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は
じ
め
に

　
『
善
の
研
究
』
と
い
う
書
は
、
第
一
編
「
純
粋
経
験
」、
第
二
編
「
実
在
」、
第
三
編
「
善
」、
第
四
編
「
宗
教
」
と
い
う
四
編
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
西
田
は
、
初
版
の
「
序
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
。

　

此
書
は
第
二
編
第
三
編
が
先
ず
出
来
て
、
第
一
編
第
四
編
と
い
う
順
序
に
後
か
ら
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
編
は
余
の
思
想

の
根
柢
で
あ
る
純
粋
経
験
の
性
質
を
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
め
て
読
む
人
は
之
を
略
す
る
方
が
よ
い
。
第
二
編
は
余
の
哲
学

的
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
此
書
の
骨
子
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。第
三
編
は
前
編
の
考
を
基
礎
と
し
て
善
を
論
じ
た
積
で
あ
る
が
、

又
之
を
独
立
の
倫
理
学
と
見
て
も
差
支
な
い
と
思
う
。
第
四
編
は
余
が
、
か
ね
て
哲
学
の
終
結
と
考
え
て
居
る
宗
教
に
就
い
て
余
の

考
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。（
一
・
三
）（

1
）

　

第
二
編
が
「
余
の
哲
学
的
思
想
を
述
べ
た
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
一
編
は
「
余
の
思
想
の
根
柢
で
あ
る
純
粋
経
験

の
性
質
を
明
に
し
た
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る（

2
）。
さ
ら
に
第
四
編
に
つ
い
て
は
「
余
が
か
ね
て
哲
学
の
終
結
と
考
え
て
居
る
宗
教
に
就
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い
て
余
の
考
を
述
べ
た
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
独
立
の
倫
理
学
と
見
て
も
差
支
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
第
三
編
を
い

ち
お
う
脇
に
置
く
と
、『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
の
思
索
は
「
哲
学
的
思
想
」「
思
想
の
根
柢
」「
哲
学
の
終
結
」
と
い
う
三
つ
の
位

相
を
張
り
渡
す
よ
う
に
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
善
の
研
究
』
と
い
う
書
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
三
つ
の
位
相
に
わ
た
る
西
田
の
思
索
の
変
遷
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
中
の
第
一
編
と
第
二
編
と
の
つ
な
が
り
に
焦
点
を
当
て
て
、
検
討
を
お
こ
な
う
。
ま
ず
、
西
田
が
第
二
編
の
「
哲
学

的
思
想
」
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、「
哲
学
的
思
想
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て

第
一
編
の
「
思
想
の
根
柢
」
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、『
善
の
研
究
』
と
い
う
書
に
お
い
て
、「
思
想
の

根
柢
」
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
の
立
場
と
「
哲
学
」
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
、
ま
た
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
理

解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
。

一　
「
思
想
の
根
柢
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
立
場

　
「
思
想
の
根
柢
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
論
じ
た
『
善
の
研
究
』
第
一
編
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　

経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋

と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真

に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
之
を

感
じ
て
居
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
前
を
い
う
の
で
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あ
る
。（
一
・
九
）

こ
こ
で
西
田
は
、「
純
粋
経
験
」
と
は
、
い
っ
さ
い
の
思
慮
分
別
が
加
わ
ら
な
い
主
客
未
分
の
直
接
経
験
だ
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
果
た

し
て
哲
学
的
思
惟
は
そ
う
し
た
直
接
経
験
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
西
田
は
、「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に
知

る
の
意
で
あ
る
」
と
言
い
、
ま
た
「
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
が
、
い
ず
れ
の
言
葉
も
、

私
た
ち
が
哲
学
的
思
惟
を
通
じ
て
「
純
粋
経
験
」
に
到
達
す
る
た
め
の
明
確
な
道
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い（

3
）。
西
田
自
身
も
、「
直
接

経
験
」
の
捉
え
が
た
さ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

真
の
直
接
経
験
の
事
実
は
、
我
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
我
が
知
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
知
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
否
、知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
赤
な
ら
ば
た
だ
赤
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。「
こ
れ
は
赤
い
」

と
い
う
の
も
既
に
判
断
で
あ
る
。
直
接
経
験
の
事
実
で
は
な
い
。
直
接
経
験
の
事
実
は
、
た
だ
、
言
語
に
云
い
現
わ
す
こ
と
の
で
き

な
い
赤
の
経
験
の
み
で
あ
る
。（
十
五
・
一
八
〇
）

　

と
こ
ろ
で
西
田
は
、
こ
の
捉
え
が
た
い
純
粋
経
験
に
つ
い
て
、「
純
粋
経
験
は
い
か
に
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
瞬
間
に
於
て
は
、
い

つ
も
単
純
な
る
一
事
実
で
あ
る
」（
一
・
十
一
）
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
純
粋
経
験
は
、
み
ず
か
ら
の
経
験
を
後
か
ら
振
り
返
っ
て
、
言
語

を
通
し
て
対
象
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
経
験
と
し
て
直
接
把
握
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
西
田
は
、「
純
粋
経
験
の
現
在
は
、現
在
に
就
い
て
考
う
る
時
、已
に
現
在
に
あ
ら
ず
と
い
う
よ
う
な
思
想
上
の
現
在
で
は
な
い
」

（
同
上
）
と
述
べ
て
い
る
。「
現
在
」
と
い
う
瞬
間
を
言
葉
を
通
じ
て
対
象
的
に
把
握
し
た
と
き
に
は
す
で
に
そ
の
手
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
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し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
「
現
在
」
は
「
思
想
上
の
現
在
」
で
あ
り
、
現
在
の
「
直
接
経
験
」
の
た
だ
中
に
お
け
る
主
客
未
分
の
状
態
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
西
田
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

我
々
は
少
し
の
思
想
も
交
え
ず
、
主
客
未
分
の
状
態
に
注
意
を
転
じ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
一
生
懸
命
に
断
岸

を
攀
ず
る
場
合
の
如
き
、音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
奏
す
る
時
の
如
き
、全
く
知
覚
の
連
続perceptual train

と
い
っ
て
も
よ
い
〔
中

略
〕
此
等
の
精
神
現
象
に
於
て
は
、
知
覚
が
厳
密
な
る
統
一
と
連
絡
と
を
保
ち
、
意
識
が
一
よ
り
他
に
転
ず
る
も
、
注
意
は
始
終
物

に
向
け
ら
れ
、
前
の
作
用
が
自
ら
後
者
を
惹
起
し
其
間
に
思
惟
を
入
れ
る
べ
き
少
し
の
亀
裂
も
な
い
。（
一
・
十
一
―
十
二
）

西
田
の
考
え
る
「
純
粋
経
験
」
は
、「
思
想
上
の
現
在
」
で
は
な
い
。
彼
は
、
現
に
体
験
さ
れ
て
い
る
場
面
に
身
を
置
い
て
、
そ
こ
で
「
前

の
作
用
が
自
ら
後
者
を
惹
起
」
す
る
と
い
う
仕
方
で
次
々
に
起
こ
る
新
た
な
体
験
へ
と
自
己
を
開
い
て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
で
生
じ
て
い

る
経
験
の
あ
り
よ
う
を
「
純
粋
経
験
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。「
純
粋
経
験
」
の
立
場
と
は
、
そ
う
し
た
経
験
が
直
接
に
現
前
し
て
い
る

