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思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か

日

髙
　

明

は
じ
め
に

　

西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
を
読
み
、
お
お
ま
か
に
で
も
そ
の
内
容
を
知
る
も
の
に
と
っ
て
、
思
慮
分
別
が
純
粋
経
験
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

思
慮
分
別
と
は
、
対
象
に
つ
い
て
深
く
慎
重
に
考
え
、
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
分
別
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
出
来
事
を
別
々
に
分
け
、

そ
の
一
部
を
対
象
化
す
る
。
対
象
に
つ
い
て
の
思
惟
で
あ
る
以
上
、
思
惟
す
る
主
観
が
あ
る
。
他
方
で
純
粋
経
験
は
、
対
象
の
区
別
や
主

観
と
客
観
と
の
分
離
以
前
の
、
統
一
的
な
状
態
で
あ
る
は
ず
だ
。
実
際
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
も
、
純
粋
経
験
が
「
純
粋
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

純
粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
者
も
そ
の
実
は
何
ら
か
の
思
想
を
交
え
て
い
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
。
た
と
え
ば
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、

我
が
こ
れ
を
感
じ
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
え
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
色
、
こ
の
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら

な
い
前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ
主



一
二
七

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
そ
の
対
象
と
が
合
一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
者
で
あ
る
。（N

1

：
九
）（

1
）

　
『
善
の
研
究
』
本
文
第
一
ペ
ー
ジ
の
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、純
粋
経
験
と
は
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
、色
を
見
、

音
を
聞
く
刹
那
の
、未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
状
態
で
あ
る
。「
余
の
思
想
の
根
柢
で
あ
る
純
粋
経
験
の
性
質
を
明
に
し
た
も
の
」（N

1:

三
）

と
さ
れ
る
第
一
編
の
冒
頭
、
純
粋
経
験
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
直
示
し
て
い
る
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
西
田
幾
多
郎
そ
の
人
が
、

純
粋
経
験
の
純
粋
性
は
少
し
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
明
言
し
て
い
る
の
だ
。『
善
の
研
究
』
に
つ
い
て
の
概
説
や
研

究
の
多
く
も
、
思
慮
分
別
を
、
主
も
な
く
客
も
な
い
純
粋
経
験
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
純
粋
経
験
と
は
対
蹠
的
な
「
純
粋
で
な

い
経
験
」
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
一
節
に
見
ら
れ
る
西
田
の
言
葉
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
至
当
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
西
田
哲
学
研
究
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
も
言
え
る
純
粋
経
験
理
解
に
対
し
て
、
な
お
思
慮
分
別
を

純
粋
経
験
と
見
な
す
解
釈
が
あ
り
え
る
。

　

た
だ
し
そ
う
し
た
解
釈
を
提
示
し
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
な
ぜ
思
慮
分
別
を
純
粋
経
験
と
見
な
す
解
釈
を
採
る
必
要
が
あ

る
の
か
を
示
す
の
が
、順
序
と
し
て
適
切
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、本
論
文
は
、ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
純
粋
経
験
理
解
が
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う『
善

の
研
究
』
読
解
上
の
問
題
点
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
思
慮
分
別
を
純
粋
経
験
と
み
な
す
読
み
方
が
、
問
題

を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
果
的
に
示
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
解
釈
の
な
か
で
も
、
上
田
閑
照
の
純
粋
経
験
理
解
は
、
特
に
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
私
は

西
田
の
言
う
純
粋
経
験
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
」（
上
田
、
一
九
九
八
、二
七
二
）（

2
）
と
述
懐
す
る
と
お
り
、
上
田
は
多
く
の
著
作
に
お
い

て
純
粋
経
験
を
め
ぐ
る
西
田
の
言
葉
に
精
緻
な
分
析
を
加
え
、
噛
み
砕
き
、
説
得
力
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
本

質
的
に
思
慮
分
別
と
の
連
関
を
持
つ
「
言
葉
」
や
「
反
省
」
を
討
究
の
俎
上
に
の
せ
、
純
粋
経
験
と
の
関
係
を
徹
底
的
に
問
う
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。

　

以
下
第
一
節
か
ら
第
三
節
に
お
い
て
は
、
上
田
の
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
純
粋
経
験
と
思
慮
分
別
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
。
本
論
文

の
主
題
上
、
上
田
の
思
想
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
細
部
ま
で
忠
実
に
活
写
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
西
田
哲
学
研
究
に
お

け
る
一
般
的
な
純
粋
経
験
理
解
を
十
分
に
託
し
う
る
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
範
例
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
節
で
、
こ
の
純
粋
経
験
の
一
般
像
に
つ
い
て
い
く
つ
か
問
題
を
挙
げ
る
。
そ
の
う
え
で
第
五
節
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を

回
避
す
る
た
め
の
代
替
的
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
思
慮
分
別
を
主
も
な
く
客
も
な
い
純
粋
経
験
と
し
て
読
む
と
い
う
作
業
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
西
田
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

一　

主
客
未
分
の
純
粋
経
験

（
一
）
言
葉
の
限
定
機
能
と
言
葉
を
も
た
ら
す
反
省
作
用

　

西
田
は
、「
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
者
」
に
は
、実
は
な
ん
ら
か
の
思
想
が
混
じ
っ
て
い
る
、と
言
っ
て
い
た
。
逆
に
純
粋
経
験
は
、

「
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
上
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
真
に
経
験
そ
の
ま
ま
」
の
と
こ
ろ
は
、
西
田
に
と
っ
て
は
、
思
想
や
思
慮
分
別
や
考
え
な
ど
が
未
だ
一
切
入
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
思
想
や
思
慮
分
別
や
考
え
を
具
体
的
基
本
的
に
担
い
遂
行
す
る
の
は
言
葉
で
す
か
ら
、
…
…
純
粋
経
験
と
は
言
葉
を
絶
し

た
経
験
、
総
じ
て
言
葉
を
絶
す
る
経
験
、
一
切
の
解
釈
以
前
の
原
経
験
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（U

S2

：
五
十
九
）



一
二
九

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

　

上
田
は
、
思
慮
分
別
を
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
た
と
え
ば
「
こ
れ
は
花
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
の
よ
う
に
、
措
定
さ
れ

た
何
ら
か
の
対
象
に
つ
い
て
判
じ
る
対
象
的
判
断
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
言
う
と
き
の
よ
う
に
、
自
己

自
身
の
状
態
を
省
み
る
反
省
的
判
断
で
あ
る
（U

S2

：
五
十
八
）。『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
は
、「
こ
の
色
、
こ
の
音
は
何
で
あ
る
」
と

い
う
考
え
が
対
象
的
判
断
に
あ
た
り
、「
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
こ
れ
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
が
反
省
的
判
断

に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
思
慮
分
別
を
「
具
体
的
基
本
的
に
担
い
遂
行
す
る
の
は
言
葉
」
で
あ
る
た
め
に
、
思
慮
分
別
が
加
わ
る
ま
え
の
「
真

に
経
験
そ
の
ま
ま
」
で
あ
る
純
粋
経
験
は
、
言
葉
を
絶
し
た
主
客
未
分
の
経
験
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

言
葉
は
な
ぜ
純
粋
経
験
か
ら
閉
め
だ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
上
田
が
言
葉
の
働
き
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、「
限
る
」
機

能
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
（U

S2

：
六
十
四
）。
言
葉
を
加
え
ら
れ
る
ま
え
の
元
の
経
験
、
す
な
わ
ち
純
粋
経
験
に
は
、
つ
ね
に
、
言
わ

れ
た
こ
と
以
上
の
も
の
、
ど
こ
ま
で
も
言
い
尽
く
さ
れ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
（U

S2

：
六
十
五
）。
言
葉
は
こ
の
元
の
経
験
か
ら

一
部
を
切
り
出
し
、
そ
れ
を
固
定
す
る
。
た
と
え
ば
「
こ
れ
は
花
だ
」
と
言
葉
に
し
て
し
ま
え
ば
、
花
に
な
っ
て
、
花
で
な
い
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
（U

S2

：
六
十
四
）、
純
粋
経
験
の
う
ち
の
特
定
の
範
囲
を
特
定
の
仕
方
で
境
界
づ
け
、
抽
象
さ
れ
た
も
の

を
も
っ
て
経
験
の
代
表
と
す
る
の
で
あ
る
。
上
田
の
挙
げ
て
い
る
言
葉
の
「
限
る
」
働
き
は
、
こ
の
よ
う
に
純
粋
経
験
を
区
切
り
、
そ
の

範
囲
内
に
の
み
経
験
を
制
限
す
る
働
き
と
解
し
う
る
。
言
葉
が
持
つ
限
定
機
能
と
言
え
よ
う
。

　

言
葉
の
限
定
機
能
に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
言
葉
が
反
省
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
上
田
は
純
粋
経
験
を
「
一
切
の
解
釈
以
前
の
原
経
験
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
思
慮
分
別
が
、
純
粋
経
験
の
一
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ト
リ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
写
真
の
構
図
だ
け
で
な
く
テ
ー
マ
や
主

張
ま
で
も
が
変
わ
る
よ
う
に
、
全
体
か
ら
部
分
を
抽
象
す
る
こ
と
は
す
で
に
あ
る
種
の
編
集
で
あ
り
、
元
の
も
の
に
手
を
加
え
て
構
成
し
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な
お
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
反
省
的
判
断
を
見
て
み
よ
う
。
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
純
粋
経
験
に
は
、
は
っ

き
り
と
区
切
ら
れ
た
「
私
」
や
「
花
」
は
な
い
。
こ
の
純
粋
経
験
が
省
み
ら
れ
、「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ

う
に
言
う
私
が
、「「
経
験
さ
れ
た
（
過
去
化
さ
れ
た
）
経
験
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
経
験
に
、「
私
」
と
言
い
つ
つ
「
私
」
を
は

め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
と
言
う
現
在
、
す
な
わ
ち
見
つ
つ
あ

る
で
は
な
く
「
私
」
と
言
い
つ
つ
あ
る
こ
の
現
在
で
、
過
去
化
さ
れ
た
経
験
を
言
い
つ
つ
あ
る
現
在
の
方
へ
と
た
ぐ
り
寄
せ
」（U

S2

：

四
十
六
）、
経
験
を
再
構
成
し
て
い
る
の
だ
。

　

