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長
谷
川
徹
著

『
哲
学
す
る
漱
石
─
天
と
私
の
あ
わ
い
を
生
き
る
』

（
春
秋
社
・
二
〇
二
一
年
）

先
﨑
　
彰
容

　

人
は
そ
の
若
き
日
に
、
深
刻
な
懐
疑
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
学

校
や
親
に
対
す
る
違
和
感
と
し
て
始
ま
る
場
合
も
あ
る
し
、
人
間
関
係
へ

の
不
信
感
の
場
合
も
あ
る
。
周
囲
の
者
た
ち
皆
が
偽
善
的
で
あ
り
、
ル
ー

ル
や
秩
序
も
拵
え
物
に
過
ぎ
な
い
。「
正
し
い
」
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
の

実
、
人
の
心
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
大
人
な
ど
、
い
く
ら
で
も
い
る
も
の

だ

─
不
信
感
は
い
よ
い
よ
募
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
周
囲
へ
の
糾
弾
が
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
他
で
も
な
い
、
自
分
自
身
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
社
会
不
信
を
後
生
大
事

に
抱
え
込
ん
で
蹲
っ
て
い
る
自
分
、
そ
の
「
自
己
」
と
は
何
か
。
自
明
の

存
在
に
思
え
、
喜
怒
哀
楽
の
源
泉
で
あ
る
「
自
己
」
と
は
、
そ
も
そ
も
信

じ
る
に
足
る
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

恐
ら
く
筆
者
・
長
谷
川
徹
氏
も
ま
た
、
同
様
の
不
安
に
取
り
つ
か
れ
た

青
年
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
書
を
貫
く
問
題
意
識
は
、「
絶
対
的
世
界

の
瓦
解
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
昔
前
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
青
春
を
過

ご
し
た
者
た
ち
が
、
相
対
主
義
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
言
葉
で
聞
か
さ

れ
て
い
た
も
の
だ
。
だ
が
こ
う
し
た
軽
や
か
な
説
明
の
傍
ら
で
、
筆
者
は

よ
り
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
た
。
絶
対
的
な
価
値
の
崩
壊
と
は
、

自
明
な
も
の
は
何
一
つ
な
い
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
人

は
、
周
囲
を
自
分
な
り
の
価
値
観
で
色
分
け
し
、
善
悪
の
判
断
を
く
だ
し
、

自
分
な
り
の
嗜
好
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
学
問
を
す
る
生
活
は
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
人
生
よ
り
も
優
れ
て
い
る
、
読
書
す
る
人
間
は
し
な
い
者
た
ち

よ
り
知
的
で
あ
る
等
々
、
無
意
識
の
前
提
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人

間
が
ど
れ
だ
け
社
会
を
批
評
し
、
研
究
論
文
を
書
い
た
と
し
て
も
、
精
神

の
「
底
」
は
崩
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
筆
者
が
経
験
し
た
の
は
、
こ
の

「
底
」
が
抜
け
て
し
ま
う
体
験
で
あ
っ
た
。
世
界
か
ら
決
定
的
な
意
味
は

奪
わ
れ
る
。
善
悪
の
遠
近
法
が
崩
れ
、
社
会
か
ら
凹
凸
が
消
え
る
。
そ
れ

は
社
会
に
位
置
づ
い
て
い
た
「
自
己
」
そ
れ
自
体
が
、
自
分
に
と
っ
て
得

た
い
が
し
れ
な
い
存
在
に
溶
解
す
る
体
験
で
あ
る
。「
生
の
根
拠
」
を
奪

わ
れ
た
者
は
、
生
き
る
意
味
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
手
渡
さ
れ
、
精
神

が
脱
臼
す
る
の
だ
。
健
や
か
な
少
年
は
、
意
識
す
る
こ
と
な
く
白
球
を
投

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
精
神
が
脱
臼
し
た
青
年
は
、
投
げ
方

が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
過
剰
に
意
識
的
で
あ
る
こ
と
は
、
球
を
前
に
投
げ

る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
書
く
こ
と
や
生
き
る
こ
と
も
同
じ
で

