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は
じ

め
に

西

田
幾
多
郎

(明
治
三
年
-
昭
和
二
+
年
)
は
、
折

々
に
多

く

の
手
紙

や
葉
書
を
書

い
た
。
宛
先
は
、
近
親
、
友

人
、
知
人
、
門
下
そ

の
他

に

わ
た

っ
て

い
る
。
現

在
、
全
集

(十
八
、
十
九
巻
)
に
取
捨
選
択

さ
れ

て
収

録

さ
れ
た
も

の
だ
け

で
二
七

一
六
通

を
数

え

る
。
全
集

の
後

記

(<
。一・一ρ

b
・。。o
o
)
に
よ
れ
ば
、
第

一
次
全
集

の
た
め

に
収
集

さ
れ
た
も

の
は
封
書

一
七

二
五
通
、
葉
書

ニ
ゴ
=

三
通

で
あ
り
、
そ

の
後
第

二

次
全
集

の
た
め

に
新

た
に
収
集
さ
れ
た
も

の
が
封
書

・
葉
書
あ
わ
せ

て
六

〇
〇
余
通
、
第

三
次
全
集

に
あ
た

っ
て
は

一
〇
三
通
が
収
集
さ
れ
た

と
あ

る
か
ら
、
そ

の
総
数

は
封
書

・
葉
書
あ
わ
せ

て
四
七
〇
〇
通
を
超
え

る
こ
と

に
な

る
。
ま
た
、
散
逸

し
た
も

の
、
あ
る

い
は
所
有
者

か
ら

提
供

さ
れ
な
か

っ
た
も

の
も
相
当
数

あ
る
と

み
ら
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
五
〇
〇
〇
通
を
優

に
超
え

る
数

に
な
る
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

現
代

は
、
携
帯
電
話

や
E
メ
ー
ル
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
戦
前

と
は
比
較

に
な
ら
な

い
ほ
ど
多
様
な
通
信
手
段

が
あ
る
。
日
本

で
は
最
初

の
電
話
が

一
八
八
九
年

(明
治
二
二
年
)
に
開
設
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
が
、

し
か

し
第

二
次
大
戦
前
は
、

一
般
家
庭

に
ま
だ
電
話

の
普

及
は
な
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か

っ
た
。

つ
ま
り
西

田

の
時
代
、
主

な
通
信
手
段

は
郵
便
以
外

に
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
時
代

の
較
差
を
考
慮

し
て
も
、

西
田

の
書
簡

の
数

は
相
当
多

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

西
田
は
あ

る
時

、
友
人

の
山
本
良
吉

に
宛

て
て

「
君
は
ど
う
も

よ
く
古

い
手

紙
を
保
存

し

て
い
る
。
そ
ん
な
も

の
を
出
さ
れ
て
は
困
る
。
小

生

の
も

の
だ
け
は
ど
う

か
全
部
焼
き
捨

て
て
く
れ
た
ま
え
」

(Z
。
。①
一ω
矯
ω
.㎝
・潜
'刈
)
と
書
き
送

っ
て

い
る
。
し
か
し
山
本

は
お
そ
ら
く

こ
の
文

面
も
無
視

し
、
若
き

日
か
ら

の
無

二
の
親
友

の
手
紙
を
大
切

に
保
管

し
た

の
で
あ

ろ
う
。
ち
な

み
に
、
公
表

さ
れ
た
山
本
宛

の
書
簡

は

一
九
八

通

に
の
ぼ

っ
て

い
る
。

右

の
西

田

の
言
葉

の
よ
う

に
、
書
簡

の
ほ
と
ん
ど

は
あ
く
ま

で
私
信

で
あ
り
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
し

て
書

い
た
も

の
で
は
な

い
。
し

か

し
書
簡

に
は
、
そ
れ
な
り

に
筆
者

の
端
的
な
心
情

や
、
忌
琿

の
な

い
意
見

が
述

べ
ら
れ

て
お
り
、
現
在

で
は
西
田
研
究

に
と

っ
て
か
な
り
重

要
な
意
義

を
も

つ
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
戦
後
、
公

刊
さ
れ
た
個
別
的
な
書
簡

は
、

『西
田
幾
多

郎

の
手
紙
』

(田
部
隆
次
宛
の
書
簡
、
田
部
隆
次

編
、
昭
和
二
二
年

一
〇
月
、
斎
藤
書
店
)
、

『永
遠

の
影
』

(山
本
良
吉
宛
の
書
簡
、
西
田
外
彦
編
、
昭
和
二
一二
年
六
月
、
斎
藤
書
店
)
、

『西
田
幾
多
郎

の
手

紙
』

〈鈴
木
大
拙
宛
書
簡
、
古
田
紹
欽
編
、
昭
和
二
五
年
四
月
、
新
潮
社
)
な
ど
が
あ

る
。
し
か
し
、
西

田

の
書
簡
全
体

に
関
し

て
ま
と
ま

っ
て
考
察

し
た
も

の
は
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

本
稿

は
、
西
田

の
人
物
像

の

一
端
を
知

る
こ
と
を

目
的
と
し

て
、
そ
れ
を
書
簡

に
よ

っ
て
試

み
た
も

の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
書
簡
全
体
を

考
察
す

る
も

の
で
は
な

い
。

こ
こ
で
は
三

つ
の
テ
ー

マ

(「学
問
に
つ
い
て
」
「家
庭
と
入
生
」
「時
代

の
波
に
抗
し
て
」
)
を

設
定

し
、
そ

れ
に
関
し

て
彼

の
折

々
の
所
感

や
意
見
を
通
覧
的

に
集
め

て
み
た
。

こ
れ
と

て
網
羅
的
と
は
と

て
も

い
え

な

い
の
で
あ

る
が
、
幾
分
か
は
西

田
幾
多
郎
と

い
う

人
物
像

が
浮

か
び
上

が

っ
て
く

る
と
思
う

。
書
簡

に
は
、
か
な
り
思
想

的
内
容
を
も

つ
も

の
も
あ
る

(た
と
え
ば
田
辺
元
宛
の
も
の
な
ど
は

代
表
的
で
あ
る
)
が
、

こ
こ
で
は
思
想
的

に
深
く
立
ち
入

っ
た
も

の
は
原
則
と

し
て
除

い
た
。



学
問
に

つ
い
て

西

田
は
明
治

三
十

二
年

(西
田
二
九
歳
)
か
ら
金
沢

の
第

四
高
等
学
校

で
お
よ
そ
十
年
間
教
鞭
を
執

っ
た
。
四
高

で
は
、
論
理
、
心
理
、
倫

理
、

ド
イ

ツ
語
な
ど
を
教
え
た
。
明
治
三
十
五
年

に
、
高
等
中
学
校

(第
四
高
等
中
学
校
)
時
代

の
彼

の
同
級
生

で
あ
る
鈴
木
大
拙

に
宛

て
た
書

簡

に
次

の
よ
う

に
述

べ
た
も

の
が
あ

る
。
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「余

は
昨

年

よ
り

学

校

に
お

い

て
倫

理

の
講
義

を

な

し
居

り

候

。

自

ら

救
う

事

の
難

に

し

て
人

に
向

か

っ
て
道

を

説

く

。
君

乞

う

、

亡
者

が
導

く

を
笑

い
た
ま

う
事

な

か

れ
。

…
…

そ
れ

に

つ
い

て
考
え

る

に
、

今

の
西

洋

の
倫

理
学

と

い
う

も

の
は
全

く

知

識
的

研
究

に
し

て
、

議

論

は
精

密

で
あ

る
が

人
心

の
深

き

ω
。
巳
-
。
巻

霞

凶①
琴

①
に
着

目

す

る
も

の
、

一
つ
も

あ

る

な

し
」

(Z
ρ
轟

ζ
。。㎝
」
O
.N
刈)