場
面
に
定
位
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る（

4
）。

　

で
は
、
西
田
の
い
う
純
粋
経
験
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
「
哲
学
」
と
い
う
知
的
な
営
み
に
接
続
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
次
に
、『
善
の
研
究
』
第
二
編
に
お
け
る
西
田
の
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
、両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二　

哲
学
的
思
想
と
懐
疑
的
方
法

　
『
善
の
研
究
』
第
二
編
「
実
在
」
は
、
十
の
章
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
議
論
は
一
つ
の
筋
道
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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ま
ず
第
一
章
「
考
究
の
出
立
点
」
で
、「
今
若
し
真
の
実
在
を
理
解
し
、
天
地
人
生
の
真
面
目
を
知
ろ
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
疑
い
う

る
だ
け
疑
っ
て
、凡
て
の
人
工
的
仮
定
を
去
り
、疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
様
の
な
い
、直
接
の
知
識
を
本
と
し
て
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
一
・

四
十
七
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
真
に
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
意
識
現
象
の
事
実
に
出
立
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
の
第
二
章
「
意
識
現

象
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
で
は
、
意
識
現
象
を
超
え
た
「
物
の
存
在
」
や
意
識
現
象
の
原
因
な
ど
は
「
説
明
の
為
に
設
け
ら
れ
た
仮
定

に
す
ぎ
ぬ
」（
一
・
五
十
三
）
と
論
じ
ら
れ
る
。
第
三
章
「
実
在
の
真
景
」
で
も
、「
我
々
が
ま
だ
思
惟
の
細
工
を
加
え
な
い
直
接
の
実
在

と
は
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
」（
一
・
五
十
八
）
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
は
「
独
立
自
全
の
純
活
動
」（
同
上
）
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
主
張
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、
考
究
の
出
立
点
で
あ
る
意
識
現
象
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
あ
と
、
第
四
章
「
真
実
在
は
常
に
同
一
の
形
式
を
有
っ
て

居
る
」、
第
五
章
「
真
実
在
の
根
本
的
方
式
」、
第
六
章
「
唯
一
実
在
」、
第
七
章
「
実
在
の
分
化
発
展
」
で
、
意
識
の
活
動
が
み
ず
か
ら

分
化
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
実
在
の
分
化
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
こ
と
で
、
第
八
章
「
自

然
」、
第
九
章
「
精
神
」、
第
十
章
「
実
在
と
し
て
の
神
」
な
ど
の
具
体
相
が
順
次
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
筋
道
に
則
っ
て
展
開
さ
れ
る
西
田
の
「
哲
学
的
思
惟
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
検
討
を
加

え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
西
田
は
第
一
章
「
考
究
の
出
立
点
」
に
お
い
て
、「
今
若
し
真
の
実
在
を
理
解
し
、
天
地
人
生
の
真
面
目
を

知
ろ
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
疑
い
う
る
だ
け
疑
っ
て
、
凡
て
の
人
工
的
仮
定
を
去
り
、
疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
様
の
な
い
、
直
接
の
知
識

を
本
と
し
て
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
一
・
四
十
七
）
と
述
べ
て
い
た
。
彼
は
、懐
疑
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
考
究
の
出
立
点
」

を
確
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

西
田
に
よ
れ
ば
、
物
と
心
が
た
が
い
に
独
立
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
は
「
仮
定
的
知
識
」
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、「
今
目
前
に
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あ
る
机
」（
一
・
四
十
八
）
を
例
に
、
懐
疑
を
進
め
て
い
る
。
机
の
色
や
形
は
、
私
た
ち
の
目
の
感
覚
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
。
抵
抗
を
感
じ

る
の
は
触
覚
で
あ
り
、
そ
の
他
位
置
や
運
動
な
ど
も
、
す
べ
て
私
の
経
験
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
田
は
、「
我
等
の

意
識
を
離
れ
て
物
其
者
を
直
覚
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
」（
同
上
）
と
言
う
。
さ
ら
に
、
心
の
存
在
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
我
々
が
同
一
の
自
己
が
あ
っ
て
始
終
働
く
か
の
様
に
思
う
の
も
、
心
理
学
よ
り
見
れ
ば
同
一
の
感
覚
及
感
情
の
連
続
に
す
ぎ
な
い
」（
同

上
）
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
て
、
物
に
つ
い
て
も
心
に
つ
い
て
も
、
私
の
経
験
を
離
れ
て
存
在
す
る
と
考
え
る

こ
と
は
独
断
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
。

　

こ
う
し
た
懐
疑
に
よ
っ
て
、
物
と
心
が
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
が
単
な
る
「
仮
定
的
知
識
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
西
田
は
、「
考
究
の
出
立
点
」
を
意
識
現
象
の
事
実
に
求
め
る
ほ
か
な
い
と
主
張
す
る
。

　

さ
ら
ば
疑
う
に
も
疑
い
様
の
な
い
直
接
の
知
識
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
は
唯
我
々
の
直
覚
的
経
験
即
ち
意
識
現
象
に
就
い
て
の
知

識
あ
る
の
み
で
あ
る
。
現
前
の
意
識
現
象
と
之
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
直
に
同
一
で
あ
っ
て
、
其
間
に
主
観
と
客
観
と
を

分
つ
こ
と
も
で
き
な
い
。
事
実
と
認
識
の
間
に
一
毫
の
間
隙
が
な
い
。
真
に
疑
う
に
疑
い
様
が
な
い
の
で
あ
る
。（
一
・
四
十
八
―

四
十
九
）

　

西
田
は
、
多
く
の
人
工
的
仮
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
私
た
ち
の
知
識
を
疑
う
こ
と
で
、「
疑
う
に
も
疑
い
様
の
な
い
直
接
の
知
識
」

を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
。「
哲
学
的
思
想
」
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、「
考
究
の
出
立
点
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
西
田
は
自
ら
の
立
場
を
西
洋
哲
学
史
上
の
知
見
と
関
係
づ
け
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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哲
学
が
伝
来
の
仮
定
を
脱
し
、
新
に
確
固
た
る
基
礎
を
求
む
る
時
に
は
、
い
つ
で
も
か
か
る
直
接
の
知
識
に
還
っ
て
く
る
。
近

世
哲
学
の
始
に
於
て
ベ
ー
コ
ン
が
経
験
を
以
て
凡
て
の
知
識
の
本
と
し
た
の
も
、
デ
カ
ー
ト
が
「
余
は
考
う
故
に
余
在
り
」cogito 

ergo sum
の
命
題
を
本
と
し
て
、
之
と
同
じ
く
明
瞭
な
る
も
の
を
真
理
と
し
た
の
も
之
に
由
る
の
で
あ
る
。
併
し
ベ
ー
コ
ン
の
経

験
と
い
っ
た
も
の
は
純
粋
な
る
経
験
で
は
な
く
、
我
々
は
之
に
由
り
て
意
識
外
の
事
実
を
直
覚
し
う
る
と
い
う
独
断
を
伴
う
た
経
験

で
あ
っ
た
。
デ
カ
ー
ト
が
余
は
考
う
故
に
余
在
り
と
い
う
の
は
已
に
直
接
経
験
の
事
実
で
は
な
く
、
已
に
余
あ
り
と
い
う
こ
と
を
推

