
し
て
こ
の

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
立
場

の
成
立
に
、
後
述
の
よ
う
な

「脱
自
と
表
現
」
と
い
う
独
特

の
否
定
即
肯
定
の
二
重
動
性
が
看
取
さ
れ
る
が
、

実
は
こ
の
相
即
的
動
性
が
、
「純
粋
経
験
」
か
ら

「自
覚
」
を
経
て

「場
所
」

へ
と

い
う
西
田
哲
学
の
転
回
の
基
礎
構
造
を

一
貫
す
る
こ

と
を
究
明
し
て
み
た
い
。
こ
の

「純
粋
経
験

・
自
覚

・
場
所
」
を

一
貫
す
る

〈脱
自
と
表
現
〉
の
相
即
動
性
は
、
そ
の
源
泉
を
ま
さ
し
く

<
禅
的
な
る
も

の
〉
に
遡
及
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
は
そ
の

「禅
」
の
具
体
例
と
し
て
、
『十
牛

図
』
か
ら

「純
粋
経
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験

・
自
覚

・
場
所
」
の
転
回
を
見
直
す
こ
と
で
、
西
田
の

〈場
所
〉
論
も
概
観
し
て
み
た

い
。

と
こ
ろ
で
西
田
自
身

の
著
作

の
中
で
は
、
禅
語
の
引
用
は
ま
れ
に
散
見
さ
れ
る
が
、
禅
や
仏
教
に
関
し
て
の
主
題
的
な
論
及
は
、
最
後

の
宗
教
論
で
も

(大
拙
の

「金
剛
経
の
禅
」
へ
の
応
答
以
外
に
は
)
意
外
と
少
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
想
定
さ
れ
が
ち
な

「禅

の
ア
ポ

ロ

た
ぐ
い

ジ

ー

(護
教
論
)」
や

「禅
の
哲
学
」
の
類

は
自
覚
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
禅
は
哲
学

の
主
題
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
禅
の
非

あ

主
題
化
と
対
照
的

に
、
「宗
教
」
は
西
田
哲
学

の
根
本
主
題
で
あ
る
。
だ
が
、
狭
義

の

「宗
教
哲
学
」
で
も
な

い
。
宗
教
は
、
西
田
に
と

っ
て

「哲
学
の
終
結
」
か

つ

「根
底
」
(『
。。)
で
あ
る
が
、
哲
学
の
対
象
で
は
な
い
。
西
田
哲
学
に
は
終
始

一
貫
す

る
独
自

の

「宗
教
」

理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の

〈宗
教
の
主
題
化
と
禅

の
非
主
題
化
〉
と
い
う
微
妙
な
事
態
に
、
〈禅
と
哲
学
〉
と
い
う
問
題
の
難
し
さ
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
〈宗
教
と
禅
〉
と

い
う
問
題
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
双
方
の
概
念
的
区
別
で
は
な
く
て
、
事
実
的
な
差
異
の
問
題
で
あ
る
。

西

田
自
身
の
証
言
を
二

つ
見
て
お
こ
う
。

　

(
・-
)

西
田
の
出
立
点
を
ど
う
見
る
か
。
後
で

一
つ
の
時
点
を
想
定
し
て
み
た

い
が
、
出
発

(始
め
)
と
は
常
に
不
思
議
な
飛
躍
を
含

む

ゆ
え
に
、
そ
こ
へ
の
助
走
と
し
て
、
哲
学
以
前
の
証
言
を
先
ず
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
若
き
西
田
が
ひ
た
す
ら
打
坐
に
打
ち
込
み
、

故
郷
を
離
れ
京
都

の
専
門
僧
堂
に
参
禅
し
て
い
た
頃
の
日
記
に
記
し
た
言
葉
で
あ
る
。
「余
は
禅
を
学
の
為
に
な
す

は
誤
な
り
。
余
が
心

　

　

　

の
為
生
命

の
為
に
な
す
べ
し
。
見
性
ま
で
は
宗
教
や
哲
学
の
事
を
考

へ
ず
」
(嵩
山
嵩
強
調
筆
者
/
注
参
照
)
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
禅