西
田
は
若

い
頃
か
ら
、
倫
理

・
宗
教
的
関
心
を
強
く
も

っ
て
い
た
。

い
ざ
、
自
分
が
教
え

る
段

に
な

っ
て
、
あ
ら
た

め
て
学
校
的
学
問

の
不

毛

さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
同
級
生

の
鈴
木
大

拙
に
語

っ
た

の
で
あ

る
。

ず

っ
と
後

に
な
る
が
、
京
都
大
学

に
学

ん
だ
三
宅
剛

一
に
宛

て
、
日
本
的
学
問

の
弱
点

に

つ
い
て
書
き
送

っ
た
も

の
が
あ
る
。

「
日
本
人
は
も

っ
と
自

分

で
深

く
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
今

で
は
日
本
人
が
相
当
深
く
独
逸
哲
学

お
よ
び

そ

の
他
を
理
解
す

る
こ
と
が

で

き

、
ま
た
そ
れ
を
小
器
用

に
応

用
す

る
こ
と
も

で
き
る
が
ど
う
も
深

い
も

の
大
き

い
も

の
が
な

い
、
た
だ
人
真
似

に
す
ぎ
な

い
。
自
己

の

腹

の
底
か
ら
出

る
も

の
が
な

い
。
哲
学

は
芸
術

の
如
く
生
命

の
発
現

に
て
、
た
だ

ド
①
旨
①
ロ
と

〉
・
蓄

己
8

と
だ
け

で
は
何

の
意
味
も
な

い

」

(
Z
o
●
○。
蔭
ρ

QD
O
●
S

N
)
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学
問
が
深

い
魂

を
も

つ
べ
き
だ
と

い
う
主
張
は
、
西

田
の
生
涯
を
貫
く
主
張

で
あ
り
、
か

つ
西
田
哲
学

の
特
質

と

い
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。

彼
は
若
き
時
代
、
す

で
に
こ
の
魂

の
要
求
を
感
じ
取

っ
た

の
で
あ

っ
た
。
日
本
人
云

々
と

い
う
書
簡

の
文
章
は
、
そ
う

し
た
西
田

の
率
直

な
思

い
か
ら
発

す
る
日
本
的
学
問
論
と

い
え

る
。
学
問
は
、
学
習

(『
o
§
Φ昌
)
と
応
用

(〉
薯

。巳
①づ
)
だ
け
で
は
十
分

で
な
く
、
「
生
命

の
発
現
」
が

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
す

る
主
張

で
あ
る
。

前

に
戻

る
が
、
金

沢
で
、
ド
イ

ツ
語
を
教
え

つ
つ
感

じ
た
こ
と
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「語

学

は

つ
ま

ら

ぬ
も

の
な

が

ら

ど
う

も

あ

る
程

度

ま

で
は
必

要

な

り

。

と

く

に
彼

の
地

に

で
も

ゆ
く

と
す

れ
ば

語

学

が

で
き

ぬ

で
は

つ

ま

ら

ぬ
も

の
な

り
。

世

に

は
西

洋

へ
語

学

の
研

究

に

ゆ
く
贅

沢

者

の
あ

る
な

り
」

(Z
。
・ミ
矯
ζ
ω・。
●ω
.。。
り
山
本
良
吉
宛
)

西
田
は
生
涯
、
洋
行
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
学
問
研
究

の
た
め

に
外
国

で
学

び
た

い
と

い
う
気
持

ち
は
人

一
倍
も

っ
て
い
た
よ

う

に
思
わ
れ
る
。
た
だ
彼
を
取
り
巻
く
家
庭
的
、
金
銭
的
な
ど

の
状
況
が
そ
れ
を
許

さ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
大
拙

と
同
じ
く
高
等
中
学
校

の

同
級

生

で
あ

っ
た
山
本
良
吉

に
あ

て
た
右

の
書
簡

に
は
、
そ
う

し
た
西
田

の
や
る
せ
な

い
心
情

が
読

み
と
れ
る
。

四
高

の
学
生

で
あ

っ
た
河
合
良
成

は
、
東
京

に
出

て
勉
学
を

つ
づ
け

て
い
た
が
、
勉
学

や
進
路

に

つ
い
て
西

田
に
助
言
を
求

め
て
き
た
。

こ

れ

に
西
田
は
懇
切
な
返
事

を
し
た
た
め
た
。

「
自
分
は
非
常

に
頭

が
悪

い
よ
う

に
感
ず

る
と

の
お
話

に
候

が
、
人

が
本
気

に
事
を

や
り
出
す
と
か
か
る
こ
と

は
誰

で
も
必

ず
感
ず

る
も

の
と
存
じ
候

。
外
よ
り
見

て

い
れ
ば

で
き
そ
う

な
こ
と

で
も
さ

て
自
分

で
や

っ
て
み
る
と
な
か
な
か
に
難

し
き
も

の
と
存

じ
候
。
小
説

や

画

の
批
評
は
誰
も
す
る
が
さ

て
自
分
が

や

っ
て
み
る
と
容
易

の
も

の
に
こ
れ
な
く
候
。
小
生
な
ど
も
筆
を
と
り

て
紙

に
臨
む

や
常

に
か
か



る
事

を
感
じ
居
り
候
。
し
か
し
こ
こ
で
挫
折

し

て
は
ダ

メ
と
存

じ
候
。
ど
う

で
も
し

て
此
処
を
破

れ
ば
ま
た

一
寸
自
分

の
得
力
を
自
覚

す

る
と

こ
ろ
之
あ

る
べ
く
候

。
書
を
読

み
ま
た
は
自

分

で
考
え

て
分

か
ら

ぬ
所

に
至
れ
ば
必
ず
骨
打

っ
て
静
か
に
精
細

に
考
え

て
見

る
べ
く

候
。
丁
寧
親
切

に
考
え

て
見
る

べ
く
候
。
分

か
ら
ね
ば
幾

日
で
も
考
え

て
見

る

べ
く
候

。
人

に
教

わ

っ
た

の
で
な
く
自

分

の
力

で

一
の
事

が
解
せ
ら
る
れ
ば
十

の
事

が
解

せ
ら

る
べ
く
候
。
ま
た
自
分
が
力
を
尽
く
し

て
考
え
自
分

で
判
断
し
ゆ
く
よ
う

に
す
れ
ば
始
め
は
実

に
難

し
く
と
も
、
そ

の
う
ち
遂

に
自
信
を
生
じ
オ
リ
ジ
ナ
リ
チ
ー
も
出

で
く

る
も

の
に
候
。
学
問
は
単

に
詰

め
込

み

で
は

い
か
ぬ
。
か
く
せ
ね

ば
進
ま

ぬ
も

の
に
候
」

(z
。
.芦

昼

ド
一
・刈
)
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こ
の
手
紙

は
さ
ら
に
、
頭
脳

の
明
晰
と
人
格
と
は
別
問
題
だ
と
し
、
す

べ
て
の
根
本
は
人
格
修
養

に
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
河
合
良
成

に
対

し
て
は
こ

の
後
も
折

に
触

れ
て
書
簡
を
送
り
、
学
問

の
道
よ
り
も
実
務
家

の
道

に
進
む

の
が
よ

い
と
、
個
人
的
資
質

に
も
配
慮

し
た

ア
ド
バ
イ

ス
も
し

て
い
る
。
河
合

は
後

に
農
商
務
省

の
役
人
と
な

っ
て
い
る
。
西
田
が

い
か

に
学
生
を
大
切

に
し
、
そ

の
生
涯
を
見
守

っ
た
か
を
示
す

一

例

で
あ
る
。

ま
た
、
明
治

四
十
二
年
当
時
、
京
都
大
学

で
学
生
監
を
し

て
い
た
山
本
良
吉

に
宛

て
た
手
紙

の
中

で
、
学
生

の
勉
学

に

つ
い
て
論
じ
た
も

の

が
あ
る
。

「今

の
青
年
学
生

に
は
よ
く
古

書
を
味

わ
し
む
必
要
あ
り
と
存

じ
候
。
古
書

を
読

ま
ず
ば
高
尚

な
る
理
想
的
生
活
を
味
わ
う

こ
と

で
き
ず

と
存

じ
候
」

(z
。
・轟

昼

N
・①
・り
)

読

書

に

関

し

て
は

、

同

じ

く

「
読

書

」

と

題

し

た

小

篇

が

二

つ
あ

る
。

大

正

五
年

(<
。
ン
昼

題

」
O①
山
O
c。
)
と

昭

和

十

五
年

(<
。
一」
鉾

b
や
・・。N
。。
歯
ω
N
)
に
雑

誌

に
寄

稿

さ

れ

た
も

の
で
あ

り

、

い
ず

れ

も
短

い
が
珠

玉

の
如

き

文

章

と

い

っ
て
よ

い
も

の

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

さ

か

の
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ぼ
り
明
治
三
十
年

に
書

か
れ
た
日
記
帳

の
表

紙
裏

に
、

に
あ
げ
よ
う
。

読
書

に

つ
い
て
記

し
た

(自
戒
の
?
)
文
章

が
あ

る
。

こ
の
日
記

の
文
章
を
参
考
ま

で

「
他
人

の
書

を
読
ま

ん
よ
り
は
自

ら
顧
み

て
深
く
考
察

す
る
を
第

一
と
す
。
書

は
必
ず
多
を
貧

ら
ず
。
古
今

に
卓
絶
せ
る
大
家

の
書
を
と

り

て
縦
横

に
之
を
精
読
す

。
第

一
の
思
想
家
は
多
く
書
を

よ
ま
ざ

り
し
人
な
り
。
読
書

の
法

は
読
、
考
、
書
、

一
事

を
考
え
終
ら
ざ

れ
ば

他
事

に
移
ら
ず
。

一
書
を
読
了
せ
ざ

れ
ば
他
書
を
と
ら
ず
」

(<
。一≒

℃
唱
●。。
)

明
治
三
十
年

と

い
え
ば
西
田

二
十
六
歳

の
時

で
あ

る
が
、

こ
の

一
文
を
見

る
と
、

書

・
勉
学

に

つ
い
て
、

こ
れ
ほ
ど
簡
潔

に
そ

の
要
諦
を
述

べ
た
文
章
を
筆
者

(石
神
)