あ
っ
て
、
旺
盛
に
書
き
、
生
き
て
い
る
者
は
一
々
人
生
や
文
学
の
意
味
な

ど
問
わ
な
い
。「
底
」
が
抜
け
た
者
だ
け
が
混
沌
と
し
た
世
界
を
前
に
茫

然
と
立
ち
尽
く
す
の
だ
。

　

例
え
ば
夏
目
漱
石
に
と
っ
て
、
小
説
を
書
く
と
い
う
営
み
は
、
瓦
解
し

た
世
界
と
人
間
、
何
よ
り
「
自
己
」
を
も
う
一
度
組
み
立
て
な
お
す
営
み

で
あ
っ
た
。
漱
石
は
西
洋
文
明
と
の
激
突
に
よ
っ
て
、
肉
体
を
構
成
し
て
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い
た
前
近
代
の
教
養
を
全
否
定
さ
れ
た
。
今
後
、
正
し
い
文
学
は
、
西
洋

文
明
の
基
準
か
ら
み
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
人
び
と
は
言
っ
て
、
容
易

に
過
去
を
葬
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
い
か
に
も
「
他
人
本
位
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
け
れ
ど
も
い
く
ら
人
に
褒
め
ら
れ
た
つ
て
、
元
々
人
の
借
着

を
し
て
威
張
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
内
心
は
不
安
で
す
。
…
…
そ
れ
で
も

う
少
し
浮
華
を
去
つ
て
摯
実
に
就
か
な
け
れ
ば
、
自
分
の
腹
の
中
は
何
時

迄
経
つ
た
つ
て
安
心
は
出
来
な
い
と
い
ふ
事
に
気
が
つ
き
出
し
た
の
で

す
」（
二
五
頁
）。
か
く
し
て
漱
石
は
文
芸
と
は
全
く
縁
の
な
い
書
物
を
読

ん
で
、
一
か
ら
文
学
と
は
何
か
を
自
分
自
身
の
手
で
作
ろ
う
と
す
る
。
そ

の
決
意
は
「
自
己
本
位
」
と
い
う
四
文
字
に
集
約
さ
れ
、
思
索
は
続
け
ら

れ
た
。
西
洋
文
明
の
怒
濤
の
流
入
は
文
学
と
い
う
言
葉
の
世
界
に
混
乱
を

も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
を
日
本
人
の
精
神
自
体
の
混
乱
で
あ
る
と
、
漱
石

は
受
け
止
め
た
。
筆
者
・
長
谷
川
は
こ
う
し
た
漱
石
の
文
学
作
品
に
、
明

治
期
全
体
を
俯
瞰
す
る
「
思
想
」
の
結
晶
を
見
い
だ
し
て
い
く
。
そ
し
て

漱
石
の
「
自
己
本
位
」
が
、
い
か
に
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
は
異
な
る
思
想

な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
だ
。

　

具
体
的
に
は
第
一
章
「「
型
」
喪
失
の
時
代
を
生
き
る
モ
ラ
リ
ス
ト
」

に
お
い
て
、「
利
己
本
位
」
と
「
自
己
本
位
」
の
違
い
を
精
密
に
腑
分
け

す
る
作
業
を
行
っ
て
い
く
。
不
定
形
に
陥
っ
た
心
の
中
を
覗
き
込
ん
で
み

る
と
、
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
他
人
を
責
め
る
感
情
に
支
配
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。「
爆
裂
弾
」
と
名
づ
け
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
こ

の
忙
し
な
く
人
び
と
が
行
き
か
う
文
明
開
化
の
世
の
中
で
、
し
か
し
一
人

ひ
と
り
の
心
は
「
孤
立
支
離
の
弊
」「
内
部
の
生
活
は
む
し
ろ
バ
ラ
バ
ラ

で
何
の
連
鎖
も
な
い
」
状
態
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
人
間
同
士
の
交
流
は

近
代
化
に
よ
っ
て
増
え
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
心
の
つ
な
が
り
は
む
し
ろ
稀

薄
化
し
て
し
ま
い
、
孤
立
感
を
深
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自

分
の
思
想
こ
そ
正
し
い
と
見
な
し
、
そ
れ
を
支
配
的
に
拡
大
す
る
こ
と
で
、

孤
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
つ
な
が
り
の
な
い
人
同
士
を
自
分
の
思
想