反
省
的
判
断
と
は
、
い
ま
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
経
験
が
自
ら
を
ふ
り
返
り
、
そ
こ
に
「
私
」
や
「
花
」
と
い
う
言
葉
を
は
め
込
む
営

み
で
あ
る
。
こ
の
反
省
の
作
用
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
元
の
経
験
を
再
構
成
し
、
再
構
成
さ
れ
た
「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
判
断

を
も
っ
て
「
私
の
経
験
」
を
理
解
す
る
。

　

こ
の
と
き
理
解
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
も
の
は
別
物
で
は
な
い
。反
省
と
は
ま
さ
に
経
験
が
自
己
自
身
を
ふ
り
返
る
働
き
で
あ
っ
て
、

解
釈
と
は
「
経
験
の
自
己
理
解
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

経
験
の
自
己
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
反
省
は
対
象
的
な
判
断
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
と
言
え
る
。「
こ
れ
は
花
で
あ
る
」

と
い
う
判
断
も
ま
た
、純
粋
経
験
と
い
う
全
体
か
ら
特
定
の
部
分
を
抽
象
し
、そ
こ
に
言
葉
を
当
て
は
め
て
い
る
。つ
ま
り
対
象
的
判
断
も
、

純
粋
経
験
を
ふ
り
返
る
反
省
が
言
葉
を
「
は
め
込
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
私
の
外
な
る
物
に
つ
い
て
の
判
断
と
私
の

内
な
る
意
識
に
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
の
判
断
と
は
、
ふ
つ
う
ま
っ
た
く
異
な
る
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
経
験
の
自
己
理
解
」

と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
花
を
見
て
い
る
経
験
を
通
し
て
、「
こ
れ
は
花
で
あ
る
」
と
も
言
え
る
し
、「
私
は

花
を
見
て
い
る
」
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
あ
る
経
験
が
高
次
の
立
場
か
ら
反
省
さ
れ
、
言
葉
を
は
め
込
ま
れ
、
再
構
成
さ
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れ
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
対
象
的
判
断
も
反
省
的
判
断
も
と
も
に
す
で
に
経
験
の
自
己
理
解
」（U

S2

：
五
十
九
）
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
す
な
わ
ち
思
慮
分
別
と
は
、
対
象
的
判
断
で
あ
れ
反
省
的
判
断
で
あ
れ
、
言
葉
を
伴
っ
た

反
省
を
本
質
と
す
る
経
験
の
自
己
理
解
で
あ
る
。
逆
に
、
少
し
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
純
粋
経
験
と
は
、「
一
切
の
自
己
理
解
が
未
だ

入
ら
な
い
経
験
」（U

S2

：
五
十
九
）
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
が
日
常
考
え
る
こ
と
の
多
く
は
こ
う
し
た
対
象
的
判
断
や
反
省
的
判
断
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
思
慮

分
別
、
判
断
、
思
惟
、
思
考
、
考
え
と
い
っ
た
語
の
あ
い
だ
に
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
言
葉
を
伴
う
反
省
に
よ
っ

て
担
わ
れ
た
経
験
の
自
己
理
解
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
な
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
経
験
を
受
け
継
ぐ
い
わ
ば
二
次
的
な
経
験
な
の
で
あ

る
。
以
下
、
本
論
文
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
区
別
せ
ず
ひ
と
く
く
り
に
扱
い
、
主
に
「
思
惟
」
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
そ
の
他
の
語
を

用
い
る
場
合
で
も
特
に
意
味
す
る
も
の
は
変
わ
ら
ず
、
単
に
語
調
や
引
用
と
の
兼
ね
合
い
の
た
め
で
あ
る
。

（
二
）
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
と
主
客
分
節
し
た
思
惟

　

思
慮
分
別
あ
る
い
は
思
惟
は
、
自
己
を
ふ
り
返
る
反
省
に
よ
っ
て
、
限
定
機
能
を
持
っ
た
言
葉
を
伴
い
つ
つ
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
経
験

の
自
己
理
解
と
な
る
の
だ
が
、
右
に
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
と
お
り
、
思
惟
は
そ
の
成
り
立
ち
の
ゆ
え
に
構
造
的
な
欠
陥
を

持
っ
て
い
る
。
そ
の
欠
陥
と
は
、
経
験
の
自
己
理
解
が
、
抽
象
さ
れ
た
部
分
を
全
体
と
思
い
な
す
錯
誤
を
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

言
葉
の
「
は
め
込
み
」
は
、
元
の
経
験
を
抽
象
す
る
。
西
田
が
「
意
味
或
は
判
断
の
中
に
現
れ
た
る
者
は
原
経
験
よ
り
抽
象
せ
ら
れ
た

る
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
於
て
は
反
っ
て
之
よ
り
も
貧
な
る
者
で
あ
る
」（N

1

：
十
五
）
と
言
う
よ
う
に
、
抽
象
さ
れ
た
言
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語
的
な
「
意
味
」
は
、
元
の
経
験
の
無
尽
な
豊
穣
さ
に
比
べ
て
貧
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
は
、
元
の
経
験
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
ま

ま
、
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
経
験
で
あ
る
と
い
う
経
験
理
解
を
持
つ
。
経
験
の
自
己
理
解
の
う
ち
で
顛
倒
が
起
こ
っ
て

い
る
の
だ
（U

S2

：
六
十
六
）。
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
理
解
し
て
い
る
経
験
が
、
反
省
に
よ
っ
て
主
客
の
枠
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
二

次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
そ
れ
こ
そ
が
「
経
験
」
で
あ
る
と
思
い
違
い
を
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
い
つ
も
色
を
見
、
音
を
聞
い
て
は
い
ま
す
が
、
し
か
し
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
と
西
田
が
言
う
そ
の
「
刹
那
」
を

い
つ
も
素
通
り
し
て
（
し
か
も
素
通
り
し
た
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
）、い
わ
ば
間
延
び
し
て
し
ま
っ
た
時
間
の
う
ち
で
、た
と
え
ば
「
私

は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
見
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
す
で
に
主
―
客
の
枠
か
ら
ふ
り
返
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
経
験
で
あ
り
、

も
は
や
真
に
経
験
し
つ
つ
あ
る
経
験
で
は
な
く
、
す
で
に
経
験
さ
れ
た
経
験
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
…
…
し
か
も
こ
の
よ
う

な
「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
が
往
々
最
も
基
礎
的
経
験
、
あ
る
い
は
経
験
の
始
発
と
思
い
違
え
ら
れ
る
の
は
、
主
―
客
の
枠
で
考
え

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
抜
き
難
い
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。（U

S2

：
四
十
五
）

　

思
惟
の
混
ざ
っ
た「
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
者
」に
お
い
て
、私
た
ち
は
経
験
を
、「
私
の
経
験
」で
あ
り
、「
何
か
に
つ
い
て
の
経
験
」

で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
経
験
の
自
己
理
解
は
、「
言
葉
に
よ
る
理
解
と
共
に
最
初
か
ら
既
に
自
己
誤
解
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
」（U

S2

：
六
十
七
）
の
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
限
定
と
言
葉
を
も
た
ら
す
反
省
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
し
て
、

思
惟
は
自
己
誤
解
の
陥
穽
に
落
ち
込
む
こ
と
を
さ
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
穴
は
私
た
ち
の
「
我
性
」
と
結
び
つ
い
て
ま
す
ま
す
深
ま

る
の
で
あ
る
。
上
田
は
思
惟
が
あ
ら
か
じ
め
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
の
欠
陥
を
、「
意
識
の
致
命
的
な
病
根
」（PC

2

：
一
四
七
）
と
さ
え
言
う
。

　

こ
こ
に
、
純
粋
経
験
と
思
惟
と
の
違
い
が
際
立
て
ら
れ
る
。
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
に
対
し
て
、
思
惟
は
主
客
分
立
的
な
経
験
で
あ
る
。
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た
だ
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
主
客
分
立
的
な
経
験
（
思
惟
）
が
、
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
そ
れ
自
身
の
分
節
化
し
た
姿
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「「
こ
れ
は
バ
ラ
の
花
で
あ
る
」
な
い
し
「
私
は
バ
ラ
を
見
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
未
分

の
全
き
充
実
と
し
て
の
純
粋
経
験
が
自
ら
を
分
開
し
て
、
主
―
客
へ
と
分
節
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
」（PC

2

：
一
一
六
）
と
上
田
が

言
う
よ
う
に
、
経
験
の
自
己
理
解
と
し
て
、
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
そ
の
も
の
が
主
客
分
立
し
た
経
験
へ
と
変
態
す
る
の
で
あ
る
。

二　

自
発
自
展
す
る
純
粋
経
験

（
一
）
純
粋
経
験
と
言
葉
と
の
転
換
運
動

　

反
省
が
言
葉
を
も
た
ら
し
、
言
葉
は
純
粋
経
験
を
限
定
す
る
。
思
惟
と
は
徹
底
的
に
言
葉
の
出
来
事
で
あ
る
。
純
粋
経
験
と
の
間
に
は

明
ら
か
な
隔
た
り
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
思
惟
が
純
粋
経
験
そ
の
も
の
の
自
己
分
節
で
あ
る
た
め
に
、
上
田
に
と
っ
て
「
言
葉
と
言

葉
を
超
え
た
と
こ
ろ
と
の
関
わ
り
が
言
葉
の
問
題
と
し
て
思
索
に
迫
っ
て
く
る
」（PC

5

：
二
四
八
）
こ
と
に
な
る（

3
）。

　
「
言
葉
を
超
え
た
と
こ
ろ
」
と
は
、
主
客
の
枠
に
絡
め
取
ら
れ
た
日
常
の
言
葉
か
ら
脱
し
た
と
こ
ろ
を
指
す
。
ひ
と
つ
に
は
「
日
常
の

言
葉
以
前
」
の
純
粋
経
験
の
場
面
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
純
粋
経
験
に
立
ち
還
り
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
言
葉
へ
と
復
帰
し
た
、「
日

常
の
言
葉
以
後
」
の
言
葉
の
場
面
で
あ
る
。
上
田
は
言
葉
か
ら
純
粋
経
験
へ
、
純
粋
経
験
か
ら
言
葉
へ
と
い
う
転
換
の
運
動
、
突
破
と
創

