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九
九

序

西
田
幾
多
郎
が
﹃
善
の
研
究
﹄︵
一
九
一
一
年
︶
で
鍵
概
念
と
し
て
用
い
た
純
粋
経
験
概
念
は
、
多
く
の
思
想
の
影
響
下
に
成
立
し

た
。
特
に
禅
の
見
性
体
験
や
W
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
純
粋
経
験
概
念
が
そ
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
は
広
く
共
有
さ
れ
て
お

り
、
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る︵

1
︶

。
し
か
し
、
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
概
念
か
ら
﹃
善
の
研
究
﹄
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ご
く
短

く
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
十
分
な
検
討
が
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い︵

2
︶

。
こ
の
著
作
が
執
筆
さ
れ
る
前
に
西
田
が
参
禅
に
勤

し
ん
で
い
た
こ
と
、﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
西
田
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
た
び
た
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
議
論
が
援
用
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
実
証
主
義
に
つ
い
て
は
﹁
初
め
は
マ
ッ
ハ
な
ど
を
読
ん
で
見
た
が
、
ど
う
も
満
足
は
で
き
な
か
っ
た
﹂︵1:6

︶
と
い
う
否
定
的
な

記
述
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
従
来
の
研
究
は
、
実
証
主
義
者
が
用
い
て
い
た
純
粋
経
験
概
念
に
関
す
る
議
論
を
、
桑
木
厳
翼
が
一
八
九
八
年
に
日
本
に
紹

介
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
複
数
の
論
文
で
そ
の
実
証
主
義
が
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
西
田
に
と
っ
て
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
は
第
一
に
、
禅
の
体
験
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
哲
学
で
は
な
く
、
実
証
主
義
と
い
う
批
判
さ
れ

る
べ
き
立
場
と
強
く
結
び
つ
い
た
概
念
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

満
　
原
　
　
　
健

西
田
幾
多
郎
の
純
粋
経
験
概
念
と
実
証
主
義
の
認
識
論
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一
〇
〇

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
ま
ず
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
桑
木
厳
翼
が
ど
の
よ
う
に
継

承
し
つ
つ
紹
介
し
た
か
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
実
証
主
義
者
の
マ
ッ
ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
議
論
と
西
田
の
純
粋
経
験
概
念
と

の
異
同
を
検
討
し
、
桑
木
が
紹
介
し
た
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
概
念
を
西
田
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
だ
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
桑
木
厳
翼
に
お
け
る
純
粋
経
験
概
念

一
―
一
　
桑
木
厳
翼
に
よ
る
純
粋
経
験
概
念
の
紹
介

桑
木
厳
翼
に
よ
る
﹁
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
﹁
経
験
及
思
惟
﹂
と
認
識
論
に
関
す
る
近
著
﹂︵﹃
哲
学
雑
誌
﹄
第
一
三
巻
第
一
三
一

－

一
三

二
号
、
一
八
九
八
年
︶
︵
3
︶と

い
う
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
︵Johannes Volkelt, 1848 -1930

︶
の
著
書
﹃
経
験
と
思

考
﹄︵E

rfahrung und D
enken, 1886

︶ 

で
は
、
実
証
主
義
の
認
識
論
が 

﹁
純
粋
経
験
の
認
識
原
理
を
哲
学
の
唯
一
の
基
礎
と
す
る
試

み
﹂
︵
4
︶と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
純
粋
経
験
と
は
、
何
か
外
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
と
い
う
意
味
で
の
経
験
で
は
な
く
、
自
分

自
身
の
意
識
過
程
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
内
的
覚
知
と
い
う
経
験
の
こ
と
、
そ
の
た
め
不
可
疑
的
で
確
実
な
だ
け
で
な
く
、
何
か
ほ
か

の
知
を
前
提
と
し
な
い
絶
対
に
自
明
な
も
の
と
い
う
性
格
を
も
つ
経
験
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
純
粋
経
験
は
無
前
提
の
学
と
し
て
の
認