理
し
て
居
る
。
又
明
瞭
な
る
思
惟
が
物
の
本
体
を
知
り
う
る
と
な
す
の
は
独
断
で
あ
る
。〔
中
略
〕
余
が
此
処
に
直
接
の
知
識
と
い

う
の
は
凡
て
此
等
の
独
断
を
去
り
、唯
直
覚
的
事
実
と
し
て
承
認
す
る
ま
で
で
あ
る（
勿
論
ヘ
ー
ゲ
ル
を
始
め
諸
の
哲
学
史
家
の
い
っ

て
居
る
様
に
、
デ
カ
ー
ト
の
「
余
は
考
う
故
に
余
在
り
」
は
推
理
で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現

わ
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立
点
と
同
一
に
な
る
）。（
一
・
四
十
九
）

こ
こ
で
西
田
は
、「
デ
カ
ー
ト
の
「
余
は
考
う
故
に
余
在
り
」
は
推
理
で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現

わ
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立
点
と
同
一
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
余
の
出
立
点
と
同
一
」
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」（cogito ergo sum

）
と
い
う
命
題
は
、「
す
べ
て
の
考
え
る
も
の
は
存
在
す

る
」
と
い
う
隠
さ
れ
た
大
前
提
か
ら
三
段
論
法
に
よ
っ
て
帰
結
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に

反
論
し
て
、「
考
え
る
私
」
の
定
立
は
三
段
論
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
精
神
の
単
純
な
直
観
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
た（

5
）。

　
「
推
理
で
は
な
く
、
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
を
い
い
現
わ
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
余
の
出
立
点
と
同
一
に
な
る
」

と
い
う
西
田
の
言
葉
も
、
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
の
考
え
に
対
す
る
同
意
の
表
明
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
考
え
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る
私
」
の
定
立
は
、
方
法
的
懐
疑
を
通
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
懐
疑
を
離
れ
て
「
私
」
の
存
在
の
確
実
性
を
手
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
西
田
の
「
哲
学
的
思
想
」
に
お
い
て
も
、
懐
疑
を
通
じ
て
「
考
究
の
出
立
点
」
と
い
う
も
っ
と
も
直
接
的
な
意
識
現

象
の
事
実
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
」
が
、「
余
の
出
立
点
と
同
一
に
な
る
」
と

西
田
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
西
田
が
デ
カ
ル
ト
の
ど
の
よ
う
な
点
に
自
ら
の
立
場
と
の
一
致
を
認
め
た
の
か
を
、
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

三　

西
田
と
デ
カ
ル
ト

　

懐
疑
の
遂
行
か
ら
「
考
え
る
私
」
の
定
立
へ
と
至
る
デ
カ
ル
ト
の
思
索
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
西
田
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
西

田
は
、
一
九
三
六
年
に
『
善
の
研
究
』
の
「
版
を
新
に
す
る
に
当
っ
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

フ
ェ
ヒ
ネ
ル
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
の
腰
掛
に
休
ら
い
な
が
ら
、日
麗
に
花
薫
り
鳥
歌
い
蝶
舞
う
春
の
牧
場
を
眺
め
、

色
も
な
く
音
も
な
き
自
然
科
学
的
な
夜
の
見
方
に
反
し
て
、
あ
り
の
儘
が
真
で
あ
る
昼
の
見
方
に
耽
っ
た
と
自
ら
云
っ
て
居
る
。
私

は
何
の
影
響
に
よ
っ
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
早
く
か
ら
実
在
は
現
実
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
所
謂
物
質
の
世
界

と
い
う
如
き
も
の
は
此
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
を
有
っ
て
い
た
。
ま
だ
高
等
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
金

沢
の
街
を
歩
き
な
が
ら
、
夢
見
る
如
く
か
か
る
考
に
耽
っ
た
こ
と
が
今
も
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
頃
の
考
が
此
書
の
基
と
も
な
っ
た

か
と
思
う
。（
一
・
七
）
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他
方
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
経
験
論
を
退
け
て
、
も
っ
ぱ
ら
数
量
的
関
係
を
扱
う
合
理
的
な
近
代
的
自
然

学
を
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
る
道
を
切
り
開
い
た
思
想
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。『
省
察
』
に
は
、「
も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
お
い
て

堅
固
で
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
も
の
を
私
が
い
つ
か
は
定
着
さ
せ
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
一
生
に
一
度
は
す
べ
て
を
抜
本
的
に
覆
し
て
し

ま
っ
て
、
最
初
の
土
台
か
ら
あ
ら
た
め
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（

6
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
疑
う
た
め
だ
け
に

疑
い
、
い
つ
も
不
決
断
で
い
よ
う
と
す
る
「
懐
疑
論
者
」
を
真
似
た
わ
け
で
は
な
い
」（

7
）。
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
は
、
堅
固
で
揺
る
ぎ
な

い
学
問
の
基
礎
と
な
る
真
理
を
見
出
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
懐
疑
に
よ
っ
て
吟
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
方
法
序
説
』

は
こ
の
懐
疑
を
、「
ほ
ん
の
少
し
で
も
疑
い
を
ふ
く
む
と
想
像
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
み
な
、
絶
対
に
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
退

け
、
ど
こ
に
も
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
の
な
い
も
の
が
、
そ
の
あ
と
で
、
何
か
私
の
信
念
に
残
り
は
し
な
い
か
ど
う
か
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（

8
）
と
説
明
し
て
い
る
。

　
『
善
の
研
究
』
第
二
編
に
お
け
る
西
田
の
懐
疑
は
、
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
学
問
の
基
礎

と
な
る
よ
う
な
堅
固
で
揺
る
ぎ
な
い
真
理
を
確
立
す
る
た
め
に
、
少
し
で
も
疑
わ
し
い
も
の
は
偽
だ
と
み
な
し
て
投
げ
捨
て
て
ゆ
く
。
他

方
西
田
は
、「
真
の
実
在
を
理
解
し
、天
地
人
生
の
真
面
目
を
知
」
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、す
べ
て
の
「
人
工
的
仮
定
」
を
取
り
去
っ
て
、「
疑

う
に
も
も
は
や
疑
い
様
の
な
い
、
直
接
の
知
識
」（
一
・
四
十
七
）
へ
と
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
。
両
者
と
も
に
懐
疑
と
い
う
方
法
を
採
用
し

て
、
私
た
ち
の
知
識
を
吟
味
し
て
は
い
る
が
、
吟
味
の
基
準
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

9
）。

　

デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
、
感
覚
に
依
拠
し
て
獲
得
さ
れ
る
知
識
に
対
し
て
、
懐
疑
に
よ
る
吟
味
を
お
こ
な
う（
10
）。
次
い
で
、
今
こ
こ
に
い

る
こ
と
、
炉
辺
に
座
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
手
を
伸
ば
す
こ
と
の
よ
う
な
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
事
態
、
さ
ら

に
は
数
学
的
真
理
を
も
、
懐
疑
に
よ
る
吟
味
の
対
象
に
取
り
上
げ
て
ゆ
く
。
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こ
う
し
た
強
い
懐
疑
を
お
こ
な
う
理
由
を
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

か
く
も
大
き
な
そ
う
し
た
懐
疑
の
効
用
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
に
は
明
ら
さ
ま
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
効