で
染
め
上
げ
る
こ
と
で
、
強
引
に
人
び
と
を
つ
な
げ
る
の
だ
。
こ
れ
も
ま

た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
こ
う
し
た
「「
型
」
喪
失

の
時
代
」（
三
六
頁
）
に
お
い
て
、「
自
己
本
位
」
を
保
ち
つ
つ
、
他
者
と

折
り
合
う
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
利
己
本
位
に
陥
ら
な
い
で
す
む
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
筆
者
の
答
え
こ
そ
、
漱
石
は
「
天
」
を
発
見

す
る
こ
と
で
、
自
己
を
内
側
か
ら
「
超
越
」
し
た
の
だ
、
と
い
う
も
の
に

他
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
筆
者
が
発
見
し
た
「
天
」
が
、「
則
天
去
私
」
に
深
い
か
か
わ

り
を
持
つ
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
「
超
越
」
あ
る

い
は
「
内
在
的
超
越
」
と
は
一
体
、
ど
う
い
う
思
想
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
で
、
長
谷
川
氏
は
漱
石
の
作
品
を
分
析
す

る
と
同
時
に
、
明
治
思
想
史
あ
る
い
は
明
治
精
神
史
と
で
も
言
っ
て
い
い

よ
う
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
取
り
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
特
徴
は
本
書

第
二
章
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

長
谷
川
氏
は
、
片
上
天
玄
や
島
村
抱
月
、
相
馬
御
風
と
い
っ
た
自
然
主
義

文
学
の
「
無
理
想
・
無
解
決
」
に
ま
ず
は
注
目
す
る
。
日
本
の
自
然
主
義

文
学
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
は
異
質
な
思
想
傾
向
を
帯
び
て
い
く
。
西
洋
に

お
い
て
、
自
然
主
義
文
学
と
は
「
自
然
科
学
」
に
比
類
さ
れ
る
客
観
的
描
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写
を
意
味
し
、
一
切
の
思
想
信
条
を
排
し
た
言
葉
の
世
界
の
構
築
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
価
値
基
準
に

対
す
る
強
烈
な
反
発
意
識
が
あ
る
の
で
あ
り
、
無
神
論
と
は
強
烈
な
自
己

主
張
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
客
観
的
描
写
と
は
、
従
来
の
宗
教

的
世
界
観
へ
の
挑
戦
を
意
味
す
る
、
行
動
的
言
語
活
動
に
他
な
ら
な
い
。

一
方
の
日
本
の
場
合
、
自
然
主
義
文
学
は
客
観
的
を
標
榜
し
つ
つ
も
、
赤

裸
々
で
現
実
暴
露
的
な
人
間
模
様
こ
そ
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
人
間
描
写
な

の
だ
と
主
張
し
、「
自
己
否
定
的
傾
向
」
と
「
自
己
主
張
的
傾
向
」
と
い

う
矛
盾
し
た
立
場
を
と
る
。
長
谷
川
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
日
本
の
自

然
主
義
文
学
は
、
客
観
性
の
追
求
を
目
指
し
た
と
い
う
点
で
は
、
漱
石

「
去
私
」
に
近
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
な
に
も
実
行

せ
ず
、「
自
然
（
お
の
ず
か
ら
）」
の
力
に
身
を
任
せ
る
態
度
が
、
自
滅
的

傾
向
、
不
道
徳
に
よ
る
頽
廃
的
生
活
を
肯
定
す
る
だ
け
の
文
学
に
終
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
両
者
の
対
比
に
つ
い
て
、
長
谷
川
氏
は
、「
自
然
主
義
の
客

観
写
実
に
お
け
る
「
去
私
」
的
態
度
と
写
生
文
の
非
介
入
的
、
観
照
的
態

度
と
の
差
異
を
見
比
べ
る
に
、
自
然
主
義
の
頽
廃
と
は
、
自
己
を
安
易
に

「
大
い
な
る
自
然
」
へ
と
融
解
・
回
収
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
逆

に
、「
あ
り
の
ま
ま
」
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、「
我
／
主
観
」
の
必
ず
し
も