の

　

　

　

　

端
的
な

「見
性
」
の
事
実
と

「哲
学
や
宗
教

の
事
」
の
思
索
と
の
恐
ろ
し
い
程
の
亀
裂
、
非
連
続
な
次
元
の
差
異
が
予
感
さ
れ
て
い
る
。

「
見
性
」
と
は
、
西
田
が
参
じ
て
い
た
臨
済
禅
で
の
初
関
、

つ
ま
り
初
め
て
の
公
案
透
過

の
こ
と
、
所
謂

「悟
り
」

の
こ
と
で
あ
る
。
臨

済

の
家
風
で
は
、
「本
覚
」
的
な
曹
洞
禅
の
ロ
ハ管
打
坐
に
対
比
し
て
、
公
案
問
答

に
よ
る

「始
覚
」
と
し
て
の
見
性

を
重
ん
じ
る
。
(本

覚

・
始
覚

・
不
覚
に
関
し
て
は
平
川
彰
編

『大
乗
起
信
論
』
大
蔵
出
版

℃
」
8
中

参
照
。)
こ
こ
に
既
に
何
ほ
ど
か
西
田
哲
学
全
体
に
お
け
る

「
純
粋
経
験
」

の
独
自

の
位
置

(出
立
点
)
と
い
う
問
題
が
現
れ
て
い
る
。
後

の
十
牛
図
で
い
え
ば
第
三
図

「見
牛
」
の
重
視
に
臨
済

の
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家
風
が
反
映
し
て
い
る
。
し
か
も
興
味
深

い
事
に
、
こ
の

「考

へ
ず
」
と
い
う
決
意
が
既
に

「見
性
」
以
前
の
西
田
自
身
に
お
い
て
、
十

　

　

　

牛

図

で

い
え

ば

第

二

図

「
見

跡

」

に

お

い
て

な

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

は

「
宗

・
教

」

の

「
真

・
実

」

問

題

、

即

ち

「
教

の
真

理

」

(
学
得

　

底
)
と

「行
の
事
実
」
(見
得
底
)
と
の
乖
離
問
題
と
し
て
本
稿
の
中
心
課
題
と
な
る
。

(
・-・-
)

二
つ
目
は
最
晩
年

の
証
言
で
あ
る
。
禅
と
哲
学
と
の
問
に
は
超
え
が
た
い
厳
し
い
断
絶
が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、

禅
な

し
に
は

「純
粋
経
験
」
と
い
う
哲
学

の
立
場
は
生
ま
れ
難

い
も
の
で
な
か

っ
た
か
。
そ
こ
で

〈西
田
哲
学

の
背
後

に
は
、
や
は
り
何

か
禅
的
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
西
谷
啓
治
の
問

い
に
対
し
て
、
最
晩
年
の
西
田
が
次

の
よ
う
に
手
紙
で
答
え
て
い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「背
後
に
禅
的
な
る
も
の
と
云
は
れ
る
の
は
全
く
さ
う
で
あ
り
ま
す

私
は
固
よ
り
禅
を
知
る
も
の
で
は
な

い
が
元
来
人
は
禅
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
ふ
も
の
を
全
く
誤
解
し
て
居
る
の
で

禅
と
い
ふ
も

の
は
真
に
現
実
把
握
を
生
命
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ひ
ま
す

私

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
こ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
何
と
か
し
て
哲
学
と
結
合
し
た
い

こ
れ
が
私
の
三
十
代
か
ら
の
念
願

で
御
座

い
ま
す

(中

略
)
哲
学
の
立
場
宗
教
の
立
場
も
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
考
え
て
行
き
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
」
(Hり歯
・。蔭
強
調
筆
者
)
と
。

こ
こ
に
当
時
七
十
三
歳
の
西
田
自
身
に
と

っ
て
す
ら
も
、
禅
と
哲
学
と

の

「結
合
」
は

「不
可
能
」
と
も
思
え
る

「念
願
」
で
あ

っ
て
、

　