用
に
は
、
こ
の
懐
疑
は
、
わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
解
き
放
っ
て
、
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す
の
に
最
も
容
易
な
道
を

整
え
る
、
と
い
う
点
で
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
の
見
定
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
つ
い

て
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
し
つ
ら
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
点
で
、
い
と
も
大
き
な
も
の

が
あ
る
の
で
あ
る（
11
）。

こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
を
先
入
見
か
ら
引
き
離
す
と
と
も
に
、
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す
こ
と
を
ね
ら
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

す
で
に
デ
カ
ル
ト
は
『
精
神
指
導
の
規
則
』
に
お
い
て
、「
ど
ん
な
特
殊
な
質
料
に
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
順
序
と
尺
度
と
に
つ
い
て

も
探
求
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
を
す
べ
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
一
般
的
な
学
問
」（
12
）
と
し
て
の
「
普
遍
数
学
」（m

athesis 
universalis

）
の
構
想
を
語
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
認
識
対
象
を
数
学
的
な
秩
序
の
み
に
し
た
が
っ
て
組
織
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
り
、

合
理
的
な
近
代
自
然
学
の
方
法
を
切
り
開
く
試
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
『
規
則
論
』
の
デ
カ
ル
ト
は
、
な
お
も
想
像
力
に
基
づ
く
経
験
的
認
識
論
を
完
全
に
清
算
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い（
13
）。
デ

カ
ル
ト
は
「
規
則X

II

」
で
、
外
部
感
覚
は
、
ち
ょ
う
ど
蠟
の
表
面
が
印
章
の
形
を
受
け
取
る
よ
う
に
、
感
覚
対
象
の
形
を
受
け
取
り
、

そ
れ
が
身
体
の
部
分
で
あ
る
想
像
力
に
刻
印
さ
れ
る
と
い
う
認
識
論
を
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
知
性
に
よ
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
も
し
知
性
が
物
体
に
関
係
を
も
ち
う
る
よ
う
な
何
か
を
吟
味
し
よ
う
と
意
図
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
の
観
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念
は
想
像
力
の
う
ち
に
で
き
る
だ
け
判
明
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（
14
）。
デ
カ
ル
ト
は
、「
想
像
力
は
も
の
の
真
の
観
念
を
思
い
描

く
」（
15
）
と
述
べ
て
お
り
、
物
体
の
延
長
に
関
し
て
も
私
た
ち
の
想
像
力
の
中
に
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
想
像
力
に
描
か
れ
た
形
象
か
ら
離
れ
た
延
長
の
観
念
は
、
想
像
力
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
形
象
な
い
し
表
象
像
か
ら
量
的

性
格
の
み
を
抽
象
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
表
象
像
な
し
に
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
デ
カ
ル
ト
の
考
え
だ
っ
た
。
彼
は
『
規
則
論
』
の

中
で
、
事
物
を
「
私
た
ち
の
知
性
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
る
限
り
」
で
理
解
す
る
見
地
と
、
そ
れ
を
「
事
実
上
存
在
す
る
も
の
と
し
て
」
理

解
す
る
見
地
と
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
経
験
的
認
識
論
に
お
け
る
「
認
識
の
順
序
に
お
い
て
先
」
な
る
も
の

と
「
存
在
の
順
序
に
お
い
て
先
」
な
る
も
の
と
の
区
別
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
デ
カ
ル
ト
は
、「
普
遍
的
な
も
の
は
、
は

る
か
に
単
純
な
本
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
た
し
か
に
、
個
別
的
な
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
絶
対
的
で
あ
る
、
し
か
し
、
そ
の
普
遍
的
な

る
も
の
は
、
存
在
す
る
た
め
に
は
個
物
に
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
、
個
別
的
な
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
相
対
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
」（
16
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
お
い
て
は
、
数
学
的
対
象
は
よ
り
具
体
的
な
個
物
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

こ
う
し
た
『
規
則
論
』
の
認
識
論
と
、
た
と
え
ば
『
省
察
』
の
中
の
蜜
蠟
の
分
析
と
を
比
べ
て
見
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

今
こ
こ
に
、
一
塊
の
蜜
蠟
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
色
、
香
り
、
形
、
大
き
さ
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
固
く
、
冷
た
く
、
叩
け

ば
音
が
す
る
。
こ
こ
で
は
、
蜜
蠟
は
感
覚
的
経
験
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
経
験
は
、
蜜
蠟
と
い
う

物
体
の
本
質
を
十
全
に
表
わ
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
の
蜜
蠟
を
火
に
近
づ
け
る
と
、
そ
れ
は
た
ち
ま

ち
液
体
と
な
っ
て
、色
も
香
り
も
形
も
元
の
状
態
か
ら
変
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、感
覚
的
経
験
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
い
っ

さ
い
の
観
念
が
変
化
し
て
し
ま
っ
て
も
、
蜜
蠟
と
い
う
物
体
は
な
お
も
残
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
感
覚
に
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由
来
す
る
す
べ
て
の
性
質
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
剥
奪
し
て
い
っ
て
、
最
後
に
残
さ
れ
る
蜜
蠟
の
本
質
的
な
観
念
は
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
「
延
長
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
っ
そ
う
奥
深
く
洞
見
し
て
、
昨
日
蜜
蠟
の
観
念
を
吟
味
し
た
あ
の
仕
方
で
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ば
、
私
は
、

そ
れ
ら
に
お
い
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
、
つ
ま
り
、
大
き
さ
、
言
う
な
ら
長
さ
と
広
さ
と
深
さ
と

に
お
け
る
延
長
と
、
そ
う
し
た
延
長
の
限
定
に
よ
っ
て
発
生
す
る
形
状
と
、
多
種
多
様
の
形
状
を
有
す
る
も
の
が
相
互
に
占
め
る
位

置
と
、
そ
れ
に
運
動
、
言
う
な
ら
そ
う
い
う
位
置
の
変
化
と
〔
中
略
〕
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
、
が
、
そ

の
他
の
も
の
、
た
と
え
ば
光
と
色
、
音
、
香
り
、
味
、
熱
と
冷
、
な
ら
び
に
そ
の
他
の
触
覚
的
な
諸
性
質
の
ご
と
き
は
と
言
え
ば
、

そ
れ
ら
は
き
わ
め
て
不
分
明
で
不
明
瞭
に
し
か
私
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
か
く
て
、
そ
れ
ら
が
真
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
偽
で
あ
る
の
か
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が
或
る
事
物
の
観
念
で
あ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
事
物
で
な
い
も
の
の
観
念
で
あ
る
の
か
、
も
識
る
こ
と
さ
え
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る（
17
）。

蜜
蠟
と
い
う
物
体
の
真
の
本
質
は
、
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
ど
の
よ
う
な
性
質
で
も
な
く
、「
精
神
の
み
に
よ
る
洞
見
」（
18
）

に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
、
も
っ
と
も
普
遍
的
で
単
純
な
「
延
長
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

デ
カ
ル
ト
は
自
身
の
方
法
的
懐
疑
に
つ
い
て
、「
懐
疑
は
わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
解
放
し
て
く
れ
、
精
神
を
感
覚
か
ら
引