出
の
運
動
の
う
ち
に
、
経
験
の
根
本
的
な
あ
り
か
た
を
見
て
い
る
。

言
葉
に
よ
っ
て
見
取
図
が
描
か
れ
前
理
解
さ
れ
た
世
界
が
私
た
ち
の
経
験
の
地
平
で
あ
る
場
合
、
事
実
上
必
ず
特
定
の
仕
方
で
枠
づ
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け
ら
れ
て
い
る
私
た
ち
の
世
界
を
破
る
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
出
来
事
の
現
前
に
よ
っ
て
言
葉
が
奪
わ
れ
、

私
た
ち
が
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
に
言
葉
を
奪
い
つ
つ
現
前
す
る
そ
の
現
前
そ
の
も
の
が
新
し
い
言
葉
へ
の
原
始
動
と

な
り
、
そ
し
て
そ
の
出
来
事
を
言
い
得
る
言
葉
の
誕
生
と
同
時
に
新
し
く
広
い
世
界
に
私
た
ち
が
生
ま
れ
出
る
と
い
う
一
つ
の
運
動

…
…
、
そ
れ
が
そ
う
い
う
運
動
と
し
て
「
経
験
と
言
葉
」
の
原
出
来
事
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
…
…
そ
し
て
特
に
根

本
経
験
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
正
に
言
葉
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
経
験
で
あ
り
そ
れ
と
一
つ
に
言
葉
が
生
ま
れ
る
と

い
う
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。（U

S2

：
七
十
–
七
十
一
）

　

こ
こ
で
は
、
純
粋
経
験
の
う
ち
で
言
葉
を
奪
わ
れ
絶
息
し
、
ま
た
言
葉
へ
と
蘇
生
す
る
と
い
う
絶
後
再
蘇
の
運
動
、
す
な
わ
ち
「
言
葉

か
ら
出
て
言
葉
に
出
る
」
と
い
う
転
換
運
動
が
描
か
れ
て
い
る
（PC

3

：
六
十
六
、九
十
四
）。
そ
の
と
き
純
粋
経
験
は
た
ん
に
言
葉
以
前

の
経
験
で
は
な
く
、
言
葉
を
奪
わ
れ
た
沈
黙
で
あ
り
つ
つ
新
た
な
言
葉
を
紡
ぐ
た
め
の
原
動
と
し
て
、
根
源
的
な
言
葉
の
出
来
事
す
な
わ

ち
「
根
源
語
（U

rw
ort

）」
と
呼
ば
れ
る
（PC

3
：
四
十
七
）。
こ
の
「
言
葉
が
破
ら
れ
て
沈
黙
に
、
沈
黙
が
破
ら
れ
て
言
葉
へ
と
い
う
二

重
の
突
破
に
よ
る
運
動
」（PC
3

：
九
十
五
）
の
な
か
で
、
経
験
は
主
客
分
立
的
な
日
常
の
あ
り
方
を
脱
し
、
そ
こ
に
詩
的
な
表
現
が
生

み
出
さ
れ
る
創
造
性
が
発
す
る
と
さ
れ
る
。

　
「
私
た
ち
は
「
二
」
の
世
界
〔
主
客
分
立
の
世
界
〕
に
閉
じ
ら
れ
て
「
私
は
花
を
見
る
」
と
い
う
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

根
源
的
直
接
性
で
あ
る
主
客
未
分
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
還
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（PC

2

：
三
十
二
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、上
田
は
、

言
葉
を
そ
れ
自
体
と
し
て
主
客
分
立
的
な
出
来
事
と
見
る
。
創
造
性
を
汲
み
上
げ
る
た
め
に
、
言
葉
は
純
粋
経
験
と
い
う
源
泉
へ
と
立
ち

返
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
上
田
に
お
い
て
、
言
葉
の
存
在
意
義
は
、
つ
ね
に
純
粋
経
験
の
成
分
を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
認
め

ら
れ
る
の
だ
。
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そ
の
た
め
、
純
粋
経
験
の
発
露
と
し
て
の
「
お
お
！
」
と
い
う
根
源
語
や
、
俳
句
や
詩
歌
な
ど
の
詩
的
言
語
に
つ
い
て
上
田
は
各
所
で

述
べ
る
一
方
、「
花
が
あ
る
」「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
日
常
に
お
い
て
頻
繁
に
発
せ
ら
れ
る
対
象
的
判
断
や
反
省
的
判
断

に
は
、
そ
れ
が
主
客
の
枠
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
積
極
的
な
注
意
を
向
け
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
う
い
っ
た
日
常
に
お
け
る

思
惟
は
、
本
来
虚
妄
で
あ
る
は
ず
の
我
性
と
結
託
し
て
経
験
を
自
己
誤
解
へ
ミ
ス
リ
ー
ド
し
、
経
験
の
真
相
を
覆
っ
て
し
ま
う
も
の
と
さ

れ
る
。「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
判
断
は
、
主
客
の
枠
を
破
っ
て
い
っ
た
ん
「
わ
れ
な
し
」
の
純
粋
経
験
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
復

帰
し
て
「
わ
れ
は
、
わ
れ
な
ら
ず
し
て
、
わ
れ
な
り
」
あ
る
い
は
「
我
花
を
見
る
、
此
時
、
花
は
我
、
我
は
花
」（N

16

：
四
三
〇
）
と

言
い
う
る
境
地
に
い
た
っ
て
初
め
て
、
言
葉
の
正
道
と
認
め
ら
れ
る
（PC

2

：
九
五
–
一
一
四
、一
五
〇
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
は
「
上
田
氏
の
思
想
は
文
化
・
理
性
以
前
の
言
葉
（U

r

‐Satz

）
や
文
化
・
理
性
以
上
の
言
葉
（G

rund

‐

Satz

）
を
強
調
し
て
、
時
間
、
文
化
、
歴
史
の
中
で
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
言
葉
の
機
能
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
」（
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、

二
〇
〇
五
：
五
七
九
）
と
指
摘
す
る
。

（
二
）
純
粋
経
験
と
思
惟
と
の
転
換
運
動

　

思
惟
を
「
具
体
的
基
本
的
に
担
い
遂
行
す
る
の
は
言
葉
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
田
に
お
い
て
純
粋
経
験
と
思
惟

と
の
関
係
は
、
純
粋
経
験
と
言
葉
と
の
関
係
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
思
惟
の
手
が
加
わ
っ
た
「
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
者
」

か
ら
、
純
粋
経
験
へ
と
、
さ
ら
に
蘇
っ
た
思
惟
と
と
も
に
弾
力
的
に
分
化
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
「
全
動
態
そ
の
も
の
、
…
…
反
復
し
つ

つ
前
進
し
て
い
く
動
性
」（PC

2

：
一
二
四
）
と
し
て
、
純
粋
経
験
と
思
惟
と
は
た
が
い
に
転
換
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
体
的
な

運
動
を
編
成
す
る
と
い
う
。
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純
粋
経
験
の
主
客
否
定
的
な
あ
り
方
を
表
わ
す
西
田
の
用
語
も
、
こ
の
動
性
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
。
純
粋

経
験
は
、
第
一
に
主
客
を
全
面
的
に
否
定
す
る
「
主
も
な
く
客
も
な
い
」
と
い
う
あ
り
方
、
第
二
に
主
客
分
立
の
方
向
へ
の
予
備
運
動
を

含
ん
で
示
さ
れ
る
「
主
客
未
分
（
主
客
が
い
ま
だ
分
か
れ
な
い
）」
の
あ
り
方
、
第
三
に
主
客
が
別
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
ら
の
合
一
の

運
動
方
向
を
お
さ
め
る
「
主
客
合
一
」
の
あ
り
方
、
こ
れ
ら
の
三
種
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
（PC

2

：
一
二
五
–
一
二
六
）。

　

と
す
れ
ば
、
純
粋
経
験
は
主
客
の
否
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
主
客
へ
の
分
裂
を
兆
し
、
ま
た
分
立
か
ら
合
一
に
結
ぶ
と
い

う
、
往
還
の
運
動
を
示
し
て
も
い
る
の
だ
。
上
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

原
始
の
純
粋
経
験
が
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
仕
方
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、…
…
主
客
の
場
面
を
「
主
も
な
く
客
も
な
い
」

現
前
が
超
え
包
み
つ
つ
他
方
同
時
に
こ
の
現
前
が
主
客
へ
と
分
解
す
る
そ
の
動
的
な
全
幅
が
具
体
的
な
純
粋
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。（PC

2

：
一
二
六
）

　

い
ま
や
純
粋
経
験
は
単
な
る
原
始
の
現
前
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
拡
張
さ
れ
た
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
る
。
主
も
な
く
客
も
な
い
と
い
う
あ

る
種
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
態
で
は
な
く
、
主
も
な
く
客
も
な
い
状
態
と
言
葉
や
思
惟
と
い
っ
た
主
客
が
分
立
す
る
経
験
と
の
間
を
「
反
復

し
つ
つ
前
進
し
て
ゆ
く
」
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
と
し
て
。



一
三
七

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

三　
「
統
一
」
の
観
点
か
ら
見
た
ふ
た
つ
の
純
粋
経
験

（
一
）
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
と
自
発
自
展
の
純
粋
経
験
と
い
う
二
種

　

こ
う
い
っ
た
一
連
の
運
動
全
体
が
純
粋
経
験
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
お
ま
か
に
分
け
て
二
種
類
の
純
粋
経
験
が
あ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う（

4
）。
ひ
と
つ
は
狭
義
の
も
の
で
あ
り
、
思
惟
や
言
葉
以
前
の
「
主
も
な
く
客
も
な
い
」
純
粋
経
験
で
あ
る
。
上
田
は
、

し
ば
し
ば
こ
れ
を
「
原
始
の
純
粋
経
験
」
や
「
純
粋
経
験
の
原
始
態
」
と
呼
ぶ（

5
）。
も
う
ひ
と
つ
は
広
義
の
も
の
で
あ
り
、
狭
義
の
純

粋
経
験
と
主
客
分
立
的
な
経
験
（
思
惟
）
と
を
含
ん
で
「
反
復
し
つ
つ
前
進
し
て
ゆ
く
運
動
」
と
し
て
の
純
粋
経
験
、
自
発
自
展
の
体
系

と
し
て
の
純
粋
経
験
で
あ
る
。

　
「
統
一
」
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
二
種
類
の
純
粋
経
験
の
関
係
が
わ
か
り
や
す
い
。
経
験
を
し
て
「
純
粋
な
ら
し
む
る
者
は
そ