「こ
れ
か
ら
」
の
課
題
で
あ

っ
た
こ
と
を
深
く
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
要
と
な
る
の
は
、
「真
に
現
実
把
握
を
生
命
と
す
る
」
禅
が
、
西

田
哲
学

の
基
本
構
造
に
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
特
に
出
発
点
と
し
て
の

「純
粋
経
験
」
の
成
立
構
造
が
問
題
と

な
ろ
う
。
更
に

「純
粋
経
験

・
自
覚

・
場
所
」
と
い
う
転
回
の
基
礎
構
造
に
お
い
て
、
禅
の

「そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
」
と

い
う
浸
透
が
如
何

に

「哲
学
の
立
場

・
宗
教
の
立
場
」
の
根
本
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
西
田
自
身
を
し
て

「私
は
固
よ
り
禅
を
知
る
も
の
で
は

な
い
」
と
言
わ
し
め
る
何
か
が
禅
に
固
有
の
事
柄
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
二
つ
の
証
言
に
よ

っ
て
、
禅
と
哲
学
と
の

〈不
可
能
な
結
合
〉
と
い
う
矛
盾
的
関
係
を
率
直
に
見
据
え
て
、
西
田
哲
学
の
基
礎
構

造
に
お
け
る
禅

の
浸
透
を
主
題
に
し
て
み
よ
う
。
『善

の
研
究
』
に
お
け
る

「純
粋
経
験
」
の
成
立
構
…造
が
論
究
の
中
心
と
な
ろ
う

(第

　

　

ゐ

　

　

　

　

　

　

三
章
)。
そ
し
て

「経
験

・
自
覚

・
場
所
」
と
い
う
西
田
哲
学
の
転
回
の
基
礎
構
造
を
貫
く

<無
の
次
元
〉
を
、
「見
る
も
の
な
く
し
て
見
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る
」
(心
よ
)
と
い
う

〈脱
自
と
表
現
〉

の
相
即
連
関
と
し
て
開
明
し
た
い

(第
四
章
)。
「場
所
」

へ
の
転
回
構
造
は
、
禅
の

『十
牛
図
』

の
見
直
し
の
工
夫
に
よ
っ
て
比
較
的
に
理
解
し
易
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(第
五
章
)。
し
か
し
本
論
に
入
る
前

に
、
禅

の
浸
透
の
具

体
化

を
見
る
べ
く
、
若
き
西
田
の
参
禅
修
行

の

一
端
を
瞥
見
す
る
よ
う
な
、
ひ
と

つ
の
工
夫
と
し
て
、
鈴
木
大
拙
の
応
援
を
仰
こ
う

(第

一
・第
二
章
)
。

く

　つ

大
拙
か
ら
見
た
西
田
哲
学
i

「空
」
の
大
地
1

問
題
の
方
向
を
絞
る
工
夫
と
し
て
、
最
晩
年

の
鈴
木
大
拙
に
よ
る
西
田
哲
学

の
紹
介
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は

「
西
田
幾
多
郎

『善

の
研
究
』

へ
の
序
文
」
(鈴
木
大
拙
全
集
、
岩
波
新
版

ωα-HOα)
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
に

『善

の
研
究
』
が
初
め

て
英
訳
さ
れ
た
時
、

大
拙

が
英
語
で
書

い
た
序
文

頃
。
朝

8

即
8
似
寄
旨
崔
9
の
邦
訳

(増
谷
文
雄
訳
)
で
あ
り
、
新
版
全
集
に
集
録
さ
れ
た
比
較
的
珍
し
い
資

　

　

　

　

　

　

　

　

料
で
あ
る
が
、
直
訳
す
れ
ば
、
「西
田
を
ど
う
読
む
か
」
と
い
う

〈問
い
〉
に
な
る
。
先
ず
そ
の
冒
頭
で
、
「西
田
の
絶
対
無
の
哲
学
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

思
う

に
、
い
さ
さ
か
禅
の
体
験
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
「彼
は
禅
を
西
洋
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