さ
ら
に
学
問
に

つ
い
て
、
西

田
は
書
簡

で
こ
の
よ
う

に
述

べ
る
。

こ
こ
に
は
す

で
に
大
家

の
趣
が
あ

る
と

い
え

よ
う
。
読

は
知
ら
な

い
。

「
学

問

と

い
う

も

の
も
自

分

の
仕

事

に
あ

ら
ず

。
自

分

に

て
成

し
遂

げ

る
と
思

え

ば

困

難

な

る
も

、

と
を

し

て
、
後

の
賢

者

を

待

つ
の
ほ
か

な

し
と

存

じ
候

」

(z
。
●器
。。℃
日
刈
・H
一
」
♪

堀
維
孝
宛
)

要
す

る
に
自

分

の
で
き

る
だ
け

の
こ

こ
の
書
簡

を
書

い
た
大
正
七
年

と

い
え
ば
、
社
会

で
は
第

一
次
大
戦

が
終
結

し
た
年

で
あ
り
、
西
田
自
身

に
と

っ
て
は
母

が
亡
く
な

っ
た
年

で
あ

る
と
と
も

に
、
大
著

『自
覚

に
お
け
る
直
観

と
反
省
』

を
前
年

に
上
程

し
、

い
わ
ば
小
休
止

し

て
新

し

い
方
向

へ
の
模
索

を
始

め
た
年

(西
田
四
八
歳
)
で
あ
る
。
大
学

の
教
授
と

し
て
も
、

こ
れ
か
ら
多
忙

に
な
ら
ざ

る
を
え
な

い
予
感

が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
上

の
文
章

に
は
、

あ
た
か
も

「
五
十

に
し
て
天
命

を
知

る
」
と

の
孔
子

の
言
葉
を
彷
彿

さ
せ
る
も

の
が
あ

る
。

「
で
き
る
だ
け

の
こ
と
を
し

て
後
人

に
託

す
」
と

い
う
趣
旨

の
文
面

は
、
西
田

の
書
簡

に

(こ
の
後
)
多
く
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
と
く

に



門
下

に
対

し

て
は
、
自
分

(西
田
)

の
思
想
を
よ
く
理
解

し

て
、
発
展
さ
せ

て

い
っ
て
ほ
し

い
旨

が
語
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
終

生
、

は
自
分
自
身

の
努
力

を
け

っ
し
て
減

じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

門
下
に
対

し
て
は
、
西

田
自
身

の
経
験

か
ら
学
問
上

の
助
言
を

し
て

い
る
書
簡

も
多

い
。
次

の
も

の
は
そ

の
代
表

的
な
も

の
で
あ

る
。

西
田

「思

想

の
発

展

は

な

お

山

を

登

る
が
如

し
。

と

に
か

く

一
山

を
登

ら
ざ

れ
ば

更

に

一
山

の

い
か

な

る
方

向

に
あ

り

、

き

か

を
知

る

こ
と

が

で
き

な

い
と

お
も

い
ま

す
」

(Z
ρ
謹
。。
"
Q。
S
㊤
」
》
木
村
素
衛
宛
)

い
か
に
し

て
禁
づ
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「学
問

の
道

は
何
処
ま

で
も
自

己
を
欺

か
ざ

る
に
あ
り
。
何
処
ま

で
も
疑

い
何
処
ま

で
も
戦
う

い
や
し
く
も
小
成

に
安

ん
ず

べ
か
ら
ず
。

自
分

の
考
え

の
行
き
詰
ま

っ
た
よ
う

な
と
き
は
人

の
書
物
を
読
む
も
可
な
ら
ん
。
し
か
し
何
処
ま

で
も
現
実

に
即
し

て
自
己

の
足
を
以

て

歩

ま
ざ

る

べ
か
ら
ず
」

(2
。
.一〇
参

ω
一ド
リ
・ωP

高
坂
正
顕
宛
)

「他

の
言

に

よ
り

あ

ま

り

あ

ち

こ
ち
考

え

る

の
は

よ
く

な

い
。
君

は
君

の
足

で
君

の
道

を

す
す

ま

れ

て
よ

い
。
君

に
は
君

で
そ

れ

で
よ

い

と

こ

ろ
が
あ

る
と

思
う

。
君

の
特
色

が
あ

る
と

思
う

。

た

だ

で
き

る
だ

け
自

分

で
自

分

に
対

し
批

評
的

で
あ

る

こ
と

が
必
要

だ

。

そ

の
た

め

や

は
り

反
対

の
考

え

を

顧
慮

せ

ね
ば

な

ら

ぬ
。

独

り

で
営
碧

。
を

弾

ず

る
に
も

い

つ
も
名

人

が
見

て

い
る
気

持

ち

で
な
け

れ
ば

な

ら

ぬ

」

(Z
。
」
b。
O
ρ

GQ
一ω
・b。
・b。b。
.
柳
田
謙
十
郎
宛
)

こ
こ
に
あ
げ
た
三

つ
の
文
面

に
共
通
す

る
も

の
は
、
学
問
を
志
す
者

は
、
自
分

の
課
題
を
徹
底

し

て
考
え
抜

く
こ
と
が
大
切
だ
と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
小
成

に
甘

ん
じ
る

こ
と
な
く
、
力
を
尽
く
し

て
深

み

へ
と
達
す

る
努
力
を
す

べ
き
だ
と

い
う
内
容

で
あ

る
。

こ
れ
は
、

い
ず
れ
も
西

田
自
身

の
学
問

へ
の
姿
勢

で
も
あ
り
、
そ
れ
を
ま
た
門
下
に
懇
切

に
説

い
た

の
で
あ
る
。
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西
田

の
最
晩
年
、
す

で
に
第

二
次
大
戦
も
敗
色

が
濃
厚

と
な

っ
た
昭
和

二
十
年

の
春
、

彼
は
次

の
よ
う
な
手
紙
を
後
輩

の
久
松
真

一
に
書
き
送

っ
て
い
る
。

鎌
倉
の
上
空
を
米
軍
の
爆
撃
機
が
通
り
す
ぎ
る
最
中
、

「
こ

こ
も
始

終

B

29
が
頭

上

を

通

り
ま

す

が
爆

弾

は

落

と

し
ま

せ

ぬ
。

皆

々
私

に
も

疎

開

せ

よ

と

や
か
ま

し
く

云

い
ま

す

が
す

べ
て
天

に

任

せ

て

い
ま
す

。

も
う

老

い
先

も
短

き

こ
と
故

、

へ
ー
ゲ

ル
が
イ

ェ
ー

ナ

で
ナ

ポ

レ
オ

ン

の
砲

弾

を
聞

き

つ

つ
現

象

学

を
書

い
て

い
た
と

云
う

つ
も

り

で
毎

日
決
死

の
覚

悟

を

以

て
書

い

て

い
ま

す
」

(Z
。
・・。
一。。
r

Q。
b。
O
●吟
一N
)

も
は
や
こ
の
頃
は
出
版
も
ま
ま
な
ら
ず
、
原
稿
も

い
つ
戦
災

に
焼
け

て
し
ま
う
か
も
わ
か
ら
な
か

っ
た
時
節

で
あ

る
。

こ
の
頃

の
書
簡

に
は
、

自

分

の
書

い
た
原
稿

の
複
写
を
頼

ん
だ
り
、

さ
ら

に
出
版

へ
心
を
砕

い
て

い
る
文
面
も
多

い
。
「毎

日
決
死

の
覚
悟
を
以

て
書

い
て

い
ま
す
」

と

い
う

一
節

に
は
、
時
代
も
そ
し
て
彼

の
人
生
も
終
期
を
前

に
し
て
、
切
迫
し
た
状
況
が
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、

一
刻

一
刻
、

ま
さ
に
生
命
を
刻
む
思

い
で
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
、
彼

の
学
問

へ
の
情

熱
を
読

み
と
る

べ
き
だ

ろ
う
。

こ
の

一
節

に
は
学
問

に
か
け
た
人
生

の
姿

が
あ
る
。

こ
の
手

紙
を
書

い
た
四
月

に
は

「場
所
的
論

理
と
宗
教
的
世
界
観

」
と

い
う
重
要

な
論
文
を
脱
稿

し
、

つ
づ

い
て
す
ぐ

に

「私

の
論

理
に

つ

い
て
」

(絶
筆
)
と

い
う
論
文

に
取
り
か
か

っ
た
。

二
ヶ
月
後

、
西
田
は
帰

ら
ぬ
人
と
な

っ
た
。
彼

は
、
最
後

の
最
後
ま

で
学
問

の
人

で
あ

っ

た
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

一
一

家

庭
と
人
生

学
問
的
生
涯
を
送

っ
た
西
田
で
あ

る
が
、
彼

の
家
庭
は
ど
う

で
あ

っ
た
か
。
西
田
は
先
妻
と

の
問

に
二
男
六
女
を
も
う
け
た
。
彼

の
入
生
は
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こ
の
子
等

へ
の
気
遣

い
や
思

い
に
満
ち
た
も

の
で
も
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
そ
う

し
た
子
と
共

に
歩
む
彼

の
人
生
を

み
て
み
よ
う
。

こ
と

み

西
田
は
明
治

二
十

八
年

五
月
、
母
方

の
従

妹

で
あ

っ
た
女

性

(壽
美
)
と
結
婚

す

る
。

そ
し

て
早

く
も
翌
明
治

二
十
九
年

の
三
月

に
長
女

(弥
生
)
を
も
う
け
た
。

こ
の
と
き

の
思

い
を
山
本
良
吉

に
書
き
送

っ
て
い
る
。

「
本

月

二
十

五

日
小

生

方

に

一
女

を

挙

げ

た

り

。
余

は
多

く

浮

き

世

の
綱

を

つ
く

る
身

と

な

れ

り
。

る
」

(2
0
・N◎

ζ
N
り
・ω
'ω
一)