十
全
な
解
消
を
み
な
い
ま
ま
彼
ら
自
身
で
し
り
ぞ
け
て
い
た
は
ず
の
「
小

我
」「
小
主
観
」
が
、
む
し
ろ
「
露
悪
的
」
偏
向
と
し
て
作
品
に
凝
固
し

て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
分
析
を
試
み
て
い
る

（
九
〇
頁
）。
と
り
わ
け
「
小
我
」「
小
主
観
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
べ

き
な
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
自
然
主
義
文
学
の
「
去
私
」
に
は
、
ロ
マ

ン
主
義
的
な
自
己
主
張
が
淫
靡
な
か
た
ち
で
生
き
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

漱
石
が
直
面
し
た
「
絶
対
的
世
界
の
瓦
解
」
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
り
、

「
自
己
」
と
い
う
「
底
」
が
崩
れ
て
は
お
ら
ず
、
漱
石
が
『
門
』
の
参
禅

の
シ
ー
ン
で
描
い
た
前
に
も
後
ろ
に
も
進
む
こ
と
の
で
き
な
い
苦
悩
は
な

い
。
自
然
主
義
文
学
は
「
無
理
想
・
無
解
決
」
に
安
住
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
、
長
谷
川
氏
が
漱
石
と
並
ぶ
思
想
し
た
人
間
と
し
て
認
め
た

の
は
、
清
沢
満
之
で
あ
り
三
木
清
で
あ
っ
た
。
第
四
章
「
明
治
思
想
史
の

な
か
の
「
則
天
去
私
」」
は
、
副
題
を
「
内
在
的
超
越
の
思
想
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
い
よ
い
よ
「
超
越
」
と
は
何
か
を
解

明
す
る
段
階
に
入
っ
て
く
る
。
講
演
「
模
倣
と
独
立
」
に
お
け
る
、「
罪

を
犯
し
た
人
間
が
、
自
分
の
心
の
経
路
を
有
り
の
儘
に
現
は
る
こ
と
が
出

来
た
な
ら
ば
、
さ
う
し
て
其
儘
を
人
に
イ
ン
プ
レ
ツ
ス
す
る
事
が
出
来
た

な
ら
ば
、
総
て
の
罪
悪
と
云
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
」（
二
四
五
頁
）
と

い
う
言
葉
の
な
か
に
、
長
谷
川
氏
は
、『
歎
異
抄
』
の
「
悪
人
正
機
」
や

「
二
種
深
信
」
と
同
質
の
信
仰
の
あ
り
方
を
見
て
取
り
、
自
己
の
罪
悪
意

識
を
透
徹
し
た
眼
で
見
つ
め
る
態
度
を
読
み
込
ん
で
い
く
。
そ
の
眼
は
恐

ら
く
、
人
間
の
限
界
を
超
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
親
鸞
の
罪
悪
観
は
、
個

人
的
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
り
、
他
人
か
ら
指
弾
さ
れ
た
り
す
る
も
の
、
つ

ま
り
人
間
の
次
元
で
悪
と
判
断
さ
れ
る
道
徳
で
は
な
い
か
ら
だ
。
親
鸞
に

と
っ
て
罪
悪
と
は
、「
仏
の
絶
対
知
」
の
立
場
か
ら
し
か
把
握
す
る
こ
と

も
、
見
通
す
こ
と
も
で
き
な
い
類
の
も
の
で
あ
り
、
自
己
を
超
え
て
し
ま
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っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、『
心
』
の
先
生
の
悪
行
と
自
死
に
た

い
し
、
長
谷
川
氏
が
親
鸞
と
同
質
の
運
命
的
な
も
の
、
人
智
を
超
え
た
罪

意
識
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
罪
悪
の
意
識
は
、
人
を
自
己
抹
殺
へ

の
衝
動
へ
と
向
か
わ
せ
え
る
。
こ
れ
が
「
絶
対
的
世
界
の
瓦
解
」
だ
。
そ

の
否
定
的
意
識
は
も
は
や
、
自
分
の
裁
量
で
も
他
人
か
ら
の
同
情
で
も
解

決
し
う
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
道
は
「
仏
の

絶
対
知
」
あ
る
い
は
「
天
然
自
然
」
に
身
を
任
せ
る
し
か
な
い
で
は
な
い

か

─
「
内
在
的
超
越
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
態
度
の
こ
と
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