自
己

の
使
命
と
考
え
た
」
(ωα-一8
)
と
断
言
す
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
九
十
歳
の
大
拙
が
何
か
自
分
自
身

の
こ
と
を
西
田
に
重
ね
て

述

べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
大
拙
な
り
の

「
私
と
汝
」
の
転
語
で
あ
り
、
「
さ
あ
、
西
田
を
ど
う
見
る
か
」
と

い
う
我
々
後
代

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
問

い
か
け
で
あ
る
。
〈東
西
対
照
〉
は
大
拙

の
戦
略
で
あ
る
が
、
西
田
に
禅
を
強
く
重
ね
て
見
て
い
る
こ
と
が
顕
著

で
あ
る
。
そ
こ
で

東
洋

に
は

「実
在
や
存
在

の
問
題
」
に
取
り
組
む

「独
自

の
方
法
」
(
"
禅
)
が
あ
り
、
「西
洋
は
知
性
に
訴
え
て
二
元
論
的
世
界
か
ら
出

　

　

　

　

発

す

る

が
、

東

洋

は

「
空

」

の
大

地

を

し

っ
か

り
踏

み

し

め

る
」

(。。
・・
-
一
8
)
と

言
う

。

く
う

　

　

　

　

　

　

こ
の

「空
の
大
地
」
と
い
う
大
拙
の
不
思
議
な
言
葉
は
、
ど
う
し
て
も
西
田
の

「無

の
場
所
」
を
喚
起
す
る
で
あ

ろ
う
。
特
に
大
拙

の

『日
本
的
霊
性
」
の
有
名
な

「大
地
性
」
の
記
述
、
例
え
ば
、
「(宗
教
は
)
天
だ
け
で
は
生
ま
れ
て
来
な

い
」
「大
地
を
通
さ
ね
ば
な
ら
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ぬ
」
、
「大
地
と
自
分
は

一
つ
の
も
の
で
あ
る
、
大
地
の
底
は
自
分

の
存
在

の
底

で
あ
る
、
大
地
は
自
分
で
あ
る
」
(。。
底
①$

等
の
記
述
を

く

につ

想
起
す
る
な
ら
ば
、
「空
の
大
地
」
は

「無
の
場
所
」
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
大
拙
は
続
け
て
、
「仏
教
者
が
好
ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

で

口

に
す

る
言

葉

に
、

「
空

は
諸

仏

、

諸

菩

薩

の
坐

し

給

う

と

こ

ろ
」

と

あ

る

。

こ

れ

は

、

西

田

の
絶
対

無

の
ト

ポ

ス

(日
。
℃
。
ω
場
)

に

ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

か
な
ら
な
い
。
仏
教
者
は
た
だ
、
空
は
色
に
異
な
ら
ず

色
は
空
に
異
な
ら
ず
、
と
述
べ
る
が
、
西
田
は
絶
対
無

の
自
己
限
定
に
つ
い
て

語
る
。
無
も
、
空
も
、
と
も
に
、
誤
ら
れ
や
す

い
観
念
で
あ

っ
て
、
哲
学
的
に
考
え
る
訓
練
を
受
け
た
人
々
は
、
こ
れ
ら
を
と
か
く
純
然

た
る
否
定
の
観
念
と
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る
」
(。。㎝山
O刈)
と
述
べ
る
。
し
か
し
事
実
は
否
定
が
肯
定
で
あ
る
。
「無
」

や

「空
」
の
転
換
、

即
ち
、
否
定
自
体
を
肯
定
に
転
換
す
る
働
き
に
こ
そ
西
田
の

「無
の
場
所
」
の
真
髄
が
あ
り
、
「水
を
汲
み
薪
を
運
ぶ
」
妙
用

(自
由
の
は

た
ら
き
)
の

〈場
所
〉
こ
そ
が

「空
の
大
地
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
否
定
と
肯
定
と
の
相
即
に
、
筆
者

の

「脱
自
と
表
現
」
と
い
う
問
題
関

心
も
あ
る
。

　

　

　

　

　