き
離
す
た
め
の
最
も
た
や
す
い
道
を
開
い
て
く
れ
る
」（
19
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
彼
は
す
で
に
物
体
即
延
長
の
思
想
を
め
ざ
さ

れ
る
べ
き
目
的
地
と
し
て
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
真
の
学
問
的
認
識
に
至
る
た
め
に
は
、
感
覚
的
経
験
の
認
識
対
象
が
意

識
に
先
立
っ
て
実
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



一
一
五

『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

　

さ
て
、『
善
の
研
究
』
第
二
編
で
参
照
さ
れ
て
い
る
デ
カ
ル
ト
の
議
論
は
、
物
体
が
延
長
を
本
質
と
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
前
の
箇

所
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
は
、
延
長
的
物
体
の
数
学
的
秩
序
に
基
づ
く
自
然
学
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
歩
み
の

最
初
の
一
歩
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
デ
カ
ル
ト
の
世
界
観
の
形
成
と
切
り
離
し
て
そ
の
懐
疑
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
デ
カ
ル
ト
は
、
み
ず
か
ら
の
方
法
的
懐
疑
が
、
伝
統
的
な
認
識
論
を
退
け
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す

た
め
の
操
作
だ
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
懐
疑
を
経
て
到
達
す
る
デ
カ
ル
ト
の
立
場
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
あ
り
が

ま
ま
の
事
実
が
真
で
あ
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
「
昼
の
見
方
」
に
共
感
を
表
明
し
た
西
田
の
立
場
と
は
、
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

感
覚
的
知
識
を
不
確
か
な
も
の
と
し
て
退
け
た
西
洋
哲
学
史
上
の
思
想
家
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。「
我
々
の
感
覚
的
知
識
を

以
て
凡
て
誤
と
な
し
、
唯
思
惟
を
以
て
の
み
物
の
真
相
を
知
り
う
る
と
な
す
の
は
エ
レ
ヤ
学
派
に
始
ま
り
、
プ
ラ
ト
ー
に
至
っ
て
其
頂

点
に
達
し
た
。
近
世
哲
学
に
て
は
デ
カ
ー
ト
学
派
の
人
は
皆
明
確
な
る
思
惟
に
由
り
て
実
在
の
真
層
を
知
り
得
る
も
の
と
信
じ
た
」（
一
・

五
十
一
）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
自
身
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

主
客
の
未
だ
分
れ
ざ
る
独
立
自
全
の
真
実
在
は
知
情
意
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
実
在
は
普
通
に
考
え
ら
れ
て
居
る
様
な
冷
静

な
る
知
識
の
対
象
で
は
な
い
。
我
々
の
情
意
よ
り
成
り
立
っ
た
者
で
あ
る
。〔
中
略
〕
そ
れ
で
若
し
こ
の
現
実
界
か
ら
我
々
の
情
意

を
除
き
去
っ
た
な
ら
ば
、
最
早
具
体
的
の
事
実
で
は
な
く
、
単
に
抽
象
的
概
念
と
な
る
。
物
理
学
者
の
い
う
如
き
世
界
は
、
幅
な
き

線
、
厚
さ
な
き
平
面
と
同
じ
く
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
此
点
よ
り
見
て
、
学
者
よ
り
も
芸
術
家
の
方
が
実
在
の
真
相

に
達
し
て
居
る
。（
一
・
六
十
）
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さ
ら
に
西
田
は
、「
例
え
ば
学
問
的
研
究
の
如
く
純
知
的
作
用
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
情
意
を
離
れ
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」（
一
・

五
十
九
）
と
述
べ
る
。

　

こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
西
田
の
懐
疑
が
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
だ
ろ
う
。
懐
疑
を
通
し
て
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す
こ
と
が
、
デ
カ
ル
ト
の
ね
ら
い
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
は
、
そ

う
し
た
区
分
が
思
惟
に
よ
る
「
人
工
的
仮
定
」
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
西
田
の
懐
疑
は
、「
人
工
的
仮
定
」
を
取
り
去
っ
て
、
知
情

意
の
区
別
が
い
ま
だ
設
け
ら
れ
て
い
な
い
、
直
接
経
験
の
事
実
に
立
ち
返
る
た
め
の
方
法
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
違
い
を
越
え
て
、
西
田
が
デ
カ
ル
ト
の
思
索
の
中
に
み
ず
か
ら
の
思
索
と
の
一
致
点
を
見
い
だ
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四　

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
考
え
る
私
」
の
定
立

　

私
た
ち
は
前
節
で
、
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
に
よ
っ
て
「
感
覚
か
ら
精
神
を
引
き
離
す
」
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
こ

ろ
で
、
感
覚
か
ら
精
神
を
引
き
離
す
た
め
の
方
法
は
懐
疑
だ
け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
な
、
経
験
的
世
界
を
超
え
た
普

遍
的
存
在
者
こ
そ
が
真
の
実
在
だ
と
考
え
る
こ
と
で
、
経
験
的
世
界
か
ら
超
経
験
的
世
界
へ
と
精
神
を
向
け
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
デ
カ
ル
ト
は
、「
ほ
ん
の
少
し
で
も
疑
い
を
ふ
く
む
と
想
像
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
み
な
、

絶
対
に
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
退
け
、
ど
こ
に
も
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
の
な
い
も
の
が
、
そ
の
あ
と
で
、
何
か
私
の
信
念
に
残
り
は
し

な
い
か
ど
う
か
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
20
）
と
い
う
仕
方
で
、
疑
わ
し
い
感
覚
的
知
識
か
ら
精
神
を
引
き
離
す
方
法
を
選
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
ひ
と
た
び
こ
う
し
た
方
法
が
採
ら
れ
る
な
ら
ば
、
疑
わ
し
い
と
み
な
さ
れ
て
投
げ
捨
て
ら
れ
る
の
は
感
覚
的
知
識
だ
け
に
と



一
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『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

ど
ま
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
デ
カ
ル
ト
は
、「
欺
く
神
」
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
数
学
的
真
理
に
疑
い
を
か
け
る
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
誇
張
さ
れ
た
懐
疑
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
精
神
を
解
放
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
対
し
て
疑
い
を
向
け
、「
ま
っ
た
く
確
実
で
な
く
解
明
さ
れ
つ
く
さ

れ
て
は
い
な
い
も
の
は
、
信
ず
る
の
を
さ
し
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
由
」（
21
）
を
発
見
す
る
に
至
る
。

　

こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
デ
カ
ル
ト
は
「
考
え
る
私
」
の
定
立
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
狡
知
に
長
け
た
欺
瞞

者
が
私
を
欺
こ
う
と
も
、
思
惟
す
る
私
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

私
に
私
は
、
世
界
の
う
ち
に
は
、
天
空
も
、
大
地
も
、
精
神
も
、
物
体
も
、
全
く
何
一
つ
と
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
説
得
し
た

の
で
あ
る
、
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ま
た
私
も
な
い
と
、
説
得
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

何
か
を
私
に
私
が
説
得
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
こ
の
私
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
か
く
し
て
、
す
べ
て
を
十
分

に
も
十
二
分
に
も
熟
考
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
、「
わ
れ
あ
り
、
わ
れ
存
在
す
」
と
い
う
こ
の
言
明
は
、
私

に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
あ
る
い
は
、
精
神
に
よ
っ
て
概
念
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
、
と
論
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
22
）。

　