の
統
一
」（N

1

：
十
三
）
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
純
粋
経
験
の
本
性
を
統
一
性
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う

に
純
粋
経
験
に
種
類
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
統
一
」
も
一
義
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
上
田
は
、「「
経
験

の
統
一
的
方
面
」
と
西
田
が
言
う
場
合
、
原
統
一
と
し
て
の
原
始
の
純
粋
経
験
と
「
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
」
に
お
け
る
体
系
的
統
一
と

の
二
重
を
見
て
い
ま
す
」（U

S2

：
七
十
九
）
と
言
う
。
こ
の
「
原
統
一
」
と
「
体
系
的
統
一
」
と
の
関
係
を
見
て
い
こ
う
。

（
二
）
原
統
一
（
主
客
未
分
の
厳
密
な
統
一
）

　

ま
ず
、上
田
が
「
原
統
一
」
と
呼
ぶ
狭
義
の
純
粋
経
験
に
お
け
る
統
一
は
、主
も
な
く
客
も
な
い
と
い
う
意
味
で
「
未
分
の
統
一
」（PC

2

：
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一
一
六
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
西
田
の
言
う
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
の
状
態
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
主
客
未
分
の
状
態
に
お
け
る
統
一
は
、
必
ず
し
も
瞬
間
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
い
か
な
る
意
識
が
あ
っ
て
も
、
そ
が

厳
密
な
る
統
一
の
状
態
に
あ
る
間
は
、
い
つ
で
も
純
粋
経
験
で
あ
る
」（N

1

：
十
六
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら

ず
「
厳
密
な
る
統
一
」
が
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
純
粋
経
験
と
呼
べ
る
。
そ
し
て
「
之
に
反
し
、
こ
の
統
一
が
破
れ
た
時
、
即
ち
他
と
の
関

係
に
入
っ
た
時
、
意
味
を
生
じ
判
断
を
生
ず
る
の
で
あ
る
」（N
1

：
十
六
）（

6
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
と
の
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ

て
統
一
が
破
れ
る
。
他
と
の
関
係
と
は
、
言
葉
と
反
省
作
用
と
を
本
質
と
す
る
思
惟
と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
厳
密
な

統
一
が
反
省
的
思
惟
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
、
ど
う
な
る
か
。

（
三
）
体
系
的
統
一
（
原
統
一
・
不
統
一
・
再
統
一
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
渡
る
統
一
）

　

西
田
は
『
善
の
研
究
』
第
一
編
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
、
純
粋
経
験
、
思
惟
、
意
志
、
知
的
直
観
の
順
で
、
い
く
つ
か
の
意

識
現
象
を
純
粋
経
験
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
上
田
は
こ
の
構
成
に
沿
っ
て
、
こ
れ
ら
意
識
の
諸
現
象
を
、
自
発
自
展
の
純
粋
経

験
の
展
開
に
お
け
る
各
位
相
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
と
き
位
置
づ
け
の
基
準
と
な
る
の
は
、
右
に
見
た
原
統
一
（
厳
密
な
る
統
一
）
と
、

そ
れ
に
対
す
る
不
統
一
と
の
区
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
始
の
純
粋
経
験
が
厳
密
な
統
一
的
状
態
で
あ
り
、
思
惟
は
原
統
一
が
破
れ
た

不
統
一
な
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
意
志
に
よ
っ
て
再
統
一
へ
向
か
い
、
最
高
の
統
一
と
し
て
知
的
直
観
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理

さ
れ
る
。「
全
感
覚
を
分
け
る
と
こ
ろ
は「
思
惟
」、再
統
一
へ
の
運
動
は「
意
志
」、展
開
さ
れ
た
全
体
を
現
勢
的
な
統
一
に
即
し
て
見
る「
知

的
直
観
」
…
…
と
い
う
仕
方
で
『
善
の
研
究
』
の
内
容
が
出
さ
れ
て
き
ま
す
」（PC

2

：
一
三
〇
）。

　

厳
密
な
統
一
か
ら
不
統
一
の
思
惟
を
へ
て
、
再
統
一
す
る
作
用
の
面
に
意
志
が
成
り
立
ち
、
知
的
直
観
が
完
成
さ
れ
た
統
一
の
あ
り
方



一
三
九

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

を
示
す
、
と
い
う
か
た
ち
で
自
発
自
展
の
純
粋
経
験
を
理
解
す
る
仕
方
は
、
西
田
哲
学
研
究
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
加
え
て
、

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
上
田
の
解
釈
や
、
よ
り
典
型
的
に
は
次
の
高
坂
正
顕
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
思
惟
の
不
統
一
は
、
主
客
の

分
裂
と
同
じ
事
態
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

思
惟
或
い
は
反
省
は
、
そ
の
発
展
途
上
の
分
裂
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
純
粋
経
験
が
深
ま
り
、
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ

た
た
び
純
粋
経
験
の
状
態
に
帰
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
反
省
的
思
惟
は
大
な
る
直
覚
の
上
の
一
波
瀾
に
す
ぎ
ず
、
…
…
主
観
と
客
観
の

分
裂
は
、
純
粋
経
験
発
展
途
上
の
一
契
機
に
過
ぎ
ず
…
…
。（
高
坂
、
一
九
七
一
：
六
十
五
–
六
十
六
） 

　

主
客
へ
の
分
裂
は
、
主
客
未
分
な
る
統
一
を
破
る
不
統
一
だ
が
、
こ
れ
は
「
一
層
大
な
る
体
系
的
発
展
の
端
緒
」（N

1

：
二
十
四
）、

「
大
な
る
一
直
覚
の
上
に
お
け
る
波
瀾
」（N

1
：
二
十
五
）
に
す
ぎ
な
い
。
波
瀾
は
い
ず
れ
、
主
客
の
合
一
へ
と
結
び
、
広
義
の
純
粋
経

験
の
う
ち
に
溶
け
こ
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。
思
惟
は
、
統
一
さ
れ
る
べ
き
矛
盾
、
自
発
自
展
す
る
動
的
な
全
幅
の
「
構
成
要
素
」（PC

2

：

一
二
三
）
や
「
一
契
機
」（
高
坂
、
一
九
七
一
：
六
十
六
）
と
し
て
、
動
性
の
あ
る
自
発
自
展
を
駆
動
す
る
役
割
を
負
い
つ
つ
、
運
動
の

な
か
に
回
収
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
回
収
さ
れ
る
見
込
み
の
も
と
に
、
思
惟
は
広
義
の
純
粋
経
験
の
う
ち
に
か
ろ
う
じ
て
数
え
入
れ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

主
客
未
分
（
原
統
一
）
か
ら
主
客
分
立
（
不
統
一
）
を
へ
て
主
客
合
一
（
再
統
一
）
へ
、
と
い
う
弁
証
法
的
な
正
反
合
の
プ
ロ
セ
ス
で

展
開
す
る
運
動
の
全
体
を
統
べ
る
の
が
、
上
田
が
「
体
系
的
統
一
」
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
体
系
的
統
一
は
、
個
々
の
経

験
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、西
田
は
こ
れ
を
「
統
一
的
或
者
」「
潜
在
的
或
者
」「
潜
在
的
統
一
者
」「
潜
勢
的
一
者
」「
不
変
的
或
者
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ん
で
い
る
と
い
う
（
小
坂
、
一
九
九
一
：
一
三
六
）。
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（
四
）
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
上
田
に
よ
る
解
釈
を
追
っ
て
き
た
。
要
点
を
抜
き
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
思
想
や
思
慮
分
別
や
考
え
」
す
な
わ
ち
思
惟
は
、
主
も
な
く
客
も
な
い
狭
義
の
純
粋
経
験
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
思
惟

は
言
葉
と
反
省
と
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
た
め
、
必
然
的
に
主
客
分
立
し
た
二
次
的
な
経
験
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
思
惟
は
、

自
発
自
展
す
る
純
粋
経
験
に
お
い
て
再
統
一
さ
れ
る
べ
き
不
統
一
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
動
的
な
経
験
全
体
の
一
契
機
と
し
て
広
義
の
純
粋
経

験
に
含
ま
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
思
惟
を
主
客
分
立
的
と
見
て
「
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
」
か
ら
除
い
て
お
く
一
方
で
、
そ
の
不
統
一
が
さ
ら
に
大
き

な
統
一
の
契
機
と
な
る
た
め
に
「
自
発
自
展
の
純
粋
経
験
」
に
含
む
こ
と
を
許
容
す
る
こ
う
し
た
純
粋
経
験
の
解
釈
は
、『
善
の
研
究
』

に
つ
い
て
の
他
の
多
く
の
概
説
や
研
究
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

7
）。
こ
れ
を
「
純
粋
経
験
の

標
準
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
う
し
た
純
粋
経
験
に
つ
い
て
の
正
面
か
ら
の
解
釈
に
対
し
て
、
思
慮
分
別
あ
る
い
は
思
惟
を
主
も
な
く

0

0

0

0

客
も
な
い
純
粋
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

と
見
な
す
、
い
わ
ば
勝
手
口
か
ら
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
ぜ
思
惟
を
そ
の
よ
う
な
純
粋
経
験
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
の
か
。
標
準
モ
デ
ル
で
は
読
解
上
の
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
問
題
を
確
認
し
、
思
慮
分
別
を
純
粋
経
験
と
見
な
す
必
要
性
を
示
す
こ
と
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
っ
た
。
次
節
で
は
、
こ
の
標
準
モ

デ
ル
が
孕
む
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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思
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四　

標
準
モ
デ
ル
の
問
題

（
一
）
最
低
の
意
識
も
最
高
の
意
識
も
区
別
さ
れ
な
い
の
は
適
当
か

　

は
じ
め
に
下
村
寅
太
郎
に
よ
る
指
摘
を
挙
げ
よ
う
。「
初
生
児
の
意
識
」（N

1

：
十
二
）
や
「
嬰
児
の
直
覚
」（N

1

：
四
十
二
）
の
よ

う
に
明
暗
の
区
別
も
つ
か
な
い
「
混
沌
た
る
統
一
」
も
、
ま
た
「
芸
術
の
神
来
」（N

1

：
四
十
三
、九
十
五
、一
五
一
）
に
代
表
さ
れ
る
知

的
直
観
も
、
同
じ
く
純
粋
経
験
と
す
る
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
下
村
は
、
前
者
を
「
素
朴
な
主
客
未
だ
同
一
」、
後
者
を
「
最
高
の
境
地