日
々
己
が
気
力

の
衰
え

ん
こ
と
を
恐

長
女

(弥
生
)
出

生

の
あ

と

、

長

男

(謙
)
、
次

男

(外
彦
)
、

次

女

(幽
子
)
が

生

ま

れ

た

。

そ

の
後

も

、

三

女

・
静

子
、

四
女

・
友

子
、

五

女

・
愛

子

(友
子
と
愛
子
は
双
子
)
、

六
女

・
梅

子
と

子

供

を
次

々
に
得

て

い

っ
た

。

し
か

し
、

明

治

四
十

年

一
月

に
、

四
歳

に
な

っ
た
次

女

を

亡

く
す

。

こ

の
子

供

を
失

う

と

い
う

始

め

て

の
経

験

は

、

西

田

に
と

っ
て
大

き

な

人
生

上

の
試

練

で
あ

っ
た

。

こ

の
時

、

四
高

の
同

僚

で
あ

っ
た
堀

維

孝

に
書
き

送

っ
た
手

紙

に
、

「余

は
今
度
多
少
人
間

の
真

味
を
知
り
た

る
様

に
覚
え
候
。
小
生

の
如
き
鈍
き
者

は
愛
子

の
死
と

い
う

ご
と
き
悲
惨

の
境

に
あ
ら
ざ

れ
ば
、

真

の
人

間
と

い
う
も

の
を
理
解

し
得

ず
と
考
え
候
」

(2
。
.㎝
メ

昼

O
・一
」
心
)

と
述

べ
て

い
る
。
我
が
子

の
死
と

い
う
厳
粛
な
事

実

に
直
面
し
、
人
間

の
生
死
と
と
も

に
、
自
ら

の
生

の
意
味
を
深
く
考
え
ざ

る
を
え
な
か

っ

た
こ
と
だ

ろ
う

。
西

田
は
、
さ
ら
に
同
年

(明
治
四
+
年
)
に
双
子

の

一
人

(愛
子
)
を
失

い
、
大
正
九
年

に
長
男

(謙
)
、
昭
和
十
六
年

に
四
女

(友
子
)
、
昭
和

二
十
年

に
は
長
女

(弥
生
)
を
失
う

こ
と

に
な

る
。
そ
し

て
こ
の
間
、
大
正
十

四
年

に
は
妻

に
先
立

た
れ
る
の
で
あ
る

(
の
ち
に

西
田
は
再
婚
す
る
)
。
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こ
う

し
た
家
族

の
死
は
、
西
田

の
人
生

に
と

っ
て
も

っ
と
も

つ
ら

い
も

の
で
あ

っ
た
こ
と

は
間
違

い
な

い
。
こ

の
経
験

は
彼

の
人
生
観
、
そ

し

て
哲
学
思
索

に
も
影
響
を
与
え

ず

に
は
お
か
な
か

っ
た
。
次

の
三
通

の
書
簡

は
、
そ
う

し
た
家
族

の
死

に
面

し
て
の
思

い
を
綴

っ
た
も

の
で

あ

る
。「人

生
何
事

が
悲
惨

と
申

し

て
も
、
我
が
子

の
死
と

い
う
よ
り
悲
し
き
も

の
は
な
か

る
べ
く
…
…
誠

に
生
涯
忘

る
る
こ
と

の
で
き
な

い
人

生
唯

一
の
悲
哀

と
存

じ
候
。
小
生
も

こ
の
数
年

は
不
幸

つ
づ
き

て
、

一
昨

々
年

脳
出
血

に
て
倒

れ
し
妻

は
今

に
生
命
を
維
持

し
居

る
も
全

く
仰
臥

の
ま
ま

に
て
自
分

に
て
横
臥
す
る
こ
と
す
ら
。

一
昨
年

の
夏
は
将

に
三
高
を
卒
業
す
る
長
男
を
失

い
、
今

に
思

い
出

で
て
人
知

れ

ず
悲
哀

の
涙

に
く
れ
居
り
候

。
人
生

の
事
、
何
事
も
期

し
難
く
頼

み
難

し
。
虚
現

の
幻
影
を
追
う
我
等

こ
そ
憐

れ
む

べ
き
者

に
て
候
」

(2
。
・。。O
伊

月
一
ピ
一
.。。O
一
堀
維
孝
宛
)

「
荊

妻

今

日

の
事

あ

る

は
昨

年

来

覚
悟

い
た

し

お
り

、

今

更
心

を
動

か
す

よ
う

な

こ
と

も

な

い
と
思

い
ま

す

。

し

か

し
今

は
我

が
家

と

い

う
如

き

も

の
が
消

え

失

せ

て
遠

き

国

に
さ
ま

よ
う

旅

人

の
よ
う

な

心
持

ち

が
致

し
ま

す

。

去
年

の
秋

窓

際
近

く
植

え

し
花

咲

き

か
散

る
ら

む
見

る
人

な

し

に
」

(Z
p
。。O
。。
℃
日
一躰
・一
』
。。
一
久
松
真

一
宛
)

「弥

生

の
こ
と

は
何

と

し

て
も

思

い
出

さ
れ
無

限

の
淋

し

さ
と

深

き
悲

哀

に
沈

ん

で

お
り

ま

す

。
私

も

七

人

の
子
供

を

も

ち

ま

し

た

が
、

も

は

や

四
人

は
私

に
先

立

っ
て
逝

き

、
あ

と

三
人

に
な

り
ま

し
た

。
幽

子

の
死

に
は

じ
め

て
子
を
失

い
し
悲
哀

を

味

わ

い
、
弥

生

の
死

に

子

に
先

立

た

れ

し
老

人

の
悲

哀

を
知

り
ま

し

た

。
ど

う

か
残

る
三

人
相

親

し

み
相

助

け

、
共

に
美

し
き

情

愛

の
生

涯

を
送

っ
て
下

さ

い
」

(Z
。
.b。
旨
。。
}
GD
NO
●N
・謡

・
西
田
外
彦
宛
)
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は

じ

め

の
も

の
は

四
高

の
同

僚

、

堀
維

孝

が
中

学

三
年

の
息

子
を

失

っ
た

こ
と

に
対

し

て
弔

辞

の
意

を

込

め

た
書

簡

の

一
節

で
あ

る
。
次

の

も

の
は
、

長

く
患

っ
て

い
た
西

田

の
妻
壽

美

の
死

に
際

し

て
、
後

輩

の
久

松

に
送

っ
た
も

の
。

そ
し

て
三

つ
め
は

、
西

田
自

身

の
死

に
先

立

つ

四

カ
月

前

、

長

女

弥

生

の
死

に
接

し

、
次

男
外

彦

に
宛

て

て
晩
年

の
心

境

を
綴

っ
た
も

の
で
あ

る

(な
お
、
弥
生

の
死
に
対
し
て
、
「弥
生
は
死
ん

で
し
ま

っ
た
」
と

の

一
文
に
始
ま
る

「上
田
弥
生

の
思
出

の
記
」

(<
。
一」
b。噂
眉
.b。
①
一)
と
題
す
る
遺
稿
が
あ
る
)
。

こ

れ

ら

の
手

紙

を

見

る
と

き

目

に

つ
く

も

の
は
、

「悲

哀

」

と

い
う

繰

り
返

さ

れ

る
表

現

で
あ

ろ
う

。
ま

さ

に
西

田

に
と

っ
て
、

入
生

と

は

一

悲
哀

で
あ
り
、
無
限

の
悲
し
み
を
伴

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
西
田
は
ま

さ
し
く
こ

の
悲
哀

に
こ
そ
、
人
生

の
真
実

の
深
み
を
感

じ
取

っ
た

の
で
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
彼

の
哲
学
的
思
索
を
深
め
た
も

の
も
、

こ
の
入
生

の
悲
哀

に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

四
十
歳

に
な

っ
た
明
治
四
十

三
年
、
西
田
は
京
都
帝

国
大
学

の
助
教
授
と
し

て
赴
任

し
た
。

こ
の
頃
、

四
高
時
代

の
同
僚

で
あ

っ
た
田
部
隆

次

に
宛

て
た
文
章

に
は
、
西
田

の
こ
れ
ま

で
の
家
庭
的
経
験
を

ふ
ま
え

て
、
大
学

の
先
生

な
る
も

の
の
人
生
観

に

つ
い
て
述

べ
た
も

の
が
あ
る
。

「
君

の
先

日

の
手
紙

の
よ
う

に
大
学

の
先
生
と

い
う

よ
う

な
も

の
は
真

に
人
生
を
知

っ
た
も

の
か
ど
う

か
疑
わ
れ

て
仕
方
が
な

い
。
涙
を

以

て
パ
ン
を
食
う
た

こ
と

の
な

い
人

の
人
生
観
は

い
か
ほ
ど
価
値

の
あ
る
も

の
で
あ

ろ
う
か
」

(Z
。
」
ω
ど

昼

ω
」
O
.ωO
・
田
部
隆
次
宛
)