こ
の
大
拙
の
西
田
紹
介
は
、
大
乗
仏
教
の
形
而
上
学
的
体
系
の
頂
点
と
し
て
の
華
厳
哲
学
と
他
方

一
切
の
思
弁
的
体
系
を
突
き
抜
け
て
、

　

　

　

　

　

い
わ
ば

「空
」
の
大
地

へ
裸
で
飛
び
出
し
た
禅
と
の
関
係
を
最
晩
年
の
西
田
の
関
心
に
重
ね
て
見
直
す
よ
う
な
記
述

の
あ
と
で
、
次

の
よ

　

　

う
な
驚
く
べ
き
西
田
に
お
け
る

「哲
学
体
系
」
の
否
定
を
結
論
と
し
て
い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「詮
ず
る
と
こ
ろ
、
西
田
は
東
洋
に
属
す
る
。
彼
は
西
洋
の
哲
学
に
精
通
し
て
お

っ
た
が
、
決
し
て
そ
れ
に
満
足
し
な
か
っ
た
。

彼
は
、
西
洋

の
哲
学
者
た
ち
が
、
知
性
を
も

っ
て
生
命
と
実
在
に
い
た
る
道
に
就

い
た
こ
と
、
だ
か
ら
、
彼
ら

の
分
析
は
彼
ら
を

「究
極
」
に
導
か
な
か

っ
た
こ
と
を
知

っ
て
い
た
。
何
と
な
れ
ば
、
「究
極
」
は
、
具
体
で
あ

っ
て
同
時
に
抽
象
的
で
あ
り
、
特
殊

的
で
あ

っ
て
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
ゼ
ロ
で
あ

っ
て
同
時
に
無
限
で
あ
り
、

一
で
あ

っ
て
同
時
に
多

で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
抱
き
な
が
ら
、
し
か
も
、
い
か
な
る
内
的
不
便
も
、
不
快
も
、
不
安
も
来
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の

「究
極
」
を
体
験
し
て
、
こ
れ
に
納
得
の
ゆ
く
知
的
分
析
を
加
え
た
い
と
思

っ
た
。
か
く
て
彼
は
、
こ
の
体
験

を
、
自
分
自
身
は
勿

論
の
こ
と
、
理
屈
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
々
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
と
思
索
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
が

「西
田
哲
学
」
で
あ
る
。
彼
が
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い
わ
ゆ
る

「哲
学
体
系
」
を
も
た
な
い
所
以
は
、
主
と
し
て
、
彼
に
は
初
め
か
ら
か
か
る
哲
学
書
を
書
く
意
図
が
な
か

っ
た
か
ら
で

　

　

　

　

　

　

　

あ
る
。
彼
の
体
系
な
ら
ぬ
体
系
は
、
そ
の
内
な
る
創
造
の
生
活
こ
だ
ま
で
あ
る
。」
(ω㎝山
8
)

　

　

　

最
後
に
大
拙
は
、
「体
系
な
ら
ぬ
体
系
」
(哲
学
の
否
定
)
と
い
う
驚
く
べ
き
結
論
の
後
に
、
か
の

「究
極
」
を
直
指
す
る
た
め
な
の
か
、

西
田

の
短
歌
を
五
首
挙
げ
て
結
び
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は

「我
心
深
き
底
あ
り
喜
び
も
憂

い
の
波
も
と
ど
か
じ
と
思
う
」
と
い
う
有

名
な

一
首
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

以
上

の
、
大
拙
に
よ
る
西
田
紹
介
に
は
、
或
る
意
味
で
は
、
大
拙
自
身
の
自
己
紹
介

に
も
思
え
る
よ
う
な
融
通
無
碍
な
大
拙
的
な

「私

と
汝

」、
ま
さ
に
華
厳
の
事
事
無
碍
の
如
き
双
方
の
関
係
性
と
と
も
に
、
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
厳
し
い