に
於
け
る
主
客
既
に
同
一
」
と
表
し
、『
善
の
研
究
』
で
は
こ
う
し
た
純
粋
経
験
の
「
多
様
さ
の
性
格
的
区
別
が
積
極
的
に
注
意
さ
れ
ず
、

専
ら
そ
の
合
一
性
に
の
み
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
問
題
視
し
、
こ
れ
は
「『
善
の
研
究
』
の
制
限
」
で
あ
る
と
言
う
（
下
村
、

一
九
六
五
：
一
八
五
）（

8
）。

　

要
す
る
に
、
嬰
児
の
意
識
と
芸
術
家
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
内
容
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ

も
主
客
が
分
か
れ
て
い
な
い
点
で
「
心
理
学
的
に
は
区
別
が
な
い
」
が
た
め
に
、『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
が
同
じ
純
粋
経

験
と
呼
ば
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
最
低
の
意
識
と
最
高
の
意
識
と
が
純
粋
経
験
と
し
て
同
一
化
さ
れ
て
い
る
」（
下
村
、
一
九
六
五
：

一
八
四
）
と
い
う
こ
と
を
、
下
村
は
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
制
限
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
下
村
か
ら
す
れ
ば
、
最
低
の
意
識
と
最

高
の
意
識
と
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
統
一
状
態
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
諸
経
験
の
中
身
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
り
、
一
緒
く
た
に

し
て
純
粋
経
験
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
の
た
め
、『
善
の
研
究
』
は
結
局
の
と
こ
ろ
純
粋
経
験
の
心
理
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
純
粋
経
験
が
「
根
本
的
に
区
別
さ

れ
て
而
も
同
一
化
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」（
下
村
、
一
九
六
五
：
一
八
五
）
べ
く
、『
善
の
研
究
』
以
後
の
西
田
哲
学
に
と
っ
て
は
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「
純
粋
経
験
の
論
理
学
の
形
成
」（
下
村
、
一
九
六
五
：
一
〇
二
）
が
課
題
と
な
る
と
さ
れ
る
。

（
二
）
純
粋
経
験
は
特
殊
な
経
験
な
の
か

　

未
分
の
統
一
か
ら
分
立
の
不
統
一
を
へ
て
合
一
の
再
統
一
へ
と
い
う
発
達
段
階
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
点
で
、
下
村
の
純
粋
経
験
理
解

も
標
準
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
思
慮
分
別
の
入
り
込
ん
だ
日
常
の
経
験
が
純
粋
経
験
か
ら
除
か
れ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
下
村
の
言
う
「
純
粋
経
験
の
論
理
学
の
形
成
」
が
成
就
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
嬰
児
の
不
分

明
な
意
識
と
芸
術
家
の
ひ
ら
め
き
と
が
区
別
さ
れ
つ
つ
同
一
化
さ
れ
る
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
純
粋
経
験
と
は
私
た
ち
の
日
常
か
ら
隔
て

ら
れ
た
特
殊
な
経
験
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の
意
識
は
、
ど
う
や
っ
て
も
私
た
ち
に
は
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
理
解
の
以
前
で
あ
る
。
芸
術
的

天
才
を
持
つ
人
や
、
宗
教
的
修
養
を
つ
ん
だ
人
が
い
た
る
「
境
地
」
は
、
日
常
の
経
験
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
た

ち
の
日
常
は
錯
雑
と
し
た
思
惟
に
ま
み
れ
て
い
る
。
た
だ
と
き
お
り
花
を
見
た
り
風
の
音
を
聞
い
た
り
し
た
瞬
間
に
、
あ
る
い
は
な
に
か

に
集
中
し
没
頭
し
ま
た
感
動
し
陶
酔
す
る
時
間
の
な
か
で
、
主
客
未
分
を
経
験
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
で
さ
え
気
づ
い
た
と
き
に
は

も
う
遅
く
、「
こ
れ
こ
れ
の
経
験
を
し
た
」
と
か
「
主
客
未
分
の
経
験
を
し
た
」
と
い
う
言
葉
だ
け
の
自
己
理
解
し
か
持
て
な
い
。
純
粋

経
験
は
つ
ね
に
私
た
ち
の
日
常
の
以
前
あ
る
い
は
日
常
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
留
ま
り
つ
づ
け
る
。

　

西
田
は
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
」（N

1

：
四
）
と
言
う
。
そ
の
「
す
べ
て
」
に
は
、
思
惟
を

始
め
と
す
る
諸
種
の
意
識
現
象
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
標
準
モ
デ
ル
に
従
え
ば
、
そ
の
説
明
と
は
、
思
惟
を
主
客
分
立
に
留

め
お
き
、
そ
れ
を
広
義
の
純
粋
経
験
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
思
惟
の
混
じ
っ
た
日
常
の
経
験
は
、
狭
義
の
純



一
四
三

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

粋
経
験
か
ら
隔
絶
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
善
の
研
究
』
本
文
の
冒
頭
に
お
い
て
は
思
慮
分
別
を
交
え
な
い
こ
と
に
経
験
の
純
粋
性
を
見
て
い
た
西
田
だ
が
、
他
方
で

は
純
粋
経
験
と
思
惟
と
の
違
い
を
「
相
対
的
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）「
相
対
的
」「
程
度
の
差
」
と
い
う
語
を
ど
う
解
釈
す
る
か

　

西
田
は
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
経
験
間
の
区
別
を
「
程
度
の
差
」（N

1

：一
十
二
、一
十
六
、五
十
九
、六
十
四
、六
十
五
）

あ
る
い
は
「
相
対
的
」（N

1

：
三
十
一
、七
十
二
）
と
す
る
。
思
惟
と
純
粋
経
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
う
。「
思
惟
と
経

験
と
は
同
一
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
に
相
対
的
の
差
異
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
絶
対
的
区
別
は
な
い
と
思
う
」（N

1

：
二
十
八
）。

　

標
準
モ
デ
ル
に
従
う
か
ぎ
り
、
こ
の
「
相
対
的
の
差
異
」
と
い
う
西
田
の
表
現
に
戸
惑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
思
惟
と
は
主
客
分
立
し
た

経
験
で
あ
り
、
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
と
は
絶
対
的
な
区
別
を
持
つ
も
の
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
西
田
の
言
葉
は
、
し
ば

し
ば
矛
盾
し
た
表
現
と
受
け
と
ら
れ
る
。

　

よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
相
対
的
の
差
異
」
を
、
自
発
自
展
の
運
動
（
広
義
の
純
粋
経
験
）
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
要
素
ど
う
し
の
差
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
経
験
も
、
自
発
自
展
の
運
動
の
構
成
要
素
と
な
る
。
主
客
に
分

裂
し
た
思
惟
の
不
統
一
が
「
一
波
瀾
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
全
体
に
お
け
る
要
素
間
の
差
は
た
い
し
た
も
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
標
準
モ
デ
ル
は
、
純
粋
経
験
と
思
惟
と
の
根
本
的
な
差
（
主
客
の
未
分
と
分
立
）
を
保
持
し
た
ま
ま
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
構

成
部
分
と
し
て
、
全
体
で
あ
る
広
義
の
純
粋
経
験
の
う
ち
に
編
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
に
お
け
る
部
分
ど
う
し
の
違
い
は
「
相
対
的
」

に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
す
で
に
「
相
対
的
」
と
い
う
語
の
意
味
が
揮
発
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
。
広
義
の
純
粋
経
験
は
、
主

客
未
分
の
純
粋
経
験
と
主
客
分
立
の
思
惟
と
い
う
最
大
の
種
別
さ
え
包
摂
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
拡
張
さ
れ
た
経
験
概
念
で
あ
り
、
極
端
に

言
え
ば
何
で
も
あ
り
の
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
経
験
は
そ
の
大
な
る
体
系
の
構
成
要
素
で
あ
る
点
に
お
い
て
同
類
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
相
対
性
を
強
調
し
て
そ
れ
ら
同
類
項
の
間
の
差
を
縮
減
し
て
み
せ
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

実
際
は
逆
で
、
西
田
は
多
く
の
箇
所
で
「
相
対
的
な
差
異
」
や
「
程
度
の
差
」
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
そ
れ
ら
の
使
用
例
を
見

て
も
、
西
田
が
諸
経
験
間
の
差
を
む
し
ろ
単
純
に
度
合
い
の
差
、
す
な
わ
ち
こ
ち
ら
は
よ
り
純
粋
で
あ
る
と
か
、
あ
ち
ら
は
あ
ま
り
純
粋

で
な
い
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
な
量
の
差
と
し
て
示
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
統
一
と
い
う
純
粋
経
験
の
本
質
的
な
特
徴
に
つ

い
て
さ
え
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
統
一
、
不
統
一
と
い
ふ
こ
と
も
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
畢
竟
程
度
の
差
で
あ
る
、
全
然
統
一

せ
る
意
識
も
な
け
れ
ば
、
全
然
不
統
一
な
る
意
識
も
な
か
ら
う
」（N

1

：
十
六
）。
思
惟
と
純
粋
経
験
の
差
を
、
主
客
未
分
の
統
一
と
主

客
分
立
の
不
統
一
と
い
う
根
本
的
な
差
と
捉
え
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
西
田
の
言
葉
を
字
義
ど
お
り
に
引
き
受
け
る
の
は
難
し
い
。

（
四
）
自
発
自
展
の
運
動
は
「
純
粋
経
験
」
と
呼
べ
る
の
か

　

も
う
ひ
と
つ
、
素
朴
な
疑
問
を
呈
し
う
る
。
そ
も
そ
も
、
自
発
自
展
の
運
動
を
果
た
し
て
純
粋
経
験
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

単
に
「
自
発
自
展
す
る
運
動
と
し
て
の
全
経
験
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
純
粋
経
験
を
厳
密
な
統
一
と
呼
び
、

思
惟
を
不
統
一
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
統
一
と
不
統
一
と
を
発
展
の
契
機
と
す
る
自
発
自
展
の
運
動
は
、
純
粋
経
験
と
は
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
。