識
論
の
出
発
点
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
、
こ
れ
を
認
識
論
の
基
礎
あ
る
い
は
原
理
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
実
証
主
義
の
特
徴
が
見
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る︵

5
︶

。

し
か
し
こ
の
純
粋
経
験
の
み
に
依
拠
す
る
と
、
証
明
、
一
般
妥
当
性
、
必
然
性
な
ど
の
超
主
観
的
な
も
の
を
排
除
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
実
証
主
義
自
身
も
正
当
化
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
実
証
主
義
者
は
純
粋
経
験
の
原
理
に
反
し
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
こ
れ
ら

経
験
を
越
え
た
も
の
、
超
主
観
的
な
も
の
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
、
一
貫
性
を
維
持
で

き
な
い
と
い
う
理
由
で
実
証
主
義
の
認
識
論
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る︵

6
︶

。

そ
こ
で
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
、
純
粋
経
験
の
原
理
の
他
に
論
理
的
必
然
性
の
原
理
あ
る
い
は
思
惟
必
然
性
の
原
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
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一
〇
一

必
要
だ
と
説
く
。
思
惟
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
表
象
結
合
の
う
ち
に
は
、
事
象
自
身
の
本
性
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
に
結
び
つ
き
は
す
る

が
他
の
よ
う
に
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
論
理
的
必
然
性
を
伴
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
論
理
的
必
然
性

も
し
く
は
思
惟
必
然
性
の
意
識
を
と
も
な
う
主
張
に
は
、
誰
も
が
同
意
す
べ
き
と
い
う
要
求
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
超
主
観
的
な

一
般
妥
当
性
や
、
私
に
と
っ
て
超
主
観
的
な
他
人
の
意
識
の
存
在
が
、
そ
こ
で
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
意

識
を
も
っ
て
私
が
た
と
え
ば
﹁
今
太
陽
が
照
っ
て
い
る
﹂
と
主
張
す
る
と
き
、
太
陽
が
超
主
観
的
な
対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
思
惟
が
含
む
論
理
的
必
然
性
に
も
と
づ
け
ば
超
主
観
的
な
も
の
の
存
在
を
正
当
化
で
き
る
た
め
、
純
粋
経
験
に
加

え
て
思
惟
を
認
識
の
源
泉
と
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
一
貫
性
の
あ
る
認
識
論
が
可
能
に
な
る
と
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
主
張
す
る
の
で

あ
る︵

7
︶

。
以
上
の
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
議
論
を
、
上
記
の
記
事
で
桑
木
は
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
フ
ォ
ル
ケ
ル

ト
か
ら
引
き
継
い
で
、﹁
自
己
の
意
識
過
程
の
了
知
の
認
識
主
義
は
純
粋
経
験
の
認
識
主
義
と
同
一
﹂
︵
8
︶だ

が
、
純
粋
経
験
の
み
で
哲
学

を
構
築
し
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
者
の
試
み
は
、
必
然
性
や
普
遍
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
失
敗
に
終
わ
る
、
純
粋
経
験
と
異
な

る
認
識
原
理
と
し
て
論
理
的
必
然
性
の
原
理
あ
る
い
は
思
惟
必
然
性
の
原
理
が
必
要
と
な
る
、
と
桑
木
は
実
証
主
義
を
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る︵

9
︶

。

経
験
と
は
自
己
の
意
識
過
程
の
了
知
で
あ
り
、
一
切
の
客
観
的
認
識
を
疑
う
こ
と
で
見
い
だ
さ
れ
る
絶
対
自
明
で
認
識
論
の
出
発
点

と
な
る
知
で
あ
る
と
い
う
こ
の
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
よ
う
な
経
験
理
解
は
、
19
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
と
桑
木
は
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ー
コ
ン
か
ら
ロ
ッ
ク
を
経
て
ヒ
ュ
ー
ム
へ
と
至
る
17-

18
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
は
、
外
界
か
ら
の
感

覚
的
印
象
と
し
て
の
経
験
を
最
も
確
実
な
認
識
の
材
料
と
す
る
立
場
だ
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
は
演
繹
に
偏
重
し
た
中
世
哲
学
に
対
し
て
経