と
こ
ろ
で
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ら
は
、
こ
の
「
考
え
る
私
」
の
定
立
が
三
段
論
法
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
論
証
に
は
「
す
べ
て
の
考
え
る
も
の
は
存
在
す
る
」
と
い
う
大
前
提
が
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
大
前
提
は
け
っ
し
て
自

明
で
は
な
く
、
先
入
見
に
基
づ
く
独
断
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
次

の
よ
う
に
反
論
す
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
場
合
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
三
段
論
法
よ
り
し

て
も
結
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
或
る
種
の
第
一
の
知
見
で
あ
り
、
ま
た
、
誰
か
が
「
こ
の
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
、
言

う
な
ら
ば
私
は
存
在
す
る
」
と
言
う
と
い
う
場
合
に
は
、
彼
は
、
存
在
を
思
惟
か
ら
三
段
論
法
に
よ
っ
て
演
繹
す
る
の
で
は
な
く
て
、

あ
た
か
も
自
ず
か
ら
に
識
ら
れ
た
も
の
と
し
て
精
神
の
単
純
な
直
視
に
よ
っ
て
認
知
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
存
在
を
三
段

論
法
に
よ
っ
て
演
繹
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
よ
り
も
先
に
「
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
あ
る
、
言
う
な
ら
ば
存

在
す
る
」
と
い
う
こ
の
大
前
提
を
識
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
よ
り
し
て
明
ら
か
で

あ
る（
23
）。

「
考
え
る
私
」
は
、「
す
べ
て
の
考
え
る
も
の
は
存
在
す
る
」
と
い
う
一
般
命
題
か
ら
の
帰
結
と
し
て
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
考
え
る
精
神
の
働
き
の
中
で
直
知
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
精
神
を
引
き
離
す
懐
疑
を
遂
行
す
る
中

で
、
精
神
の
外
部
の
何
も
の
に
も
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
、
自
由
な
精
神
の
あ
り
方
が
自
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（
24
）。

　

方
法
的
懐
疑
と
は
、
感
覚
的
・
経
験
的
な
認
識
の
対
象
か
ら
数
学
的
真
理
に
至
る
ま
で
、
精
神
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
あ
ら
ゆ
る
前
提
か
ら
、
そ
の
実
在
性
を
剥
奪
す
る
操
作
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
操
作
に
よ
っ
て
、
精
神
の
外
部
の
存
在
と
思
惟
と
の

関
係
が
排
除
さ
れ
て
、
精
神
の
外
部
の
何
も
の
に
も
よ
ら
な
い
自
由
な
精
神
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
精

神
を
解
放
す
る
懐
疑
の
遂
行
が
、
そ
う
し
た
懐
疑
を
遂
行
す
る
主
体
が
「
考
え
る
私
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
、
内

在
的
明
証
性
を
与
え
る
。
方
法
的
懐
疑
の
遂
行
は
、
自
己
と
外
的
事
物
と
の
超
越
的
な
関
係
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
、「
考
え
る
私
」
が

何
で
あ
る
か
を
内
的
に
直
観
す
る
自
己
認
識
へ
と
導
く
不
可
欠
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
内
在
的
明
証
性
に
基
づ
く
「
考
え
る
私
」
の
定
立
に
引
き
続
い
て
、
こ
の
確
実
な
基
礎
に
基

づ
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
は
ず
の
学
問
の
基
準
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
「
明
証
性
の
一
般
的
規
則
」
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
は
私
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
知
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
す
で
に
し
て
私
は
、
何
ら
か
の
事
物
に
つ
い
て

私
が
確
知
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
何
が
要
求
さ
れ
る
か
を
も
、
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
思
う
に
、
こ
の
最
初
の
認

識
の
う
ち
に
は
、
私
が
肯
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
或
る
明
晰
で
判
明
な
知
得
を
ほ
か
に
し
て
は
何
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ

う
に
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
が
偽
で
あ
る
、
と
い
う
が
ご
と
き
事
態
の
い
つ
か
起
こ
り
う
る
と
し
た

な
ら
ば
、
こ
の
知
得
が
私
に
事
物
の
真
理
に
つ
い
て
確
知
せ
し
め
る
の
に
は
い
か
に
も
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
や
私
に
は
、
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
す
べ
て
は
真
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
一
般
的
な
規
則
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る（
25
）。

こ
う
し
て
、「
考
え
る
私
」
の
定
立
は
ま
さ
し
く
、
確
実
な
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
学
問
の
方
法
論
的
基
準
の
発
見
に
他
な
ら
な

い（
26
）。
彼
の
方
法
論
的
懐
疑
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
学
問
的
な
認
識
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
と
歩
ん
だ
道
に
対
し
て
、
西
田
の
歩
ん
だ
道
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
西

田
に
お
け
る
懐
疑
と
学
問
的
認
識
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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西
田
に
お
け
る
懐
疑
と
そ
の
主
体

　

西
田
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
人
工
的
仮
定
」
を
排
し
て
意
識
現
象
の
事
実
へ
と
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
試
み
が
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
も
何
度

か
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
言
い
、
そ
の
例
と
し
て
ベ
イ
コ
ン
と
デ
カ
ル
ト
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
し
て
私
た
ち
が
見
て
き
た
よ
う
に
、

デ
カ
ル
ト
は
感
覚
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
精
神
を
解
放
す
る
た
め
の
懐
疑
を
徹
底
し
て
遂
行
し
、
そ
う
し
た
懐
疑
を
お

こ
な
う
自
由
な
精
神
に
お
け
る
「
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
」
に
基
づ
い
て
、諸
学
の
確
実
な
基
礎
を
打
ち
立
て
た
の
だ
っ

た
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
西
田
は
み
ず
か
ら
の
「
考
究
の
出
立
点
」
と
の
一
致
を
認
め
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

西
田
の
「
考
究
の
出
立
点
」
で
あ
る
「
我
々
の
直
覚
的
経
験
の
事
実
即
ち
意
識
現
象
に
就
い
て
の
知
識
」
も
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
、
懐

疑
を
通
じ
て
よ
う
や
く
あ
ら
わ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
西
田
の
懐
疑
の
性
格
は
デ
カ
ル
ト
の
そ

れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
少
し
で
も
疑
い
の
余
地
の
あ
る
も
の
を
偽
と
し
て
退
け
る
こ
と
で
、
感
覚
や
そ
の
他
の

先
入
見
か
ら
精
神
を
解
放
し
、
そ
う
し
た
懐
疑
を
遂
行
し
て
い
る
精
神
が
、
精
神
の
外
部
の
何
も
の
に
も
依
拠
し
な
い
自
由
な
精
神
で
あ

る
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
証
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田
の
懐
疑
は
、
物
と
心
が
独
立
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
さ

ま
ざ
ま
な
「
人
工
的
仮
定
」
を
退
け
て
、
意
識
現
象
の
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
に
直
接
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
田

の
場
合
に
は
、
懐
疑
と
い
う
思
惟
の
自
己
吟
味
に
よ
っ
て
、
当
の
思
惟
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
識
現
象
の
直
接
性
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
意
識
に
お
い
て
、
純
粋
経
験
の
事
実
が
い
つ
も
直
接
に
現
わ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
主
観
と
客
観
の
区
別
の
よ
う
な
、