あ
く
ま
で
そ
れ
を
純
粋
経
験
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
純
粋
経
験
は
も
は
や
「
統
一
的
状
態
」
と
か
、「
主
客
未
分
の
状
態
」
な
ど
と
定
義
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
（
小
坂
、
一
九
九
七
：
三
十
七
）。
主
客
分
立
と
い
う
不
純
物
を
含
ん
だ
全
体
性
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
、「
純
粋
」
と
呼



一
四
五

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

ば
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
の
か
。　

　

考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
発
自
展
の
運
動
に
お
け
る
「
体
系
的
統
一
」
だ
ろ
う
。
矛
盾
を
含
ん
だ
運
動
の
背
後
に
、
全
体
を
統
べ
る
統
一

者
が
あ
り
、
こ
れ
が
主
客
分
立
を
も
含
み
こ
ん
だ
経
験
全
体
を
「
純
粋
」
と
呼
ぶ
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
こ
の
体
系
的
統
一
の
内

実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。「
不
変
的
或
者
」
や
「
統
一
的
或
者
」
と
い
っ
た
西
田
の
表
現
は
、
と
も
す
れ
ば
不
変
の
実
体
の
よ

う
な
も
の
を
推
測
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
単
純
な
形
而
上
学
的
理
解
を
誘
発
し
か
ね
な
い
（
氣
多
二
〇
一
一
：
四
十
一
）。
純
粋
経
験

が
「
厳
密
な
統
一
を
も
つ
経
験
を
指
す
と
同
時
に
、
不
統
一
ま
で
も
含
め
た
全
経
験
を
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
経
験
と
い
う
思
想
を

理
解
す
る
際
の
最
も
大
き
な
躓
き
の
石
」（
氣
多
、
二
〇
一
一
：
五
十
九
）
と
な
る
の
で
あ
る
。

五　

思
慮
分
別
を
純
粋
経
験
と
見
な
す
必
要
性

（
一
）
問
題
を
回
避
す
る
た
め
の
提
案

　

前
節
に
挙
げ
た
問
題
点
は
、
視
点
は
異
な
る
も
の
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
は
す
で
に
『
善
の
研
究
』
刊
行
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
高
橋
里

美
か
ら
の
批
判
の
う
ち
に
出
揃
っ
て
い
る
。『
善
の
研
究
』
を
読
む
私
た
ち
に
自
然
と
湧
き
上
が
る
疑
問
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

問
題
が
生
じ
る
と
こ
ろ
に
、『
善
の
研
究
』
の
不
十
分
さ
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
高
橋
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
西
田
に
は
マ
ッ
ハ

や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
い
っ
た
新
し
い
経
験
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
観
念
論
と
の
「
新
旧
両
思
想
と
の
妥
協
を
や
や
急
が
れ
す
ぎ
た
」（
高
橋
、

二
〇
一
一
：
三
一
一
）
と
い
っ
た
面
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
す
べ
て
純
粋
経
験
概
念
を
め
ぐ
る
西
田
の
記
述
の
不
備
に
起
因
し
て
い
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
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い
。
西
田
の
考
え
て
い
た
純
粋
経
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
経
験
に
つ
い
て
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
解
釈
が
問
題
の
出
ど
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
標
準
モ
デ
ル
と
は
違
っ
た
仕
方
の
純
粋
経
験
を
構
想
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
初
生
児
の
意
識

も
知
的
直
観
も
、
さ
ら
に
は
思
惟
の
混
入
し
た
日
常
の
経
験
も
、
そ
れ
ら
の
中
身
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
た
し
か
に
同
じ
純
粋
経
験
で
あ

る
と
認
め
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
ど
う
し
の
違
い
を
「
相
対
的
な
差
異
」
や
「
程
度
の
差
」
と
す
る
言
い
回
し
を
西
田
の
違
算
と
せ

ず
に
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
っ
て
、
さ
ら
に
狭
義
と
広
義
と
の
純
粋
経
験
の
二
重
性
を
解
消
し
う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
純
粋
経
験
を
考

え
て
み
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
思
惟
を
主
客
分
立
的
な
も
の
と
す
る
考
え
を
い
っ
た
ん
停
止
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

標
準
モ
デ
ル
は
、
経
験
に
主
客
未
分
の
も
の
（
あ
る
い
は
主
客
合
一
の
も
の
）
と
主
客
分
立
の
も
の
と
い
う
種
類
的
な
区
別
を
立
て
、

思
惟
を
後
者
に
割
り
当
て
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
主
客
分
立
的
な
経
験
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
思
惟
も
含
め
て
す
べ

て
が
主
も
な
く
客
も
な
い
純
粋
経
験
で
あ
る
と
提
示
で
き
る
な
ら
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

経
験
の
様
態
の
多
彩
さ
に
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
の
経
験
は
つ
ね
に
主
も
な
く
客
も
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、純
粋
経
験
と
は
、

特
殊
な
経
験
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
一
般
的
な
あ
り
方
を
指
す
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
初
生
児
の
意

識
と
天
才
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
同
列
に
語
る
こ
と
に
不
都
合
は
生
じ
ず
、日
常
の
経
験
も
純
粋
経
験
と
呼
ん
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。

他
の
経
験
と
の
関
係
に
入
り
や
す
い
か
否
か
と
い
う
点
で
、
統
一
の
度
合
い
に
程
度
の
差
や
相
対
的
な
差
は
あ
る
に
し
ろ
、
私
た
ち
の
経

験
が
つ
ね
に
純
粋
経
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
発
自
展
の
運
動
も
多
様
な
経
験
の
接
続
関
係
と
し
て
理
解
で
き
、
広
義
の
純
粋
経
験
を
持

ち
出
す
必
要
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。



一
四
七

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

（
二
）
西
田
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
「
関
係
」
の
扱
い

　

主
客
分
立
的
な
経
験
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
意
味
で
す
べ
て
の
経
験
が
純
粋
経
験
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
す
で
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
提
案
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
西
田
に
先
立
っ
て
純
粋

経
験
概
念
を
軸
に
し
た
自
身
の
世
界
観
を
構
想
し
、
そ
れ
を
根
本
的
経
験
論 R

adical Em
piricism

 

と
呼
ん
だ（

9
）。
彼
の
理
論
に
お
い

て
は
、
主
観
と
客
観
と
の
区
別
は
維
持
さ
れ
つ
つ
も
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
機
能
的
な
も
の
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（ER

E:7, 

邦
訳
：
二
十
）（
10
）。
論
文
「「
意
識
」
は
存
在
す
る
か D

oes ‘C
onsciouness’ Exist?

」
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
現

代
の
物
理
主
義
と
は
異
な
る
意
識
の
機
能
主
義
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
意
識
と
そ
の
対
象
、
主
観
と
客
観
と
い
っ
た
二
元

性
を
経
験
ど
う
し
の
関
係
に
還
元
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
経
験
は
本
質
的
に
二
元
的
な
内
部
構
造
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。「
経
験
は
そ
の
よ
う
な
内
的
な

二
元
性
を
も
た
な
い
。
経
験
が
意
識
と
内
容
へ
と
分
離
す
る
の
は
、
引
き
算
に
よ
っ
て
で
は
な
く
足
し
算
を
通
し
て
で
あ
る
」（ER

E:7, 

邦
訳
：
二
十
一
）
と
さ
れ
る
。
足
し
算
と
い
う
の
は
経
験
ど
う
し
の
つ
な
が
り
を
意
味
す
る
。
純
粋
な
状
態
に
あ
る
経
験
と
は
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
が
言
う
に
は
「
単
純
な
あ
れ
」（ER

E:13,36, 

邦
訳
：
三
十
二
、六
十
九
）
で
あ
り
、
こ
の
純
粋
経
験
は
潜
在
的
に
あ
る
い
は
可
能

的
に
の
み
主
観
的
で
あ
っ
た
り
客
観
的
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
元
の
経
験
が
、
あ
る
文
脈
を
持
っ
た
新
し
い
経
験
と
接
続
す
る
と
き
に

は
主
観
的
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
別
の
文
脈
を
持
っ
た
経
験
と
接
続
す
れ
ば
客
観
的
な
事
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

だ
か
ら
私
た
ち
が
認
識
を
説
明
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
拠
ら
ざ
る
を
え
な
い
主
客
の
枠
組
み
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
、
回
顧

す
る
（retrospect

）
と
い
う
か
た
ち
で
前
の
経
験
に
新
し
い
経
験
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
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の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

経
験
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
表
象
さ
れ
る
も
の
と
表
象
す
る
も
の
と
の
二
元
性
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
心
に
留
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。経
験
の
純
粋
な
状
態
に
お
い
て
は
、あ
る
い
は
経
験
が
孤
立
し
て
い
る
と
き
に
は
、意
識
と
意
識
が「
そ

れ
に
つ
い
て
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〔
意
識
の
対
象
〕
と
い
う
自
己
分
裂
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
経
験
の
主
観
性
や
客
観
性
は
た

だ
機
能
的
な
属
性
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
新
た
な
回
顧
的
経
験
に
よ
っ
て
、
経
験
が
二
度
取
り
上
げ
ら
れ
、
つ
ま
り
そ
れ
に
つ
い

て
二
度
語
ら
れ
、二
つ
の
異
な
っ
た
文
脈
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
る
と
き
に
の
み
現
れ
る
の
で
あ
る
…
…
（ER

E:13, 

邦
訳
：

三
十
一
）（
11
）

　

主
観
と
客
観
、
意
識
と
そ
の
対
象
と
い
っ
た
語
は
、
種
類
を
異
に
し
た
存
在
の
質
を
指
す
語
で
は
な
く
、
認
識
を
説
明
す
る
た
め
の
構

成
概
念
と
も
言
え
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
主
観
と
客
観
と
の
区
別
を
、
認
識
と
い
う
機
能
を
説
明
す
る
た
め
に
維
持
し
つ
つ
、
た
だ
そ
れ

が
な
ん
ら
か
の
存
在
者
や
存
在
の
質
を
指
す
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。た
と
え
ば「
意
識
」と
い
う
語
に
つ
い
て
、「
私
は
た
だ
、

そ
の
語
が
あ
る
存
在
者entity

を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
い
だ
け
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ
が
あ
る
機
能
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
断
固
と
し
て
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
」（ER

E:4, 
邦
訳
：
十
六
–
十
七
）
と
言
わ
れ
る
。『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
「
主