験
と
い
う
材
料
の
必
要
性
を
訴
え
、
ロ
ッ
ク
は
生
得
観
念
を
否
定
し
、
経
験
を
認
識
の
最
も
確
実
な
材
料
、
認
識
の
唯
一
の
方
法
と
み

な
し
た
。
彼
ら
の
経
験
論
を
継
承
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
普
遍
的
性
質
を
も
た
な
い
経
験
を
認
識
の
材
料
と
し
た
結
果
、
科
学
の
も
つ
必
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然
性
を
否
定
す
る
懐
疑
論
に
陥
っ
た︵

10
︶

。

19
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
た
ミ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
ま
で
の
経
験
論
と
根
本
に
お
い
て
は
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
同
じ
19
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
感
覚
を
﹁
最
直
接
純
粋
な
る
経
験
と
な
す
﹂
︵
11
︶ア

ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
ら
実
証
主
義
者
が
、
イ
ギ
リ
ス

の
も
の
と
は
異
な
る
新
し
い
経
験
論
を
生
ん
だ
。
そ
の
経
験
論
で
は
、
外
界
に
対
象
物
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
確
定
で
き
な
い
と
い
う

理
由
で
、
外
界
の
対
象
に
つ
い
て
の
感
覚
が
経
験
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
退
け
ら
れ
、
む
し
ろ
経
験
は
最
も
直
接
的
な
意
識
に
現
れ
る

も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
経
験
は
認
識
の
材
料
で
は
な
く
認
識
の
端
緒
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
は

可
能
か
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
問
題
は
、
主
観
的
意
識
内
容
と
し
て
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
客
観
的
な
認
識
が
生
ま
れ

る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
探
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
桑
木
は
言
う
の
で
あ
る︵

12
︶

。

桑
木
は
、
経
験
に
は
推
理
が
混
入
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
と
い
う
理
由
で
、﹁
純
粋
経
験
は
認
識
論
原
理
と
し
て
不
完
全
な
り
と

云
わ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
抽
象
的
概
念
に
し
て
実
際
に
は
存
す
る
な
し
﹂
︵
13
︶と

主
張
し
て
お
り
、
西
田
と
全
く
同
じ
よ
う
に
こ
の
概
念
を
受

容
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
西
田
の
﹃
善
の
研
究
﹄
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
一
一
年
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
は
じ
め
の
論
文

﹁
実
在
に
就
い
て
﹂
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
七
年
で
あ
る
。
桑
木
は
そ
れ
に
先
駆
け
て
、
一
八
九
八
年
の
﹃
哲
学
雑
誌
﹄
上
の
論

文
で
純
粋
経
験
概
念
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
こ
の
概
念
は
、
19
世
紀
ド
イ
ツ
語
圏
の
実
証
主
義
と
い
う
新
し
い
認
識
論

と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
―
二
　
桑
木
と
西
田
に
お
け
る
純
粋
経
験
概
念

桑
木
が
紹
介
し
た
純
粋
経
験
概
念
と
、
西
田
の
純
粋
経
験
概
念
と
の
共
通
点
を
見
出
す
の
は
た
や
す
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
言
う
純
粋
経
験
は
、
自
分
の
意
識
過
程
に
つ
い
て
の
不
可
疑
的
で
確
実
な
直
接
知
、
ほ
か
の
知
を
前
提
し
な
い
自
明

な
知
と
し
て
、
無
前
提
の
学
と
し
て
の
認
識
論
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
西
田
に
と
っ
て
も
純
粋
経
験
は
、﹁
我
々
の
直
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一
〇
三

覚
的
経
験
の
事
実
即
ち
意
識
現
象
に
就
い
て
の
知
識
﹂︵1:

41

︶
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
経
験
は
事
実
と
認
識
の
間
に
全
く
へ
だ
た
り

が
な
く
﹁
疑
う
に
も
疑
い
様
の
な
い
直
接
の
知
識
﹂︵
同
︶
で
あ
る
た
め
、﹁
凡
て
の
知
識
の
出
立
点
﹂︵1:

42

︶
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
が
主
客
二
元
論
の
否
定
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト

に
お
い
て
、
自
分
の
意
識
過
程
に
つ
い
て
の
直
接
知
で
あ
る
純
粋
経
験
を
認
識
論
の
出
発
点
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
か
ら
独
立

し
た
客
観
の
存
在
を
前
提
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
桑
木
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
外
界
か
ら
の
感
覚
的
印
象
を
経
験

と
す
る
17

－

19
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
、
19
世
紀
ド
イ
ツ
に
登
場
し
た
実
証
主
義
を
代
表
と
す
る
新
し
い
経
験
論
を
区
別
し
た
の

で
あ
る
。
西
田
も
、﹁
意
識
の
外
に
或
る
定
ま
っ
た
性
質
を
具
え
た
物
の
本
体
が
独
立
に
存
在
し
、
意
識
現
象
は
之
に
基
づ
い
て
起
こ

る
現
象
に
す
ぎ
な
い
﹂︵1:

44
︶
と
い
う
主
張
を
批
判
し
て
、﹁
凡
て
の
独
断
を
排
除
し
、
最
も
疑
い
な
き
直
接
の
知
識
よ
り
出
立
せ

ん
と
す
る
極
め
て
批
判
的
の
考
え
と
、
直
接
経
験
の
事
実
以
外
に
実
在
を
仮
定
す
る
考
え
と
は
、
ど
う
し
て
も
両
立
す
る
こ
と
は
で
き

ぬ
﹂︵
同
︶
と
述
べ
て
い
る
。
直
接
経
験
す
な
わ
ち
純
粋
経
験
の
外
に
客
観
が
独
立
し
て
存
在
す
る
と
い
う
理
解
を
、
西
田
は
退
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

他
に
、
純
粋
経
験
を
思
惟
が
入
る
以
前
の
経
験
と
理
解
し
て
い
る
点
も
、
二
人
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ォ
ル

ケ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
純
粋
経
験
が
直
接
知
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
純
粋
経
験
の
原
理
と
思
惟
必
然
性
の
原
理
が
対
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
経
験
は
思
惟
以
前
の
経
験
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験
に
は
推
理
が
混
入
し
て
い
る
、
純
粋
経
験
は

抽
象
で
あ
っ
て
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
桑
木
が
批
判
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
西
田
の
﹃
善
の
研
究
﹄
で
も
、
そ
の
冒
頭
で
は

﹁
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
の
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
﹂︵1:

9

︶
が
、
純
粋
経
験
は
﹁
豪
も
思
慮
分
別
を
加
え

な
い
、
真
に
経
験
其
の
儘
の
状
態
を
い
う
﹂︵
同
︶
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
従
う
か
ぎ
り
、
西
田
に
お
い
て
も
純
粋
経
験
は
思

惟
が
入
る
以
前
の
経
験
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
純
粋
経
験
概
念
を
実
証
主
義
と
の
関
連
の
も
と
で
理
解
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、
桑
木
と
西
田
は
共
通
し
て
い
る
と
言
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え
る
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
、
実
証
主
義
を
純
粋
経
験
の
原
理
の
み
に
依
拠
す
る
立
場
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
桑
木
は
こ
の
フ
ォ
ル
ケ

ル
ト
の
見
解
を
引
き
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
感
覚
を
﹁
最
直
接
純
粋
な
る
経
験
と
な
す
﹂
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
ら
実
証
主
義
者
を
、
19
世
紀

ド
イ
ツ
の
新
し
い
経
験
論
の
代
表
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
西
田
は
、﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
直
接
経
験
や
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
む

し
ろ
ヴ
ン
ト
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
い
う
心
理
学
者
兼
哲
学
者
と
結
び
付
け
て
論
じ
て
お
り
、
実
証
主
義
者
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て
い
な

い
。
し
か
し
た
と
え
ば
﹁
現
代
の
哲
学
﹂︵1916

年
︶
と
い
う
論
文
で
は
、﹁
今
日
の
哲
学
で
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
は
所
謂
感
官
的