「非
連
続
」

の
、
西
田
的
な

「私

と
汝
」

の
深
淵
も
何
程
か
感
得
さ
れ
る
。
そ
こ
で
大
拙

の
問

い

「西
田
を
ど
う
読
む
か
?
」
は
、
不
思
議
な

〈哲
学

の
否
定
〉
を
通
し
て

く

じ
つ

「無

の
場
所
に
し
て
空
の
大
地
を
ど
う
見
る
か
?
」
と
い
う
問

い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

大
拙
と
の
書
簡
応
答
-

出
立
点

奮
発
心
」
1

西
田
自
身
が
ど
の
よ
う
に
し
て
禅
に
出
会
い
、
禅
の
修
行
に
集
中
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
そ
の
経
歴
の
詳
細
は
別

の
機
会
に
吟
味
す
る

　

　

　

　

　

　

こ
と

に
し
て
、
本
稿

で
は
、
若
き
西
田
と
大
拙
、
こ
の
二
人
に
お
け
る
決
定
的
な

「私
と
汝
」
の
場
面

の

一
端
と
し
て
、
明
治
三
十
五

　

　

　

　

(
一
九
〇
二
)
年
の
書
簡
応
答
に
注
目
し
た
い
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、
二
人
の
生
涯
に
お
け
る
不
思
議
な
偶
然
や
同
時
性
が
看
取
さ
れ

る
。
明
治
三
十

(
一
八
九
七
)
年
、
二
人
と
も
同
じ
二
十
七
歳
の
時
、
大
拙
は
三
月
に
渡
米
し
、
西
田
は
七

・
八
月
に
京
都

の
妙
心
寺
専

　

　

　

　

　

　

　

　

門
僧
堂
に
初
め
て
参
禅
す
る
。

一
人
は
未
知
の
外
国

へ
、

一
人
は
禅
寺

の
大
摂
心

(集
中
坐
禅
)
へ
、
お
互
い
に
生
涯

の
新
た
な
出
発
が

同
時

に
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
妙
心
僧
堂
の
最
初
の
参
禅
を
筆
者
は
重
視
し
た
い
。

そ
こ
で
西
田
の
伝
記
的
状
況
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
「黒
板
に
向
か

っ
て

一
回
転
を
な
し
た
と
云
え
ば
、
そ
れ
で
私
の
伝
記
は
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尽
き

る
」
(一N山
①O)
と
後
年

の
退
官
で
簡
潔
に
言
わ
れ
た
が
、
こ
の

コ

回
転
」
に
は
西
田
の

「人
生
」
の
危
機
が
孕
ま
れ
て
い
た
。
特

に
か

の
明
治
三
十
年

の
五
月
は
、
人
間
と
し
て
の
西
田
自
身
の
生
涯
で
の
最
大

の
危
機
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
妻
寿
美
の
突
然
の
家
出

(五
月
九
日
)、
家
長
の
父
と
の
確
執

の
た
め
か
妻
と
の
離
縁

(五
月
二
+
四
日
)、
そ
の
直
後
に
第
四
高
等
学
校
の
独
語
教
諭
職
の
突
然
の

解
雇

(五
月
三
十

一
日
)、
こ
の
解
雇
前
日
に
そ
れ
と
知
ら
ず
に
自
分
の
後
任
と
な
る
知
人
の
歓
待
を
す
る
と
い
う
滑
稽
ま
で
付
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
家
庭
に
も
職
場
に
も

「在
処
」
の
無

い
西
田
が
飛
び
込
ん
だ
所
こ
そ
、
妙
心
寺
専
門
道
場

の
大
摂
心
で
あ
り
、
初
め
て
虎
関

宗
補
老
師

(
一
八
四
〇
1

一
九
〇
三
)
に
参
禅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
夏
の
妙
心
僧
堂
滞
在
中
に
、
事
態
は
劇
的
に
急
転
し
、
恩
師
の
北
条

時
敬

の
配
慮
で
、
秋
か
ら
の
山
口
高
校

へ
の
就
職
の
報
せ
を
得
て
い
る
。
こ
の
年

の
夏
よ
り
、
三
年
問

(山
口
時
代
)、
毎
年
、
夏
二
ヶ
月

に
ん

と
冬

(年
末
年
始
)
の
大
摂
心
に
は
虎
関
老
師
に
参
禅
し
て
い
る
。
こ
の
妙
心
僧
堂
で
の
参
禅
修
行
こ
そ
が
西
田
の