観
客
観
と
は
一
の
事
実
を
考
察
す
る
見
方
の
相
違
で
あ
る
」（N

1
：
六
十
）
と
す
る
西
田
の
見
解
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
12
）。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
う
し
た
経
験
ど
う
し
の
関
係
を
、
主
観
や
客
観
を
措
定
す
る
回
顧
的
な
働
き
か
け
そ
の
も
の
も
含
め
て
、
純
粋
経

験
と
見
な
し
て
い
た
。
論
文
「
純
粋
経
験
の
世
界 A

 W
orld of Pure Experience

」（
13
）
の
な
か
で
、
根
本
的
経
験
論
に
お
い
て
は
直
接



一
四
九

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

に
経
験
さ
れ
る
い
か
な
る
要
素
を
も
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

経
験
ど
う
し
を
結
び
つ
け
る
諸
々
の
関
係
は
そ
れ
自
体
経
験
さ
れ
る
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
験
さ
れ
る
い
か
な
る
種
類
の
関
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係
も
そ
の
体
系
に
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け
る
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
に
「
実
在
的
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」
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（ER
E:22, 

邦
訳
：
四
十
六
）（
14
）

　

重
要
な
の
は
、『
善
の
研
究
』
第
一
編
第
二
章
に
お
い
て
、
西
田
が
右
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
発
言
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
思
惟
の
働
き

を
純
粋
経
験
と
見
な
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
引
用
文
の
う
ち
に
そ
の
事
実
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
凡
て
の
独
断
を
棄
て
て
直
接
に
考
え
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
「
純
粋
経
験
の
世
界
」
と
題
せ
る
小
論
文
に
い
っ
た
よ
う
に
、
関
係
の
意

識
を
も
経
験
の
中
に
入
れ
て
考
え
て
み
る
と
、
思
惟
の
作
用
も
純
粋
経
験
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。（N

1

：

十
九
）

　

本
論
文
の
第
一
節
で
私
た
ち
は
、
思
慮
分
別
あ
る
い
は
思
惟
が
純
粋
経
験
と
み
な
さ
れ
な
い
理
由
を
考
察
し
た
。
上
田
に
よ
れ
ば
、
思

惟
と
は
経
験
の
自
己
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
験
の
自
己
理
解
は
、
言
葉
を
伴
っ
た
反
省
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
、
必
然
的

に
主
客
の
枠
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

主
客
と
い
う
区
別
が
、も
と
も
と
の
原
初
的
な
経
験
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、反
省
や
回
顧
と
い
っ
た
原
初
的
な
経
験
を
ふ
り
返
っ

て
見
る
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
点
で
は
、
標
準
モ
デ
ル
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
立
場
を
同
じ
く
す
る
。
た
だ
、
上
田
に
代
表
さ



日
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史
研
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一
五
〇

れ
る
標
準
モ
デ
ル
の
場
合
、
反
省
が
主
客
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
反
省
に
担
わ
れ
る
思
惟
を
も
主
客
分
立
し
た
経
験
と
見
な
し

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合
は
、
反
省
や
思
惟
も
純
粋
経
験
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

反
省
が
主
客
の
枠
組
み
で
純
粋
経
験
を
再
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
反
省
の
働
き
そ
の
も
の
が
主
客
分
立
的
な
経
験
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
経
験
理
解
が
、
主
客
の
枠
に
絡
め
取
ら
れ
た
ひ
と
つ

の
誤
解
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「「
私
は
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
思
慮
分
別
は
主
客
に
分
裂
し
て
い
る
」
と
評
価
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
主

–
客
の
枠
で
考
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
抜
き
難
い
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」 （U

S2

：
四
十
五
）
た
め
に
生
じ
た
ひ
と
つ
の
誤
解

で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
元
の
経
験
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
回
顧
や
反
省
と
い
っ
た
働
き
を
も
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
と
言
え

る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
諸
問
題
は
す
べ
て
解
消
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
深
刻
さ
は
い
く
ぶ
ん

緩
和
さ
れ
る
。

　
お
わ
り
に

　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
う
経
験
ど
う
し
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
純
粋
経
験
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
経
験
ど
う
し
の
接
続
は
、
ど
の

よ
う
に
実
現
す
る
の
か
。
こ
れ
は
西
田
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
で
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
観
と
反
省
が

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
反
省
や
思
惟
を
直
観
的
な
純
粋
経
験
と
し
て
考
え
て
み
る
と
き
、
私
た
ち
は
既
に
「
自

覚
」
の
問
題
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。

　

経
験
と
経
験
、
直
観
と
反
省
と
の
接
続
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
西
田
は
最
終
的
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、



一
五
一

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

あ
る
経
験
に
作
用
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
経
験
を
も
純
粋
経
験
と
見
な
す
と
い
う
基
本
的
な
着
想
は
共
有
し
て
い
た
。
こ
の
着
想
を
土
台
に

し
て
こ
そ
、『
善
の
研
究
』
と
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
と
が
地
続
き
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細

を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、本
論
文
は
、ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
純
粋
経
験
理
解
が
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
『
善

の
研
究
』
読
解
上
の
問
題
点
を
確
認
し
、
思
慮
分
別
を
純
粋
経
験
と
み
な
す
解
釈
の
必
要
性
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

経
験
ど
う
し
の
関
係
を
い
か
に
し
て
純
粋
経
験
と
見
な
し
う
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
西
田
に
お
い
て
自
覚
の
問
題
と
ど
う
か
か
わ
る
か
、

こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
検
討
す
る
。

凡　

例

　

引
用
文
中
の
三
点
リ
ー
ダ
ー 

…
…
は
、
論
文
執
筆
者
に
よ
る
省
略

を
、
ま
た
甲
括
弧
〔　

〕
内
の
記
述
は
論
文
執
筆
者
に
よ
る
補
足
を
示

す
。
傍
点
や
丸
括
弧
（　

）
内
の
記
述
な
ど
、
そ
の
他
の
補
足
や
強
調

点
は
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
原
文
の
と
お
り
で
あ
る
。

参
考
文
献

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
「
西
田
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
純
粋
経

験
論
」（
大
峯
顯
編
『
西
田
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、

一
九
九
六
年
）

石
田
正
人
「
西
田
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
パ
ー
ス
の
比
較
試
論
―
―
『
善
の

研
究
』
に
お
け
る
論
理
的
な
も
の
」（『
西
田
哲
学
会
年
報
』
第
八
号
、

二
〇
一
〇
年
）

伊
藤
邦
武
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
西
田
幾
多
郎
―
―
そ
の
経
験
概
念
を
め

ぐ
っ
て
」（『
日
本
の
哲
学
』
第
七
号
、
昭
和
堂
、 

二
〇
〇
六
年
）

上
田
閑
照
『
西
国
幾
多
郎
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、 

一
九
九
一
年
）

―
―
―
―
『
西
田
哲
学
へ
の
導
き　

経
験
と
自
覚
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）

―
―
―
―
（U

S

）『
上
田
閑
照
集
』（
全
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
―
二
〇
〇
三
年
）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

一
五
二

―
―
―
―
（PC

）『
哲
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
全
五
巻
、岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
〇
七
―
二
〇
〇
八
年
）

氣
多
雅
子
『
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』』（
晃
洋
書
房
、二
〇
一
一
年
）

高
坂
正
顕
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
生
涯
と
思
想
』（
創
文
社
、

一
九
七
一
年
）

小
坂
国
継
『
西
田
哲
学
の
研
究
―
―
場
所
の
論
理
の
生
成
と
構
造
―
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
一
年
）

ハ
イ
ジ
ッ
ク
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ・Ｗ
「『
上
田
閑
照
集
』
に
接
近
し
て
（
書

評
論
文
）」（『
宗
教
研
究
』
七
九
（
二
）、
二
〇
〇
五
年
）

Jam
es, W

illiam
, Essays in Radical Em

piricism
, Perry, R

alph 
B

arton ed., Longm
ans, G

reen, and C
o., N

ew
 York, 1912. 

桝

田
啓
三
郎
他
訳
『
根
本
的
経
験
論
』（
白
水
社
、
一
九
九
八
年
）、
伊
藤

邦
武
編
訳
『
純
粋
経
験
の
哲
学
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
に
抄

録―
―
―
―
（M

T

）The M
eaning of Truth 

（The W
orks of 

W
illiam

 Jam
es

）, B
urkhardt, Frederick H

. G
eneral ed./

B
ow

ers, Fredson Textual ed., H
arvard U

niversity Press, 1975.

―
―
―
―
（ER

E

）Essays in Radical Em
piricism

 （The W
orks 

of W
illiam

 Jam
es

）, B
urkhardt, Frederick H

. G
eneral ed., 

B
ow

ers, Fredson Textual ed., H
arvard U

niversity Press, 1976. 