こ
こ
で
西

田
は
、
ど

れ
だ
け
人
生

の
深
み
を
知

っ
た
か
に
よ

っ
て
、
学
問

の
価
値
が
決
定

さ
れ
る
と

い

っ
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す

で

に
み
た
よ
う

に
、

「人
心

の
深
き

ω
。
三
ゐ
毯
Φ
二
窪
8

に
着
目
す

る
」

こ
と

こ
そ
倫
理
学
を

は
じ
め
と
す

る
学

問

の
正
道

で
あ

る
と
は
、
若
き

頃
か
ら

の
彼

の
信
念

で
も
あ

っ
た
。

家
族

に
寄

せ
た
西
田

の
書
簡

は
、

い
か

に
も
情
愛
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
父
親

と
し

て
の
責
任
感
か
ら
、
人
生

の
指
針
を
与
え

て
も

い

る
。
と
り
わ
け
、
長
男

の
死
去

の
あ
と
、
次

男
で
あ

っ
た
外
彦

に
対

し

て
は
そ

の
進
路

や
身

の
回
り
に
た

い

へ
ん
気
を

つ
か

っ
て
い
る
。

外
彦

が
二
十
歳

の
頃
、
進
路

に

つ
い
て
悩

ん
で

い
た

(哲
学
を
や
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
)
が
、

そ
れ

に
対

し
て
西
田
は
長
文

の
手
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紙
を
数
通
送

っ
て
自

分

の
考
え
を
述

べ
て

い
る
。
そ

こ
に
は
父
親

と
し
て
、
ま
た
学
問

の
先
輩
と
し

て
の
意
見

や
注
告
が
み
ら

れ
る
。

「何
事

に
て
も

一
旦
志

し
た
仕
事

に
向

か

っ
て
真

面
目

に
長
年
努
力

し
な
け
れ
ば
成
功
す

る
も

の
で
も

な
く
、
ま
た
興
味

が
出

て
く

る
も

の
で
も
な

い
。
…
…
す

べ
て
学

問
は
深
く
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
興
味

の
生
じ
る
も

の
で
あ
る
。
哲
学

や
文
芸

は

　
寸
面
白

そ
う
だ
が
、
少
し

本
気

に
や
り
か
か
れ
ば
非
常

に
困
難

の
も

の
に
て
荘
漠
と
し

て
捉
え

が
た
く
誰
も
迷
わ
ぬ
も

の
は
な

い
。
す
ぐ

い
や
に
な
り

や
め
る
気

に

な
り

や
す

い
。
…
…
文
学

や
哲
学
を
専
門
に
せ
ね
ば
人
生

に
意
味

が
な

い
と
か
不
幸

と
か

い
う

こ
と
は
な

い
。
人
生

の
目
的

は
人
生

に
対

し
て
真
摯

な
る
仕
事
を
す

る
に
よ

っ
て
解

せ
ら
れ
る
。
…
…
人

は
真
摯

に
努
力
す

べ
き
目
的
な
き

よ
り
淋

し

い
も

の
は
な

い
。

こ
の
手
紙

は
他

日
き

っ
と
分
か
る
と
思
う

」

(Z
。
●ω
§

日
=
.。。
」
α)

後

に
外
彦

は
高
校

の
物

理

の
教
師

と
な

る
が
、
二
度
出
征
も
し
、
そ

の
た
び
に
西

田
は
事
細

か
な
指
示
も
与
え
た
。
ま
た
外
彦

の
妻

で
あ

る

麻
子

に
対
し

て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を
尽
く
し

て
い
る
。

こ
う

し
た
謹
厳

な
父
親
、
先
輩
と

し

て
の
反
面
、
外
彦

の
子
供
、

つ
ま
り
西
田

の
孫

(幾
久
彦
)
に
対

し
て
は

ラ

ン
ケ
ー
と
あ
だ
名
を
付
け

て
、
目

に
入
れ

て
も
痛
く
な

い
ほ
ど
可
愛
が

っ
た
。

「
ラ

ン
ケ

ー
ど

う

か

早

く

遊

び

に
来

て
く

だ

さ

い
。

さ

び

し
く

て
た

ま

ら

ぬ
。
交

通

巡

査
ピ

リ
ピ

リ
オ

ジ

ー

チ

ャ
ン

ス

ル

ノ

デ
ナ

イ

で
も

い
た

し
ま

し

ょ
う

か
」

(Z
。
・象
。。
矯
ω
①
」
・N
9

西
田
麻
子
宛
)

「
ラ

ン

ケ

ー

早

く

お

出

で

よ

。

大

き

な

カ

ス

テ

ラ

が

来

た

よ

」

(Z
。
.①
。。
9

ω
①
.刈
」
。。
・
西

田
幾
久
彦
宛

は

が
き

)



こ
こ
に

い
る
の
は
ま

っ
た
く

の
好

々
爺

で
あ

る
。
悲

し

い
こ
と

の
多

か

っ
た
西
田

に
と

っ
て
、
孫

と

の

一
時

ほ
ど
心
休
ま

る
と
き

は
な
か

っ

た

の
で
あ

ろ
う

。
昭
和
十
六
年
、
文
化
勲
章
を
受
章

し
た
と
き
、
全
家
族
が

一
堂

に
集
ま

っ
た
。
そ

の
と
き
孫
が
九
名
揃

っ
た
が
、
西
田
に
と

っ
て
文
化
勲
章

の
受
賞

よ
り
、

こ
れ
ら

の
孫

の
顔
を
見

る
ほ
う

が
よ
ほ
ど
う

れ
し
か

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。

と

こ
ろ
で
、
西
田
は
娘

に
対

し
て
は
と

く
に
気
を

つ
か

っ
た
。
こ
の
時
代
、
娘

の
結
婚

は
親

の
責
務

で
も
あ
り
、
ま

た
最
大

の
心
配

の
種

で

も
あ

っ
た
。
と
く

に
三
女

静
子
と

四
女

友
子
は
病
弱

(肺
の
病
)
で
あ
り
、

そ

の
た
め
に
西
田
は
好
き

で
あ

っ
た
煙
草
を

や
め
よ
う
と
努
力

し

た

(大
正
十
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
日
記
に
は
禁
煙
と
格
闘
す
る
記
事
が
多
い
)
。
そ
し

て
娘

の
結
婚

の
斡
旋
を
知
人
、
後
輩

に
頼

ん
で
も

い
る
。

111学 問 と人生一 西田幾多郎の書簡にみ る

「
私

の
三

人

の
娘

は

何

処

を

出

た

人

で
も

よ

い
。

仕
業

も
請

負

師

と

か

こ

の
頃

の
政

治
家

と

い
う

よ
う

な

い

や
な

も

の
で
な

け

れ
ば

何

で

も

よ

い
。

人

物

が

信

頼

で
き

、
相

当

に
立

っ
て

い
け

る
人

な

ら

よ

い
。

別

に
偉

い
人

を
望

む

こ
と

は
あ

り

ま

せ

ぬ
」

(Z
p
臆
ρ

Q。
N

●①
・NP

山
内
得
立
宛
)

請
負
師
と
政
治
家
を
並

べ
て
い
る

の
は
目
を
引
く
。
西
田

に
と

っ
て
、
当
時

の
政
治
家

は

い
や
な
も

の
で
あ

っ
た
。
日
本

の
政
治
家

の
視
野

の
狭

さ
、
学
問

へ
の
無
理
解

を
西
田
は
強
く
感

じ
て
い
た

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
、
娘

の
静
子

に
宛

て
た
も

の
を
み
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
西
田

の
晩
年

に
、
静
子

が
京
大

で
手
伝

い
と
し

て
働
く
よ
う

に
な

っ
た
と

き

の
手
紙

で
あ
る
。

「
私

の
娘

だ

と

い

っ
て
文

学

部

の
書

記

に

で
も
小

使

い
に

で
も

決

し

て

い
ば

っ
た
風

を

し

て
は

な

ら

ぬ
。

誰

に
も

か

れ

に
も
謙

遜

丁
寧

に

せ
ね

ば

な

ら

ぬ
」

(Z
p
一〇
〇黛

ω
一り
●。。
・心
)
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四
十
歳

に
な

ろ
う

と
す
る
娘

で
あ

る
が
、

や
は
り
娘

は
ど
こ
ま

で
も
娘
な

の
で
あ

ろ
う
。

い
か

に
西
田
が
著
名

な
学
者

で
あ

ろ
う
と
、
子

に

対

し

て
は
世
間

の
親
と
ま

っ
た
く
同
じ
く
、
生
涯
心
配
し

つ
づ
け
た

の
で
あ
る
。

三

時
代

の
波
に
抗
し
て

西

田
は
学
問

・
文
化

の
興
隆

こ
そ
国
家

の
基
礎

で
あ
り
、
ま
た
日
本

の
将
来
を
築
く
唯

一
の
方
法

で
あ

る
と
信

じ
て

い
た
と

い
っ
て
よ

い
。

「我

が
国
将
来

の
発
達

は
何

と

い
う

て
も
我
が
国

に
お

い
て
世
界

の
文
化

に
対
立
す

る
だ
け

の
文
化
を
築
き
あ
げ
る
外

に
将
来

の
国
策

は

な
か

る
べ
し
と
存

じ
候
」

(Z
。
・ω
o♪

目
一
一
吻ド
N
伊

山
本
良
吉
宛
)