さ
ま
ざ
ま
な「
人
工
的
仮
定
」が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、純
粋
経
験
の
直
接
性
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、け
っ

し
て
少
な
く
な
い
。「
普
通
に
は
主
観
客
観
を
別
々
に
独
立
し
う
る
実
在
で
あ
る
か
の
様
に
思
い
、
此
の
二
者
の
作
用
に
由
り
て
意
識
現



一
二
一

『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

象
を
生
ず
る
様
に
考
え
て
居
る
」
が
、「
こ
れ
は
凡
て
誤
で
あ
る
」（
一
・
六
十
）
と
西
田
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人
工
的
仮
定
」

を
懐
疑
に
よ
っ
て
退
け
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
純
粋
経
験
と
い
う
も
っ
と
も
直
接
的
で
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
に
到
達
す
る
こ
と
が

め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
人
工
的
仮
定
」
を
取
り
除
い
て
、
純
粋
経
験
と
い
う
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
注
視
す
る
努
力
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

純
粋
経
験
の
立
場
と
は
、
厳
密
な
統
一
を
維
持
し
た
ま
ま
で
次
々
と
推
移
し
て
ゆ
く
事
実
に
直
接
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
す
で

に
、
こ
う
し
た
純
粋
経
験
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
次
々
と
生
起
す
る
新
た
な
体
験
に
自
己
を
開
き
、
そ
の
体
験
の
場
面
に
身
を

置
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
意
識
現
象
の
あ
り
方
は
、
し
ば
し
ば
「
人
工
的
仮
定
」
に
よ
っ

て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
西
田
の
懐
疑
は
、「
人
工
的
仮
定
」
を
排
除
し
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
純
粋
経
験
の
事
実
を
注
視
し
よ
う

と
す
る
哲
学
的
な
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、
哲
学
的
主
体
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
が
次
々
に
開
か
れ
て
く
る
あ
り
方

へ
と
、
み
ず
か
ら
の
視
線
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
努
力
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
精
神
を
解
放
す
る
懐
疑
の
中
で
、

精
神
の
あ
り
方
の
自
証
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
西
田
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
人
工
的
仮
定
を
疑
っ
て
意
識
現
象
の
事
実
へ
と
直

接
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
哲
学
的
主
体
の
営
み
そ
の
も
の
が
、
た
え
ま
な
く
生
起
し
つ
つ
あ
る
純
粋
経
験
の
事
実
に
直
接

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
西
田
が
、「
実
在
と
思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
」
に
デ
カ
ル
ト
と
の
一
致
を
見
い
だ
し
た

の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
西
田
に
と
っ
て
「
唯
一
の
実
在
」
は
意
識
現
象
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
実
在
と

思
惟
と
の
合
一
せ
る
直
覚
的
確
実
」
と
は
、
意
識
現
象
の
事
実
と
哲
学
的
思
惟
と
の
合
一
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
人
工
的
仮
定
」
を
排
除
す
る
西
田
の
懐
疑
は
、
意
識
現
象
の
外
か
ら
反
省
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
、「
一
生

懸
命
に
崖
を
攀
ず
る
」
と
き
や
、「
音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
奏
す
る
」
と
き
、あ
る
い
は
「
初
生
児
の
意
識
」
の
よ
う
に
「
明
暗
の
別
す
ら
、

さ
だ
か
な
ら
ぬ
混
沌
た
る
統
一
」（
一
・
十
二
）状
態
の
よ
う
に
、「
人
工
的
仮
定
」を
差
し
挟
む
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
る
意
識
状
態
で
あ
っ
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て
も
、
そ
れ
ら
を
外
か
ら
反
省
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
直
接
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
西
田
の
考
え
る
懐
疑
は
、
意
識
現
象

の
外
か
ら
加
え
ら
れ
る
反
省
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
「
人
工
的
仮
定
」
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
意
識
状
態
か
ら
、
そ
れ
ら
の
仮
定
を
退
け

て
ゆ
く
こ
と
で
、
直
接
的
な
事
実
へ
と
み
ず
か
ら
を
還
元
し
て
ゆ
く
哲
学
的
努
力
の
こ
と
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
は
本
稿
の
冒
頭
で
、
西
田
の
「
哲
学
的
思
想
」
が
、
そ
の
「
根
柢
」
で
あ
る
純
粋
経
験
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
お
い
た
。
私
た
ち
は
よ
う
や
く
、
そ
の
答
え
に
た
ど
り
つ
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
の
「
哲
学
的
思

想
」
と
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
意
識
状
態
か
ら
「
人
工
的
仮
定
」
を
取
り
除
き
、
直
接
経
験
の
事
実
を
注
視
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
哲
学
的
主
体
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
が
次
々
に
開
か
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
が
次
々
に
開
か
れ

て
く
る
仕
方
に
、
み
ず
か
ら
の
視
線
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
努
力
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
す

る
な
ら
ば
、
西
田
の
「
哲
学
的
思
想
」
と
は
、
そ
の
営
為
を
通
じ
て
「
哲
学
的
思
想
」
そ
れ
自
体
を
、
そ
の
「
根
柢
」
で
あ
る
純
粋
経
験

の
事
実
へ
と
返
し
て
ゆ
く
営
み
の
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

注（
1
） 

西
田
の
著
作
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』〔
旧

版
〕
全
十
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
―
六
六
年
発
行
第
二
刷
）
か

ら
お
こ
な
い
、
参
照
箇
所
を
本
文
中
に
（
巻
数
・
頁
数
）
の
形
で
表
記

す
る
。
た
だ
し
、
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
・
旧
か
な
遣
い
は
現
代
の
表

記
に
改
め
た
。

（
2
） 『
善
の
研
究
』
の
第
一
編
と
第
二
編
の
も
と
に
な
っ
た
文
章
と
そ

れ
が
『
善
の
研
究
』
と
い
う
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
る
経
緯
に

つ
い
て
は
、
平
山
洋
『
西
田
哲
学
の
再
構
築
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。
た
だ
し
本
論
文
で
は
、
あ
く
ま
で
『
善
の

研
究
』
と
い
う
一
冊
の
書
物
の
中
で
「
余
の
哲
学
的
思
想
を
述
べ
た
も

の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
第
二
編
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
善
の
研
究
』

刊
行
時
の
西
田
の
思
想
に
迫
っ
て
み
た
い
。

（
3
） 

上
田
閑
照
氏
は
、
こ
の
『
善
の
研
究
』
の
冒
頭
の
言
葉
に
つ
い

て
、「
問
題
の
脈
絡
へ
の
何
の
導
入
も
な
し
に
私
た
ち
の
面
前
に
抛
り

出
さ
れ
、
何
か
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
、
あ
る
い
は
は
ね
返
さ
れ
る
よ

う
な
感
じ
」（『
上
田
閑
照
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、

二
十
四
頁
）
と
い
う
印
象
を
語
っ
て
い
る
。

（
4
） 

拙
論
「『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
独
我
論
の
論
駁
」（
藤
田
正
勝

編
『『
善
の
研
究
』
の
百
年
―
世
界
へ
／
世
界
か
ら
』（
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
）
参
照
。

（
5
） 

こ
の
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
研
究
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
西
田
と

デ
カ
ル
ト
の
比
較
研
究
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た（『
上

田
閑
照
集
』
第
二
巻
（
一
六
九
頁
以
下
）、
石
神
豊
『
西
田
幾
多
郎
―

自
覚
の
哲
学
』（
二
一
六
頁
以
下
）
等
を
参
照
）。

（
6
） 『
省
察
』『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
二
巻
（
所
雄
章
訳
、
白
水
社
、

一
九
七
七
年
）
二
十
九
頁
。
た
だ
し
、
引
用
の
際
一
部
表
記
を
改
め

た
。
以
下
の
デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。
原

著
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。Œ

uvres de D
escartes Vol.V

II, Paris, 
Librarie Philosophique J. V

rin, 1996 （publiées par C
h. A

dam
 

et P. Tannery, 1897

‐1909

）, p. 17. 