（
邦
訳
はJam

es1912

に
同
じ
）

下
村
寅
太
郎
『
西
田
幾
多
郎　

人
と
思
想
』（
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
六
五
年
）

高
橋
里
美
『
高
橋
里
美　

全
体
性
の
現
象
学　

京
都
哲
学
選
書
第
十
七

巻
』（
野
家
啓
一
編
、 

燈
影
舎
、
二
〇
〇
一
年
）

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）

西
田
幾
多
郎
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
十
九
巻
、
安
倍
能
成
他
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
―
一
九
六
六
年
）

西
谷
啓
治
『
西
谷
啓
治
著
作
集　

第
九
巻
』（
創
文
社
、
一
九
八
七
年
）

日
髙
明
「
純
粋
経
験
と
意
味
」（
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
）

平
山
洋『
西
田
哲
学
の
再
構
築
―
―
そ
の
成
立
過
程
と
比
較
思
想
―
―
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
）

宮
川
透
『
日
本
近
代
哲
学
の
遺
産　

西
田
・
三
木
・
戸
坂
の
哲
学
と
思

想
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
七
六
年
）

横
田
理
博
「
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ

ム
ズ
」（『
宗
教
研
究
』
八
三
（
三
）、
二
〇
〇
九
年
）



一
五
三

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

注（
1
） 

西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
は
旧
版
の
『
西
田
幾
多
郎

全
集
』（
西
田
一
九
六
五
-
一
九
六
六
）
を
用
い
、
略
号N

と
と
も
に

巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

（
2
） 

上
田
閑
照
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
お
も
に
『
哲

学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
上
田
二
〇
〇
七
―
二
〇
〇
八
）
を
用
い
る
。
略

号PC

と
と
も
に
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。PC

に
収
録
さ
れ
て

い
な
い
上
田
の
著
述
か
ら
の
引
用
に
は
、『
上
田
閑
照
集
』（
上
田

二
〇
〇
一
―
二
〇
〇
三
）
を
用
い
、
略
号U

S
と
と
も
に
巻
数
と
ペ
ー

ジ
数
を
示
す
。
ま
た
こ
の
『
上
田
閑
照
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い

文
章
を
引
用
す
る
さ
い
は
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
著
作
か
ら
行
う
。

（
3
） 

注
意
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
上
田
は
、
純
粋
経
験
を
汚
損
す

る
も
の
と
し
て
言
葉
を
片
付
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
言
葉

の
問
題
は
、
上
田
の
西
田
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

（PC
2

：
三
十
四
、 PC

5

：
二
〇
〇
）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
言
葉
を
め
ぐ

る
思
索
は
、
全
著
作
中
の
比
重
と
し
て
も
大
き
く
、
上
田
自
身
の
学
究

生
活
の
全
体
に
伏
流
し
て
、
そ
の
思
想
を
方
向
づ
け
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
（PC

5

：
四
十
七
–
四
十
八
、 PC

5

：
二
五
〇
）。
上

田
の
言
葉
へ
の
関
心
は
、
実
践
的
に
は
禅
行
の
な
か
で
の
座
禅
の
沈

黙
と
参
禅
の
問
答
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
初
の
著
作
を
ド

イ
ツ
語
で
出
版
し
て
以
来
、
ド
イ
ツ
語
で
書
き
話
し
、
日
本
語
で
も

書
き
話
す
と
い
う
経
験
を
重
ね
た
こ
と
や
（PC

5

：
七
十
八
、八
十
九

-
九
二
、一
二
十
七
–
一
二
十
八
、二
四
九
–
二
五
〇
）、
さ
ま
ざ
ま
な

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
か
れ
て
異
な
る
立
場
の
人
々
と
「
対
話
」
を
重

ね
た
こ
と
（PC

5

：
九
十
二
、一
一
八
）
に
、
ま
た
学
術
研
究
と
し
て

は
、
宗
教
（
禅
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
）
と
哲
学
と
い
っ
た
問
題
に
繰
り
返

し
取
り
組
み
続
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
半
世
紀
に
わ
た
る
そ
の
研
究

生
活
を
、「
東
西
の
異
な
っ
た
伝
統
が
触
れ
合
い
軋
み
合
う
そ
の
「
間
」

と
「
宗
教
と
哲
学
」
と
い
う
飛
躍
を
含
ん
だ
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
重
層
」
と

が
、
縦
横
に
交
わ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
境
域

に
お
い
て
」（PC

5

：
二
四
七
）
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同

時
に
、
言
葉
と
言
葉
以
前
（
あ
る
い
は
言
葉
以
後
）
と
が
交
わ
る
境

域
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
異
質
な
も
の
の
「
間
」
や
「
ギ
ャ
ッ
プ
」

（PC
2

：
二
一
八
、 PC

5

：
二
三
八
）、「
ず
れ
」（PC

3

：
九
十
四
）、「
境
」

（PC
2

：
一
一
七
）、「
行
間
」（PC

2

：
一
四
〇
）、「
裂
け
目
」（PC

2

：

一
五
五
）
と
い
っ
た
不
定
の
場
所
を
往
き
還
り
す
る
運
動
を
、
上
田
は

人
間
の
根
本
的
な
あ
り
方
と
し
て
見
つ
づ
け
て
き
た
。
こ
れ
ら
「
間
」

を
め
ぐ
る
問
題
の
す
べ
て
に
、
言
葉
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
実
践
の

う
え
で
も
研
究
に
お
い
て
も
、
言
葉
を
め
ぐ
る
往
還
の
運
動
に
身
を



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

一
五
四

も
っ
て
取
り
組
み
つ
づ
け
た
と
い
う
上
田
の
経
歴
が
、「
Ａ
―
Ｂ
―
Ｃ

連
関
」
や
「
虚
空
／
世
界
」
と
い
っ
た
独
自
の
思
想
や
西
田
解
釈
に
も

反
映
し
て
い
る
。
上
田
が
言
葉
そ
の
も
の
よ
り
も
、「
言
葉
と
言
葉
を

超
え
た
と
こ
ろ
と
の
関
わ
り
」
の
ほ
う
に
目
を
向
け
る
の
も
、
以
上
の

理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
4
） 

よ
り
細
か
い
純
粋
経
験
の
区
分
と
、
そ
れ
ら
純
粋
経
験
の
多
義

そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
経
緯
は
、
平
山
（
一
九
九
七
：
八
十
二
–
一
一
五
）

に
詳
し
い
。

（
5
） 

原
始
の
純
粋
経
験
（PC

3

：
三
二
七
、PC

2

：
一
一
三
）、
原
初

の
「
純
粋
経
験
」（PC

2

：
二
十
六
）、
純
粋
経
験
の
原
始
態
（PC

2

：

四
十
一
、一
〇
一
）、
純
粋
経
験
の
原
始
的
事
実
（PC

2

：
四
十
二
）、

原
始
の
始
め
の
事
態
（PC

2

：
九
十
八
）、
原
始
の
直
接
経
験
（PC

2

：

一
二
四
）
な
ど
と
言
わ
れ
る
。

（
6
） 

他
に
も
、
純
粋
経
験
が
「
現
在
の
統
一
を
離
れ
て
他
の
意
識
と

関
係
す
る
時
、
も
は
や
現
在
の
経
験
で
は
な
く
し
て
、
意
味
と
な
る
」

（N
1

：
十
三
）
と
言
わ
れ
る
。
純
粋
経
験
と
意
味
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
不
十
分
な
が
ら
日
髙
（
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
示
し
た
。

（
7
） 

前
述
の
高
坂
正
顕
（
一
九
七
一
）
以
外
に
も
、
西
谷
啓

治
（
一
九
八
七
：
一
六
三
–
一
六
四
）、
竹
内
良
知
（
一
九
七
〇
：

二
五
二
）、
小
坂
国
継
（
一
九
九
一
：
二
六
、三
六
）、
氣
多
雅
子

（
二
〇
一
一
：
五
十
九
–
六
十
〇
）
を
参
照
。
た
だ
し
氣
多
は
、
思
惟

を
主
客
分
立
し
た
経
験
と
明
示
し
て
は
い
な
い
。

（
8
） 

小
坂
国
継
（
一
九
九
一
：
二
十
四
）
や
宮
川
透
（
一
九
七
六
：

三
十
六
–
三
十
七
）
も
、
下
村
の
こ
の
見
解
に
従
う
。

（
9
） 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
西
田
と
を
比
較
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、

U
S2

（
七
十
六
–
九
十
）、
小
坂
（
一
九
九
一
：
三
四
二
–
三
六
四
）、

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
（
一
九
九
六
）、
伊
藤
（
二
〇
〇
六
）、
横
田

（
二
〇
〇
九
）、
石
田
（
二
〇
一
〇
）
が
あ
る
。

（
10
） 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
原
書
の
ペ
ー

ジ
数
と
と
も
に
桝
田
啓
三
郎
ら
に
よ
る
邦
訳
の
ペ
ー
ジ
数
も
示
す
が
、

引
用
部
分
の
訳
文
は
論
文
執
筆
者
に
よ
る
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
原
文

で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
も
の
。

（
11
） 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
回
顧
的
な
経
験
や
回
顧
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

箇
所
と
し
て
は
、ER

E

（:37,64,66,109

）
が
あ
る
。

（
12
） 

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
（
一
九
九
六
）
は
、少
な
く
と
も
『
善
の
研
究
』

の
前
半
に
お
い
て
、
西
田
は
主
観
と
客
観
を
実
体
的
概
念
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
「
機
能
的
概
念
に
置
き
換
え
る
と
い
う
ジ
ェ
ー
ム
ズ
的

な
考
え
」
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
13
） 
論
文
「
意
識
は
存
在
す
る
か
」
お
よ
び
「
純
粋
経
験
の
世
界
」

は
い
ず
れ
も
一
九
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
死
後
、



一
五
五

思
慮
分
別
は
な
ぜ
純
粋
経
験
で
は
な
い
の
か
〔
日
高
〕

他
の
諸
論
文
と
と
も
に
『
根
本
的
経
験
論
論
集 Essays in Radical 

Em
piricism

』
と
題
さ
れ
た
書
籍
と
し
て
一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ

た
。
詳
し
く
は
こ
の
書
の
編
者
ペ
リ
ー
に
よ
る
序
文
（Jam

es1912:iii

‐xiii

）
を
参
照
。
ち
な
み
に
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
の
西
田

文
庫
に
は
、
こ
の
二
つ
の
論
文
を
含
む
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
い
く
つ
か
の
論

文
の
抜
刷
が
バ
イ
ン
ド
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
書
籍Essays in 

Radical Em
piricism

は
な
い
。

（
14
） 

こ
れ
以
外
に
も
、
論
文
「
意
識
は
存
在
す
る
か
」（ER

E:4,14

）

や
、
一
九
〇
五
年
に
国
際
心
理
学
会
で
な
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
講

演
「
意
識
の
概
念
」（ER

E:114, 

邦
訳
：
一
八
八
）
や
、
一
九
〇
九
年

の
著
作
『
真
理
の
意
味
』（M

T:7

）
の
序
文
な
ど
で
類
似
の
記
述
が
見

ら
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
根
本
的
経
験
論
は
こ
の
よ
う

に
「
接
続
的
な
関
係
を
ま
っ
た
く
公
平
に
扱
う
」（ER

E:23, 

邦
訳
：

四
十
七
）も
の
で
あ
り
、こ
の
特
徴
が
根
本
的
経
験
論
と
い
わ
ゆ
る「
普

通
の
経
験
論
」
と
を
分
か
つ
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
一
九
一
二
年
版
の

『
根
本
的
経
験
論
集
』
を
編
集
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
弟
子
ペ
リ
ー
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
書
の
中
心
的
な
教
説
で
あ
る
（Jam

es1912:x, 

邦
訳
：
十
二
）。