し
か
し
、
彼

の
生
き
た
時
代
、
と
く
に
そ

の
後
半
生
は
戦
争

へ
の
傾
斜

が
急
速

に
強
ま

っ
て

い

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
西

田
が
京
大
を
定
年

退
官

し
た
昭
和

三
年
は
、
治
安
維
持
法

が
改
正

さ
れ

(死
刑
が
加
わ
る
)
、
特
高

が
設
置
さ
れ
た
時
代

で
も
あ

る
。
そ
し

て
、
満
州
事

変

(昭
和

九
年
)
か
ら
日
中
戦
争

(昭
和
十
二
年
)

へ
と
進

み
、
さ
ら

に
太

平
洋
戦
争

(昭
和
十
六
年
)

へ
と
突
入

し
て

い

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
軍
部

の

政
治
支
配
は
日
を
追

っ
て
強
ま
り
、
学
問
は
た
ん
に
国
策

に
利
す
る
も

の
だ
け
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
自
由
な
学
問
活
動

は
遠
ざ

け
ら
れ
て
い

っ

た

の
で
あ

る
。

西

田
が

「場
所
」

の
立
場
を
う
ち
立

て
、
経
済
学
者

に
し
て
実
業
家

の
左
右

田
喜

一
郎

に
よ

っ
て

「
西
田
哲
学
」
と

の
名
称
を
冠
せ
ら
れ
た

の
は
、
ま
さ

に
大
正
か
ら
昭
和

へ
と
移
る
年

で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ

の
左
右

田
も
ま
た
社
会

の
犠
牲
と
な

っ
た
。
関
東
大
震
災

か
ら
生
じ
た
経

済
不
況

の
あ
お
り
を
受
け
、
銀
行

の
頭
取

で
も
あ

っ
た
左
右
田
は
病
を
悪
化

さ
せ
、
四
十
六
歳

の
生
涯
を
閉
じ
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ

に
西

田

が
心
を
痛

め
た

の
は
当
然

で
あ

っ
た
。



「左

右

田
君

の
こ
と

は
全

く

同

感

に
存

じ

ま

す

。
誠

に
気

の
毒

の
至

り

に
存

じ
ま

す

。

同

君

に
し

て
も
今

死

ん

で

ゆ
か

れ

る

の
は
残

念

で

あ

っ
た

ろ
う

し
、

我

々
と

し

て
も
今

死

な

せ

た
く

は

な

か

っ
た

と
思

い
ま

す

。
銀

行
も

何

と

か

な

り
銀

行

な

ど

や

め

て
専

ら
学

界

に
働

か

せ

て

み
た

か

っ
た
と

思

い
ま
す

」

(Z
o
.ホ
ρ

Go
N
'。。
」
。。
"
山
内
得
立
宛
)

学問 と入生一西田幾多郎の書簡にみる113

西

田
は
、

こ
の
若
き
俊
逸

に
日
本

の
学

問

の
将
来
を
期
待

し
て

い
た

の
で
あ

ろ
う
。
時
代

の
悪
気

流
が
こ
う
し
た
有
能
な
人
材
を
奪

っ
て
い

く
事
実

に
西

田
は
気

づ
か
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
。
そ
し

て
こ
の
自
覚

が
、
ま
た
西
田
自
身

の
学
問

へ
の
献
身
を
深
め

て
い
く
活
力

に
な

っ
て
い

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。
「自
分

の
で
き

る
だ
け

の
こ
と
を
し
て
」
と

い
う
思

い
が
深
く
彼

の
心

に
定
着

し
た

に
ち

が

い
な

い
。

西
田
は
外
彦

の
嫁

で
あ

る
麻

子
に
宛

て
て
、
こ
う
心
境
を
語

っ
て

い
る
。

「
そ

う

長

く

生
き

た

い
と
も

思

わ

ぬ

が
、

何

か
自

分

が
成

さ

ね
ば

な

ら

ぬ
学

問
上

の
仕

事

が
あ

る
よ

う

に
思

わ

れ
、

か

し

て
と

思
う

の
で
す

」

(Z
。
・お
ρ

ω
。。
.一ド
一H
)

こ
れ
だ
け
は
ど
う

に

実
際
、
西

田
の
学
問
的
生
涯

に
お

い
て
、
大
学
教
官

の
時
代
と
、
定
年
退
職
し

て
隠
居
届

け
を
出
し
た
後

の
時
代
と
を
比
較
し
た
場
合

、
ま

っ
た
く
と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど
彼

の
学
問
的
生
産
力

は
変

わ

っ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、

「場
所
」

の
立
場

の
確
立
以
後
、
西
田
哲
学
と

し
て
の
本

格
的
思
索
、
論
理
構
築

の
作
業

に
拍
車
が
か
か

っ
た
と

い
っ
て
も
よ

い
。
そ
れ
は
内
奥

か
ら
彼
を
突
き
動

か
す
言

い
難

い
力

に
よ
る
と

い
う
こ

と
も

で
き

る
が
、
西
田
は
学
問
を
も

っ
て
我
が
使
命
と
し
、
ひ
た
す
ら
こ

の
道

を
進
む

こ
と
が
己

の
な
す

べ
き

こ
と
と
考
え

た

の
で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
学
問
構
築

の
道

に
立

ち
は
だ
か

っ
た

の
が
時
代

の
反
動
勢
力

で
あ
る
。
昭
和

五
年
頃
か
ら
そ
れ
ま

で
の
政
党
政
治

が
崩

壊

し
、

フ
ァ
シ
ズ

ム
勢
力

が
台
頭
し
、
さ
ら

に
軍
閥
政
治

へ
と
移
行

し
て

い
く
。
西
田
は
、

こ
う

し
た
右
傾
化
が
学
問

の
道

を
閉
ざ
す

こ
と
を
、



敏
感

に
感
じ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
。

皿

「
我

が
国

の
皇

室

と

い
う

も

の
が
反

動

的

な

勢
力

と
結

び

つ
く

と

い
う

こ
と

は

こ

の
上

な

き
危

険

の
こ
と

と
存

じ
ま

す

。

…

…
文

部

省

の

精
神

文

化

と

い
う
も

の
、

あ

れ

は
と

て
も

だ

め

だ

。
私

は
今

後

、

私

の
力

の

つ
づ

く

限
り
自

分

で
書

く

と
と

も

に
、
優

秀

な

る
青

年

学

徒

を

集

め

て
、

こ
れ

ら
と

弁

論
討

究

し

て
、

こ
れ

ら

の
人

を
少

し

で
も

思
想

的

に
陶

冶

し

た

い
と

思
う

。

万

一
そ
れ

に
よ

っ
て
思
想

上

学

術

上

、
何

ら

か
少

し
結

果

を

出
す

こ
と

を
得

ば

、

我

が
事

た

れ

り
だ

」

(2
。
●誤
。。
℃
GD
S
Hビ
。。
》
山
本
良
吉
宛
)

そ
し
て
実
際
、
西
田
は
こ
の
書
面

の
通
り
実
行
し
た

の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
た
ゆ
む

こ
と
な
く
論
文

の
執
筆
を

つ
づ
け
る
と
と
も

に
、
後
輩
と

の
交
流

に
意
を
注

い
だ

の
で
あ
る
。
退
官
後
も
、
京
都

に
お

い
て
、
鎌
倉

に
お

い
て
、
ほ
ぼ
毎

日
と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど
誰

か
が
西

一田

の
所
を
訪

れ
た
り
、
ま
た
西
田
が
訪
れ
た
り

し
て

い
る
こ
と
が
、
日
記
を
見

る
と
わ
か
る
。
ま
た
会
え
な

い
後
輩

に
は
、
手
紙

の
や
り
と
り

を
し
た
の
で
あ

る
。
そ
う

し
た
後
輩

に
は
、
卒
業
生
だ
け
で
も
、
勝
部
謙
造
、
久
松
真

一
、
山
内
得
立
、
務
台

理
作
、
三
木
清
、
高
坂
正
顕
、

西
谷
啓
治
、
高
山
岩

男
、
澤
潟
久
敬
、
落
合
太
郎
な
ど
と

い

っ
た
人

々
が

い
る
。
西
田
は
出
会

い
を
大
切

に
し
、
と
き
に
は
賞
賛

し
、
ま
た
と

き

に
は
叱
咤

し

つ
つ
、

一
人

一
人

の
個
性
を
伸
ば
す

こ
と
に
努
め
た
。
こ
の
後
輩
を
愛
し
育
む
西
田

の
言
行

が
、

い
わ
る
京
都
学
派
と
呼
ば
れ

る
学
問
的
潮
流

の

一
つ
の
本
質
的
要
素
と
な

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

一
方
、
代
議
士

の
中
に
は
、
か

つ
て
西
田
が
教
え
た
学
生
出
身

の
者
も

い
た
。
む

ろ
ん
彼

は
こ
う

し
た
後
輩
を
分
け
隔

て
す

る
こ
と

は
な
か

っ
た
。
し
か
し
西
田

の
み
る
と

こ
ろ
、
も
は
や
代
議
士

に
は
時
代
を
変
え
る
力
を
見

い
だ
す

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

「先
日
、
高
見
之
通

と

い
う

四
高

で
昔
教
え

た
政
友
会

の
代
議
士

が
来

た
か
ら
、
私
は
真

っ
向

か
ら
山
本

な
ど

い
う
人

の
態
度
か
ね

て
政

友
会

の
態
度

に
批
判

の
言
を
あ
び
せ
ま
し
た
。
何

か
相
当

の
反
駁
と
か
弁
解
と
か

い
う
も

の
が
あ

る
と
期
待
し
た
が
、

一
言
も
な
く
分
か



っ
た
様

に
如

何

に
も

感

心

し

た
様

に
聞

い
て

い
ま

し

た

。

じ

つ
に
そ

の
浅
薄

無

知

に
驚
き

ま

し
た

。

ら
れ

て
は
全

く

た
ま

り

ま

せ

ぬ
。
誠

に
歎
ず

べ
き

も

の

で
す

」

(2
。
・り
Nρ

ω
一9
α
.心
噂
原
田
熊
雄
宛
)