「
人
」
及
び

「哲
学
」

の
背
景
に
し
て
基
盤
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
不
幸
な
こ
と
に
、
虎
関
老
師
の
病
と
死
に
よ

っ
て
妙
心
寺

で
の
参
禅
は
数
年
で
中
断

し
た
よ
う
で
、
そ
の
後
金
沢

の
四
校
に
再
び
北
条

の
厚
意
で
転
任
し
て
か
ら
は
、
洗
心
庵
の
雪
門
玄
松
老
師
に
参
禅

(
一
九
〇
六
年
頃
ま

で
)
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃

の
日
記
に
は
、
「午
前
打
坐
、
午
後
打
坐
、
夜
十
二
時
半
ま
で
打
坐
」
と
あ
る
よ
う

に
、
自
宅
に
て
も

坐
禅

に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
道
心
堅
固
の
凄
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
九
〇

一
年
三
月
十
七
日
に
雪
門
老
師
よ
り
居
士
号

「寸
心
」

を
授

与
さ
れ
る
が
、
し
か
し
翌
年
八
月
入
日
に
は
公
案
を

「無
字
と
隻
手
と
替
え
ら
れ
る
」
(一刈-QQ刈)
と
あ
る
よ
う

に
、
公
案
透
過
に
は

苦
渋
し
て
い
る
。
大
拙
と
の
書
簡
応
答
は
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
、
明
治
三
十
六

(
一
九
〇
三
)
年

の
夏
、
京
都
大
徳
寺

の

大
摂
心
に
投
宿
し
て
、
七
月
二
十
三
日
の
日
記
に
、
か
の
言
葉
、
「余
は
禅
を
学
の
為
に
な
す
は
誤
な
り
。
余
が
心

の
為
生
命

の
為
に
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

べ
し
。
見
性
ま
で
は
宗
教
や
哲
学
の
事
を
考

へ
ず
。
(以
下
毛
筆
に
て
)
汝
遠
く
家
を
離
れ
京
都
に
来
り
而
も
怠
慢

。

一
事
を
な
さ
ず
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て
帰

ら

ん

と

す

る

や

。
余

は
又

公

案

を

変

へ
ら

れ

た

り

、

フ
ー

フ
ー

フ
ー

フ
ー
」

(
H刈
山

一刈
)
と

記

す

。

そ

し

て
遂

に
八

月

八

日

の
独
参

に

　

　

　

　

　

　

　

　

て
広
州
宗
沢
老
師
の
許
で

「無
字
」
の
公
案
の
初
関
を
透
過
す
る
が
、
「晩
に
独
参
無
字
を
許
さ
る
。
さ
れ
ど
余
甚
喜

ば
ず
。
(中
略
)
公

案

鐘
の
音
を
止
め
よ
。」
(ミ
ーHHり)
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
無
字
の
公
案
は
、
そ
の
中
に
全
体
と
し
て
約
五
十
程
の
拶
処

(点
検
)
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を
含
む
公
案
群
か
ら
な
る
が
、
西
田
は
今
そ
の
最
初
の
関
門

(見
性
)
を
許
さ
れ
、
「鐘
の
音
を
止
め
よ
」
等
の
雑
則
公
案

の
大
海

へ
と

漕
ぎ
出
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
初
関
透
過
の
前
年
に
、
大
拙
と

の
書
簡

の
応
答
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
「隻
手
」
の
公
案

も
、
本
来
は
、
「無
字
」
の
掃
蕩
的
な
公
案
群
を
終
了
の
後
に
、
初
心
者
に
課
せ
ら
れ
る
約
五
十
の
建
立
的
な
公
案
群

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
明
治
三
十
五

(
一
九
〇
二
)
年
九
月
二
十
三
日
付
け
の
大
拙

の
手
紙

(以
下
A
と
略
す
)
と
十
月
二
十
七
日
付
け
の
西
田
の

　

　

　