清
沢
満
之
こ
そ
、
浄
土
真
宗
の
近
代
化
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
に
取
り

組
ん
だ
宗
教
家
に
他
な
ら
な
い
。
明
治
三
十
年
代
の
思
想
界
で
、「
精
神

主
義
」
の
論
陣
を
張
り
、『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
な
ど
の
著
作
を
世
に
問
う

た
清
沢
に
と
っ
て
、
私
た
ち
は
ず
何
ら
か
の
立
脚
地
に
足
場
を
置
か
ね
ば
、

こ
の
世
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
で
は
ど
う
す

れ
ば
精
神
の
立
脚
地
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
言
え
ば
、「
絶
対
無
限

者
」
を
想
定
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。「
精
神
主
義
」
と
は
、
こ
の
絶
対

者
を
足
場
に
生
き
て
い
く
過
程
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
財
産

や
名
誉
、
凌
辱
と
い
っ
た
相
対
有
限
な
も
の
に
心
を
か
き
乱
さ
れ
、「
不

如
意
」
な
生
活
を
送
る
も
の
で
あ
る
。
煩
悶
も
憂
苦
も
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。

そ
れ
を
徹
底
的
に
自
己
の
外
側
に
排
除
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
精
神
主
義
」

の
一
側
面
で
あ
る
。
漱
石
は
清
沢
の
著
作
を
読
ん
で
お
り
、「
失
敗
」
は

外
側
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
な
か
で
そ
れ
を
失
敗
と
考
え
る
か

ど
う
か
で
決
定
す
る
の
だ
と
い
う
部
分
に
傍
線
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
精

神
の
動
き
如
何
で
、
こ
の
世
の
見
え
方
が
変
わ
る
の
だ
と
い
う
思
想
こ
そ
、

不
如
意
な
も
の
を
排
除
し
た
う
え
で
、
内
面
を
見
つ
め
、
内
面
の
動
き
如

何
で
世
界
の
見
え
方
が
わ
か
る
こ
と
を
内
観
す
る
「
精
神
主
義
」
の
確
信

的
思
想
な
の
で
あ
る
。

　

漱
石
に
と
っ
て
、
自
ら
が
直
面
し
て
い
る
現
実
世
界
は
、
西
洋
文
明
の

世
界
で
あ
っ
た
。
西
洋
文
明
と
は
、
積
極
的
、
進
取
的
で
あ
る
こ
と
を
肯

定
し
、
つ
ね
に
現
状
の
状
態
を
不
満
足
だ
と
考
え
る
思
考
態
度
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
、
一
生
涯
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
不
平
不
満
を
抱
く
こ
と
、
こ

れ
が
西
洋
文
明
の
特
徴
で
あ
る
。
対
す
る
日
本
の
場
合
、
西
洋
と
異
な
る

と
こ
ろ
は
「
根
本
的
に
周
囲
の
境
遇
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」（
二

六
九
頁
）
と
い
う
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
お
よ
び
日

本
人
を
こ
う
定
義
す
る
漱
石
が
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
に
反
応
し
、

「
絶
対
知
」
の
思
想
に
き
わ
め
て
近
い
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
も

は
や
明
ら
か
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
人
、
親
鸞
か
ら
深
い
思
索
の
糧
を
得
た
人
物
が
い
た
。

哲
学
者
の
三
木
清
で
あ
る
。「
付
論
2
「
自
己
／
超
越
」
の
系
譜
」
で
長

谷
川
は
、
三
木
の
遺
著
『
親
鸞
』
を
紐
解
き
な
が
ら
、
漱
石
・
満
之
・
三

木
と
い
う
精
神
史
、「
自
己
超
越
の
精
神
史
」
と
名
づ
け
る
べ
き
思
索
を

展
開
し
て
い
く
。
実
際
、
三
木
は
、
一
高
在
学
中
に
近
角
常
観
の
求
道
学

舎
に
通
い
つ
め
、
熱
心
に
『
歎
異
抄
』
講
和
に
聴
き
入
り
、
生
涯
の
枕
頭

の
書
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
論
的
存
在
論
の

時
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
三
木
清
が
哲
学
者
と
し
て
活

躍
し
た
時
代
は
「
人
間
学
」
の
全
盛
期
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
人
間
性
の
深
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い
自
覚
」
を
も
ち
、
絶
え
る
こ
と
な
き
煩
悩
を
見
つ
め
た
宗
教
家
で
あ
る
。