…
…
あ
れ

で
国
家

の
大
事

を
議
定
せ

こ

の
書
簡
を
記

し
た
昭
和
十
年

は
、
美
濃
部
達
吉
が
そ

の
天
皇
機

関
説

が
右
翼
か
ら
糾
弾
さ
れ
て
、
東
大
憲
法
学

の
地
位
を
追
わ
れ
る
と

い

う
事
件
が
あ

っ
た
年

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
西
田
に
と

っ
て
も
他
入
事

で
は
な
か

っ
た
。
学
者

が
学
問
上

の
見
解
を
糾
弾
さ
れ
て
そ

の
地
位
を

追
わ
れ
る
と

い
う

こ
と

は
、
学
問

の
自
由

の
否
定

で
あ

る
。
こ

の
事
件

は
、
国
家
権
力

に
よ
る
学
問
全
体

へ
の
大
き
な
迫
害
と

い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。
西
田

の
為
政
者

へ
の
怒
り
は
収
ま
ら
な

い
。
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「
例

の
憲
法
問

題
、
陸

軍
大

臣
な
ど
ど
う

し
よ
う

と

い
う

の
だ

ろ
う
。
新
聞

に
あ
る
よ
う

に
国
定

解
釈

と

い
う
も

の
で
も
き
め

よ
う

と

い

う

の
か
。
学
者

は
ど
う

い
う
解
釈

を
し
た
か
ら
と

て
、
政
治
家
や
司
法
官
は
国
策
上
不
可
と
す
れ
ば
と
ら
な
く

て
も
よ

い
で
は
な

い
か
。

学
者

に
は
学
問
上
十
分

の
研
究
を
さ
せ
な
け
れ
ば
、
将
来
真

に
学
問
上
権
威

あ
る
日
本
憲
法

の
理
論
と

い
う
も

の
は
で
き
な

い
と
思
う
。

ミ
ノ
ベ
氏

の
説
を

よ

い
と

い
う

の
で
は
な

い
。
他

の
説
が
ま
け
た

の
は
他

の
学
者

が
学
識
才
能

の
足
ら
ざ
る

に
よ
る
の
で
あ

る
。
…
…
軍

隊

で
は
学

問

の
解
釈
も
権
力

で
定

め

て
よ

い
よ
う

に
思
う
か
も
知

ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
か
え

っ
て
学
問

の
進
歩
を
阻
害
す

る
事

と
な

る
と

思
う

。
将
来
も

同
じ

こ
と
を
繰
り
返
す
ば
か
り
だ
」

(Z
ρ
O
駅
鴇
Qり
一〇
.㎝
」
P

山
本
良
吉
宛
)

昭
和
十

二
年

、
日
中

戦
争

が
開
始
さ
れ
、

日
独
伊
防
共
協
定

が
結
ば
れ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
、
言
論
統
制

の
も
と
、
検
閲
も
強
化

さ
れ
る
よ

う

に
な
る
。
昭
和
十

三
年

に
は
国
家
総
動
員
法
が
施
行

さ
れ
、
翌
十
四
年

に
は
国
民
徴
用
令
が
公
布
さ
れ
る
。
さ
ら

に
十
五
年

に
な
る
と

日
独

伊

の
軍
事

同
盟
が
調
印

さ
れ
、
国
内

で
は
大
政
翼
賛
会
が
発
足
す

る
。
そ
し

て
、
文
化
思
想
団
体

の

一
切

の
政
治
活
動

が
禁
止

さ
れ
る

の
で
あ

る
。



西
田

の
書
簡

に
も
政
治

に
関
す
る
記
述

が
多

く
な

っ
て
く
る
。
信
頼

で
き
る
友
人

や
知
人

に
対

し

て
は
、
思
う
と

こ
ろ
を
率
直

に
述

べ
た

の

161

で
あ

ろ
う

。

こ

の
時

期

の
書

簡

を

読

む
と

、

時
代

の
迫

り

く

る
危

機

が

ひ

し
ひ

し
と

感

じ

ら

れ

る
。

「
世
事

御
感

想

の
事

、
真

に
同
感

。

か
か

る
状
態

に

て
は
国

家

の
前

途

も

心

配

に
堪

え

ず

と

思

い
ま
す

。

か
く

も
軽

桃

浮

薄

に

し

て
、

い

か

に

し

て
歴
史

以

来

の
世

界

の
危

機

と

も
言

う

べ
き
今

日

の
世
界

に
処

す

べ
き

」

(2
0
.一
。。①
9

QQ
に

●。。
b
①
・
山
本
良
吉
宛
)

西

田

は
、

日
本

が
す

で
に

の

っ
ぴ
き

な

ら

な

い
状

態

に
陥

り
、

こ

の
閉

塞

し

た
状

況

が

つ
い
に
は

ド

ラ

ス

テ

ィ

ッ
ク
な
変

化

を
招

来

さ

せ

る

だ

ろ
う

と

感

じ

て

い
た

よ
う

に
も

思

わ

れ

る
。

「
人

間

の
世

界

と

い
う

も

の
は

い

つ
ま

で
も

今

日

の
如

き

状

態

に
あ

り
え

な

い
だ

ろ
う

。

ノ

ア

の
洪

水

の
如

き

も

の

の
来

る
な

き

を
誰

か

保

障

し
得

ん
」

(2
。
・一鵯
ρ

ω
に

.⑩

.ド

堀
維
孝
宛
)

「
我

が

国

に
は
真

に
大

所
高

所

か

ら
国

家

の
こ
と
考

え

る
人

な
く

、

あ

り

て
も

力

な

く
致

し

方

な
き

こ
と

と

存

じ

ま

す
。

ど

う

も
今

の
と

こ
ろ
、
行

く

と

こ

ろ
ま

で
到

っ
て
み
な

け

れ
ば

分

か

ら

ぬ
と

い
う

有

様

と
存

じ
ま

す
」

(Z
。
・一ま
。。
"
oo
一①
」
.ドN
〕
鈴
木
大
拙
宛
)

「抽

象

的

な
標

語

の
大

言

壮

語

、
希

望

と

可
能

と

の
簡

単

な

混

同

、

こ
う

い
う

風

に

(軽
薄
な
非
着
実
的
に
)

の
み
人

心

が
動

い
て

い

っ
て

は
将

来

ど
う

な

る
も

の
に

や
」

(2
。
・一①
O。。
一
c。
一①
・り
.一ρ

山
本
良
吉
宛
)

昭
和

十

六
年

正
月

、

西

田

は

天
皇

に
進

講

を

す

る

(三
月
に
は
文
化
勲
章
を
受
章
)
。

こ

の
年

、

西

田
は

論

文

「
国

家

理
由

の
問

題
」

(岩
波
講
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座

『倫
理
学
』
に
掲
載
。
全
集
第
十
巻
に
収
載
)
を
発
表

し
、
彼

の
国
家
観
を
哲

学
的
見
地

か
ら
述

べ
た
。
そ
れ
は
天
皇

へ
の
進
講

の
内
容

(全
集

第
十
二
巻
に

「御
進
講
草
案
」
と
し
て
収
載
)
と
同

じ
く
、
現
代

の
国
家

は

「
世
界

に
お

い
て
あ
る
」
国
家
だ
と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
そ
う

し
た

「歴
史
的

世
界
自
覚
」

こ
そ
指
導
者

に
必
要

だ
と

い
う
主
張

で
あ

っ
た
。
こ

の

「
国
家
理
由

の
問
題
」
論
文

に

つ
い
て
は
、
西
田
は
他
者

に
ど

う
読
ま
れ
解

さ
れ
る
か
に
大
き
な
関
心
を
も

っ
て

い
た
よ
う

で
あ
り
、
務
台
理
作

、
和
辻
哲
郎

、
木
村
素
衛

ら
に
対
し
、
卒
直
な
意
見
や
感
想

を
述

べ
る
よ
う

に
促
し
た
こ
と

が
書
簡

に
伺
わ
れ

る
。

西
田

の
国
家
観

に

つ
い
て
詳

し
く
論

じ
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
避
け

る
が
、
彼

の
国
家
観

は
天
皇
中
心

の
国
家
観

に
立

っ
た
保
守
主
義
だ
と
し

て
戦
後

に
批
判

さ
れ
も
し
た
。

た
し
か
に
彼

は
皇
室

に
は
崇
敬

の
思

い
を
抱

い
て

い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
け

っ
し
て
頑
迷
固
随

な
国

家
主
義

、
保
守
主
義

に
立

つ
も

の
で
は
な
く
、
文
化

の
発
展
、
学
問

の
興
隆
を
基
礎
と

し
た
平
和
国
家

(そ
し
て
世
界
平
和
)
を
め
ざ

し
て
、
自

国

(そ
し
て
東
洋
)