以
下AT

と
略
記
す
る
。

（
7
） 『
方
法
序
説
』『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
一
巻
（
三
宅
徳
嘉
、
小

池
健
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）、
三
十
五
頁
）AT, V

I, p. 29

。

（
8
） 『
方
法
序
説
』
三
十
八
頁
、AT, V

I, p. 31

（
9
） 

こ
の
こ
と
は
上
田
閑
照
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
氏
に
よ
れ

ば
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
明
晰
判
明
と
い
う
こ
と
が
基
準
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
西
田
で
は
直
接
性
と
い
う
こ
と
が
基
準
に
な
っ
て
お
り
、
さ

ら
に
基
準
の
違
い
に
し
た
が
っ
て
、
懐
疑
の
遂
行
の
仕
方
も
異
な
っ
て

い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
「
判
断
の
な
か
に
明
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晰
判
明
な
ら
ざ
る
も
の
が
混
入
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
、
思
惟

の
自
己
吟
味
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
田
の
場
合
は
「
直
接
性
を
は

ば
ん
で
、
し
か
も
そ
れ
と
知
ら
ず
に
思
惟
に
よ
る
人
工
的
仮
定
が
さ
し

挟
ま
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
そ
も
そ
も
思
惟
が
す
で
に
加

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、思
惟
そ
の
も
の
の
否
定
的
吟
味
」

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（『
上
田
閑
照
集
』
第
二
巻
、
一
六
五
頁
）。

（
10
） 

デ
カ
ル
ト
は
、
感
覚
経
験
に
基
づ
く
知
識
を
懐
疑
の
対
象
と
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
経
験
で
与
え
ら
れ
る
観
念
や
表
象
像
そ
の

も
の
が
偽
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。む
し
ろ
、

感
覚
的
観
念
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
観
ら
れ
、
そ
れ
を
何
か
他
の
も

の
に
私
が
関
係
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
偽
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
本
来
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」（『
省
察
』
五
十
四
頁
、

AT, V
II, p. 

37
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） 『
省
察
』
二
十
一
頁
、AT, V

II, p. 12

（
12
） 『
精
神
指
導
の
規
則
』『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
4
巻
（
大
出
晃
、

有
働
勤
吉
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）
二
十
八
頁
、AT, X

, p. 378

（
13
） 

小
林
道
夫
『
デ
カ
ル
ト
の
自
然
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六

年
）
の
第
一
章
「『
規
則
論
』
の
過
渡
的
思
想
」
を
参
照
。

（
14
） 『
精
神
指
導
の
規
則
』
六
十
七
頁
、AT, X

, p. 416

‐417

。

（
15
） 『
精
神
指
導
の
規
則
』
九
十
三
頁
、AT, X

, p. 445

。

（
16
） 『
精
神
指
導
の
規
則
』
三
十
四
頁
、AT, X

, p. 382

。

（
17
） 『
省
察
』
六
十
一
頁
、AT, V

II, p. 43

。

（
18
） 『
省
察
』
四
十
六
頁
、AT, V

II, p. 31

。

（
19
） 『
省
察
』
二
十
一
頁
、AT, V

II, p. 12

。

（
20
） 『
方
法
序
説
』
三
十
八
頁
、AT, V

I, 31

。

（
21
） 『
哲
学
原
理
』『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
三
巻
（
三
輪
正
、
本
多

英
太
郎
訳
）
五
十
四
頁
、AT, V

III

‐I, pp. 

19
‐
20
。

（
22
） 『
省
察
』
三
十
八
頁
、AT, V

II, p. 25

。

（
23
） 『
省
察
』
一
七
二
頁
、AT, V

II, p. 140

。

（
24
） 

同
様
の
こ
と
は
、
三
段
論
法
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
一
般
観

念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は

存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
確
信
で
き
る
た
め
に
は
、「
懐
疑
」
や
「
思

惟
」、「
存
在
」
と
い
っ
た
一
般
観
念
を
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。「
実
際
私
は
、
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
ま

ず
教
わ
っ
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
自
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
推
論
す

る
こ
と
も
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ど
に
愚
か
な
人
間
が

い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
本
気
で
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
懐

疑
や
思
考
に
関
し
て
も
事
情
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え

る
と
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
知
ら
れ



一
二
五

『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

え
ず
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験
や
各
人
が
そ
れ

ら
を
検
討
す
る
と
き
に
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
見
い
だ
す
と
こ
ろ
の
、
意

識
す
な
わ
ち
内
的
証
言
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
納
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」（『
真
理
の
探
求
』『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
四
巻
（
井
上
庄

七
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）
三
二
八
頁
、AT, X

, p. 524

）。
デ

カ
ル
ト
に
と
っ
て「
懐
疑
」「
思
惟
」「
存
在
」な
ど
の
一
般
観
念
は
、「
考

え
る
私
」を
定
立
す
る
た
め
に
前
提
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、む
し
ろ「
考

え
る
私
」
の
定
立
に
至
る
思
惟
の
働
き
の
中
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
内

的
な
確
信
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は

こ
う
し
た
精
神
の
理
解
に
基
づ
い
て
、「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は

存
在
す
る
」と
い
う
こ
と
を
結
論
す
る
た
め
に
は
、「
懐
疑
」「
思
惟
」「
存

在
」
と
い
っ
た
一
般
観
念
を
前
提
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら

の
観
念
の
意
味
が
「
考
え
る
私
」
を
定
立
す
る
思
惟
に
お
い
て
内
的
に

付
与
さ
れ
る
と
考
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
25
） 『
省
察
』
五
十
一
―
五
十
二
頁
、AT, V

II, 35

。

（
26
） 

デ
カ
ル
ト
は
、
私
は
思
惟
す
る
存
在
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

と
い
う
こ
と
か
ら
、
明
晰
判
明
に
認
識
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ

る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
だ
一
つ
の
事
例
か
ら
普

遍
的
な
命
題
を
導
く
「
不
当
概
括
」
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
桂
寿
一
は
、
以
上
の

デ
カ
ル
ト
の
議
論
が
持
つ
方
法
論
的
な
意
義
に
着
目
す
べ
き
だ
と
主
張

す
る
。
明
晰
判
明
な
知
と
い
う
も
の
の
性
格
は
、「
考
え
る
私
」
の
定

立
に
よ
っ
て
初
め
て
私
た
ち
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
う

し
た
デ
カ
ル
ト
の
議
論
が
、
そ
れ
に
続
く
学
的
認
識
の
性
格
を
定
め
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
桂
寿
一
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
そ
の

発
展
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
四
十
六
頁
以
下
参
照
）。