三
木
が
深
い
罪
の
自
覚
を
、「
機
の
自
覚
」
と
呼
び
か
え
た
う
え
で
、「
機

と
は
人
間
の
実
存
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
四
五
八
頁
）
と
定
義
す
る
と
き
、

罪
悪
観
こ
そ
が
人
間
存
在
の
原
本
的
規
定
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
人
間
存
在
と
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ

れ
は
罪
悪
観
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
前
、
三
木
は

『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
で
は
、
人
間
存
在
を
「
不
安
」「
悲

哀
」
あ
る
い
は
「
中
間
者
」
と
定
義
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
延
長
線

上
に
、
親
鸞
の
罪
悪
観
が
最
終
的
な
人
間
観
と
し
て
三
木
清
を
と
ら
え
た

に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
長
谷
川
氏
が
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
の
が
、
和
辻
哲
郎
の
倫

理
学
で
あ
っ
た
。
漱
石
門
下
で
あ
っ
た
和
辻
の
な
か
に
、
長
谷
川
氏
は
死

者
と
生
者
の
あ
い
だ
に
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
、
死
者
で
あ
る
漱
石

に
面
し
て
自
問
自
答
す
る
こ
と
で
、
和
辻
は
独
自
の
倫
理
学
を
形
成
し
た

と
考
え
る
。
例
え
ば
和
辻
の
「
間
柄
」
と
い
う
倫
理
概
念
に
は
、
他
人
に

後
ろ
め
た
い
と
か
、
親
に
悪
い
、
さ
ら
に
は
先
祖
に
顔
向
け
で
き
な
い
と

い
っ
た
死
者
を
含
め
た
人
間
関
係
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
も

う
一
つ
の
自
己
超
越
の
あ
り
よ
う
、
自
己
に
内
在
し
た
罪
悪
観
を
脱
し
、

ま
た
「
絶
対
知
」
と
も
異
な
る
方
法
に
よ
る
「
絶
対
的
世
界
観
」
を
恢
復

す
る
生
き
方
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
と
め
よ
う
。
本
書
は
一
貫
し
て
夏
目
漱
石
と
清
沢
満
之
を
中
心
と
す

る
明
治
精
神
史
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
文
章
の
背
景
に
は
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
思
想
形
成
を
始
め
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
相
対
主
義

が
叫
ば
さ
れ
て
い
た
時
代
を
生
き
た
人
間
に
よ
る
、
強
い
問
題
意
識
が
あ

る
。
つ
ま
り
自
己
内
対
話
の
書
だ
と
言
え
る
の
だ
。
私
た
ち
は
そ
う
容
易

に
、
生
き
る
意
味
を
問
う
場
面
に
出
く
わ
さ
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
東
日

本
大
震
災
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
常
と
は
非
日
常
の
上
に
築
か
れ
た
、

つ
か
の
間
の
安
心
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
の
本
質
は
「
非
常
時
こ
そ
常
時
」

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
精
神
の
根
拠
を
求
め
て
や
ま
な
い

彼
ら
明
治
人
の
思
索
は
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

不
条
理
な
死
者
、
夥
し
い
犠
牲
が
眼
の
前
に
転
が
っ
て
い
る
現
在
を
、
ど

う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
ま
た
そ
の
世
界
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
は
、
ど

う
生
き
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
普
遍
的
な
問
い
に
対
し
、
各
時
代
は
各
時
代
な
り
に
思
索
を

深
め
る
。
明
治
と
い
う
時
代
は
、
そ
の
思
索
の
糧
が
最
も
豊
富
だ
っ
た
時

代
な
の
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
令
和
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
に
今
、
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
「
哲
学
す
る
漱
石
」
の
よ
う
な
人
物
が
、
一
人
で
も
出

現
す
る
言
葉
の
環
境
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
思
想
と
は
、
常
に
、

生
き
物
な
の
で
あ
り
、
時
代
の
烙
印
を
免
れ
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。

�

（
日
本
大
学
教
授
）
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