の
伝
統
文
化
を
見
直
し
、

そ
の
世
界
性
を
自
覚
す

る
こ
と

が
重
要

だ
と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

だ

が
、
時
代

は
彼

の
主
張
と

は
異
な
る
方
向

へ
と
進

ん
で

い

っ
た
。
昭
和
十
八
年

か
ら

は
前
線

か
ら
日
本

軍

の
撤
退
が
始
ま
り
、
昭
和
十
九

年
六
月

に
は
サ
イ
パ

ン
が
陥
落
す

る
に
い
た

っ
た
。

こ
の
頃

の
書
簡

に
こ
う
あ

る
。

「
サ

イ

パ

ン

の
方

、
大

概

想

像

し

居

り

ま

す

。

い
よ

い
よ
私

ど

も

が
最

初

か
ら

心

配

し

て

い
た

よ
う

に
迫

っ
て
き

た

の

で
は
な

い
か
と

思

い
ま

す

。

一
に
為

政

者

の
先

見

の
明

な
き

の
致

す

る
所

、

国
家

を
亡

ぼ
す

も

の
は
何

人

か

」

(Z
。
・一繍
N

ω
一り
.S
ω
嘘
木
村
素
衛
宛
)

そ
し
て

い
よ

い
よ
昭
和

二
十
年

三
月

に
は
硫
黄
島

の
日
本
軍
が
全
滅
、
東
京
大
空
襲
。

四
月

に
は
米
軍
が
沖
縄

に
上
陸

を
開
始
す

る
。
各
地

へ
の
空
襲

も
日
を
追

っ
て
激

し
く
な

っ
て
く

る
。
東
京
大
空
襲

の
頃
、
親

し

い
知
人

で
あ

っ
た
長
與
善
郎

(西
田
よ
り
二
十
歳
ほ
ど
下
)
に
宛

て

て
、
次

の
よ
う
な
書
簡
を
し
た
た
め
た
。
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「
我

が
国

の
現
状

に

つ
い
て
は

一
々
尊

兄

の
御
手
紙
と
御

同
感
、
実

に
実

に
憤
慨

の
至
り

に
堪
え

ま
せ
ぬ
。
不
幸

に
し

て
私
ど
も

の
予
見

し

て
い
た
通
り
に
な
り
ま
し
た
。
田
舎
共

の
世
界
見
ず
、
驕
慢
無
謀

の
自
業
自
得

の
外
あ
り
ま
せ
ぬ
。
し
か
も
今

日
に
至

り

て
な
お
総
理

以
下
空
虚
な
信
念
を
呼
号

し

て
い
る
に
過
ぎ
な

い
で
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
こ
ん
な
風

に
し
て
国
民
が
引
き
つ
り
引
き
づ
ら
れ

て
ど

ん
底

に
陥

れ
ら
れ

て
国
民
が
全
く
自
信
を
失

っ
て
し
ま
う

よ
う

で
は
も
は

や
再
起

の
途
も

な
く
な
り
は
せ
な

い
か
と
恐
れ
る

の
で
す

。
私
は
国
体
を

武
力
と
結
び

つ
け
、
民
族
的
自
信
を
武
力

に
置
く
と

い
う

の
が
根
本
的
誤
り

で
は
な

い
か
と
思
う

の
で
す
。
古
来
、
武
力

の
み
に
て
栄
え

た
国
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
武
力

は
す
ぐ
行
き
詰
ま
り
ま
す
。
永
遠

に
栄
え

る
国
は
立
派
な
道
徳
と
文
化

と
が
根
底

と
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

…
…
私

は
日
本

国
民
は
相
当
優
秀
な
国
民
と
信

じ
ま
す
。
た
だ
指
導
者

が
だ
め
で
あ

っ
た
。
残
念

の
至
り

で
す
。

そ
し

て
学
者
も
文
学
者

も
深
く
考
え

る
所

な
く
、
た
だ

こ
れ

に
便
乗
追
従
す

る
に
す
ぎ
ま
せ
ぬ
で
し
た
。
私

は
今
日
ほ
ど
国
家

の
思
想
貧
弱
を
感

じ
た

こ
と
は
あ

り
ま
せ
ぬ
。

、私
も
も
う
老
年
、
も
う
何
年
生
き

の
び

る
か
分

か
り
ま
せ
ぬ
。
と
く
に
今

日
の
如
き
生
活
状
態

に
て
は
、
何
と

か
若

い
人

々
の
奮
起
を

い
の
り
ま
す
。
東
京

の
事

、
実

に
悲
惨
酸
鼻

の
至
り

に
堪
え
ず
」

(z
p
N
に
メ

q。
No
●ω
.一
蔭
)

こ

の
書
簡

は
、
す

で
に
己

の
余
命

が

い
く
ば
く
も
な

い

(余
命
何
年
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
書
簡
よ
り
三
ヶ
月
後
に
は
世
を
去
る
こ
と
に
な
る
)
こ
と
を

予
感
し

つ
つ
し
た
た
め
た
文
面

で
あ

ろ
う

。
こ
こ
に
は
西
田

の
思

い
が
凝

縮
し
て
述

べ
ら
れ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が
で
き

る
。

人
生
最
後

に
あ
た

っ
て
彼

の
思

っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
文
化
国
家

た
る
べ
き
日
本

の
将
来

に
は
、
よ

い
指
導
者

が
ど
う

し

て
も
必
要
だ
と

い
う

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
指
導
者
育
成

の
事
業

は
、
後
輩

の
教
育
者

に
そ
れ
を
託
す

ほ
か
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。
次

の
書
簡

は
、

か

つ
て
西

田
に
学
び
、
終
戦

の
年

に
は
京
都
大
学
教
授

と
な

っ
て
い
た
高
山
岩
男

に
宛

て
た
も

の
で
あ

る
。

「
学
生

の
力
が
大

い
に
落
ち
ま

し
た
由
、
そ
う
だ

ろ
う
と
存

じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら

の
学
生
は
尚

々
ひ
ど
く
な
る

で
し

ょ
う
。
全

く
情

け
な



い
こ
と

で
す

。

し
か

し
君

な

ど

は

そ
れ

で
教

師

が

い
や

に
な

る

な

ど
云

う

の

で
は
困

る
。
君

な

ど

に
大

い
に
や

っ
て
も

ら
わ

ね
ば

な

ら

な

い
。
今

年

は

い

つ
ま

で
も

寒

い
。

ま

だ
冬

の
ま

ま

の
着

物

で

い
る
」

(Z
p
醇
。。ρ

cQ
b。
O
.㎝
・①
)

こ

の
書
簡

よ
り
ち

ょ
う

ど

一
ヶ
月
後

の
六
月
七

日
、
終
戦
を
待

つ
こ
と
な
く
、
西
田
幾
多
郎
は
鎌
倉

の
自
宅

で
七
十
五
歳

の
生
涯
を
閉

じ
た
。

学問と人生一西田幾多郎の書簡にみる

※
引
用
に
つ
い
て

本
稿

に
お
け
る
引
用
は
、
す

べ
て
西
田
幾
多
郎
全
集

(岩
波
書
店
)
第
三
次
版
を
用

い
た
。
書
簡
は
そ

の
う
ち

の
第
十
八
、
十
九
巻

で
あ
る
。
文
章

は
読

み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
適
宜
、
現
代
仮
名
遣

い
に
な
お
し
、
旧
字
を
新
字

に
変
え
、
ま
た
句
読
点
を
補

っ
た
も

の
が
あ
る
。
引
用
文
中

の

(…

…
)
は
中
略
を
示
す
。
書
簡

か
ら

の
引
用
文

の
あ
と
、
括
弧
内

に
書
簡

の
通
し
番
号

(Z
o

・)
お
よ
び
日
付

(ζ

"
明
治

日
"
大
正

ω
"
昭
和
)
を
記

し
た
。
ま
た
、
宛
先
も
す

べ
て
わ
か
る
よ
う

に
し
た
。
書
簡
以
外
か
ら
の
引
用
は
、
括
弧
内

に
巻
数

(<
。
一●)
・
頁
数

(b
.)
を
記
し
た
。
な
お
、
本

稿
に
お
け
る
年
齢
は
す

べ
て
満
年
齢

で
あ
る
。
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