　

　

　

手
紙

(B
と
略
す
)
と
を
、
ま
さ
し
く

「私
と
汝
」
の
如
く
、
あ
ら
た
め
て
出
会
わ
せ
て
み
よ
う
。
双
方

の
日
付
の
時
差
は
、
当
時

の
船

便

で
の
日
程
と
す
れ
ば
、
西
田
は
大
拙
に
即
答
し
た
の
で
は
な

い
か
。
西
田
の
日
記
を
吟
味
す
る
と
、
十
月
二
十
八
日
付
け
で

「午
後
大

　

　

拙

へ
の
手

紙

を

草

す

。
本

日

大

拙

よ
り

久

し

ぶ
り

に

て

面
白

き

手

紙

来

る

。
大

拙

へ
金

十

円

送

る

。
」

(H
刈
-
り
㎝
)
と

あ

る
。

や

は

り

西

田

　

　

　

　

　

　

　

は
間
髪
を
入
れ
ず
に
応
答
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
A
も
B
も
、
各
々
の
研
究
者
に
既
知
で
あ
る
が
、
A
と
B
の
連
関
、
A
へ
の
B
の
応
答

に
は
充
分
な
注
目
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
是
非
そ
の
応
答

の
重
要
点
を
順
に
見
て
み
よ
う
。
(i
)
先
ず
A
で
は
、
大
拙
が
ジ

ェ
イ
ム
ズ

の

『宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
を
読
ん
だ
所
感
を
語
り
、
(
　u
)
こ
の
読
書
が
引
き
金
に
な
り
大
拙

の
鎌
倉

で
の

「見
性
」
の
想
起
が
語
ら

れ
る
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
の
B
で
は
、
(
…m
)
西
田
の
哲
学

の
着
想

(心
の
経
験

・
意
志

・
直
観
)
が
言
及
さ
れ
、
(
.W
)
西
田
自
身

の
参
禅

修

行
の
辛

い
現
状
が
吐
露
さ
れ
、
大
拙

の
助
言
を
求
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
順
序
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
以
下

(
i
)
と

(
…m
)
と
の
対
応
、
(
五
)
と

(●W
)
と
の
呼
応
の
順
に
見
て
行
こ
う
。

(i
)

先
ず
A
で
は
、
大
拙
は
、
既
に
異
国
に
来
て
五
年
、
文
字
通
り
の
孤
独
の
中
で
、
仕
事

の
不
遇
や

「修
行

な
し
」
の
焦
燥
を
も

抱

き
な
が
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
著
作
に
感
銘
を
覚
え
、
「眠
ら
れ
ぬ
」
思
い
で
所
感
を
述
べ
る
。
「近
頃
ハ
ー
ヴ
ァ
ト
大
学
の
ジ

ェ
ー
ム
ス

教
授
の
講
義
せ
る

↓
冨

く
巴

Φ
け一①ω
。
{
国
Φ
一一σq
一〇
器

国
×
b
9

①
口
8

〔
『宗
教
経
験
の
諸
相
』
〕
を
読
む
、
頗
る
面
白

し
、
自
余
の
哲
学
者

　

　

　

　

　

の
如
く
無
理
に
馳
せ
ず
、
多
く
の
具
体
的
事
実
を
引
証
し
て
巻
を
成
す
、
同
教
授
の
余
程
宗
教
心
に
富
む
と
見
え

た
り
、
(中
略
)
フ
ィ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

リ

ン
グ
を
第

一
と
し
て
イ
ン
テ
レ
ッ
ク
ト
を
次
に
置
き
、
宗
教
は
哲
学
、
科
学
を
離
れ
て
別
調
の
生
涯
あ
り
、
而
し
て
此
生
涯
は
事
実
な

　り

と

説

く

、
君

も

し
閑

あ

ら
ば

一
読

し

て
見

玉

わ

ん

か
、

必

ず

君

を

益

す

る
所

あ

ら

ん
と

信

ず

、
」

(。。
①
歯
・。
N
強
調
筆
者
)
。

こ

こ

で
注

目

さ