経
験
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
体
験
と
か
純
粋
経
験
と
か
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
居
る
。
…
シ
ュ
ッ
ペ
な
ど
の
内
在
的
哲
学
や
マ
ッ

ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ュ
ー
ス
の
純
粋
経
験
論
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
説
な
ど
皆
然
ら
ざ
る
は
な

し
で
あ
る
﹂ ︵1:

278

︶ 

と
、
マ
ッ
ハ
と
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
と
い
う
実
証
主
義
者
の
哲
学
が
純
粋
経
験
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
西

田
は
実
証
主
義
の
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
今
日
の
哲
学
﹂
を
、
自
分
に
近
い
純
粋
経
験
の
立
場
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
惟
が
入
る
以
前
の
経
験
を
純
粋
経
験
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
、
そ
れ
を
不
可
疑
的
で
確
実
な
知
識
の
出
発
点
と

み
な
し
て
い
る
点
、
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
主
客
二
元
論
の
否
定
を
含
意
し
た
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
点
、
実
証
主
義
を
は
じ
め

と
す
る
19
世
紀
の
哲
学
に
特
徴
的
な
経
験
理
解
と
し
て
い
る
点
で
、
桑
木
と
西
田
は
共
通
し
て
い
る
。
西
田
は
、
桑
木
が
﹃
哲
学
雑
誌
﹄

上
に
発
表
し
た
諸
論
文
を
通
し
て
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
学
び
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る︵

14
︶

。

し
か
し
、
西
田
は
純
粋
経
験
に
つ
い
て
実
証
主
義
と
全
く
同
じ
理
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ッ
ハ
に
対
し
て
は
、﹁
マ
ッ

ハ
な
ど
は
経
験
を
目
し
て
感
覚
の
系
列
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
少
し
く
進
ん
で
考
え
る
と
斯
く
切
れ
切
れ
な
感
覚
が

別
々
に
離
在
す
る
と
い
う
の
は
真
に
直
接
な
る
経
験
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
概
念
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
間
接
の
も
の
で
あ
る
﹂

︵12:
70

︶
と
西
田
は
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
は
、
純
粋
経
験
の
意
識
統
一
を
﹁System

 C

と
い
う
様
な

も
の
を
基
と
し
て
説
明
す
る
﹂︵1:182

︶
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
が
実
証
主
義
か
ら
何
を
引
き
継
い
だ
か
正
確
に
理

解
す
る
に
は
、﹃
善
の
研
究
﹄
と
彼
ら
の
哲
学
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
　
マ
ッ
ハ
の
要
素
一
元
論

管
見
の
か
ぎ
り
、
マ
ッ
ハ
は
直
接
経
験
あ
る
い
は
純
粋
経
験
と
い
う
術
語
を
用
い
て
お
ら
ず
、
思
惟
を
挟
む
以
前
と
以
後
の
経
験
を

区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
思
惟
が
介
入
す
る
こ
と
で
我
々
の
世
界
理
解
が

歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
主
張
は
し
て
い
る
。

マ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
言
語
や
概
念
的
思
惟
の
重
要
な
利
点
は
、
労
力
を
節
約
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
職
人
が
自

分
の
経
験
を
言
葉
で
伝
え
る
と
き
、
そ
の
重
要
で
本
質
的
な
概
要
を
意
識
し
て
教
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
教
わ
る
側
は
、
教
わ
る

と
い
う
わ
ず
か
な
経
験
で
、
多
く
の
経
験
に
も
と
づ
く
職
人
の
技
術
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
経
験
を
節
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る︵

15
︶

。

科
学
的
記
述
に
よ
る
経
験
の
伝
達
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
た
と
え
ば
膨
大
な
数
の
落
下
運
動
を
観
察
し
得
ら
れ
た
数
値

の
一
覧
表
を
作
れ
ば
、
落
下
運
動
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
重
力
加
速
度
や
落
下
の
法
則
を
知
る
と
、
そ
の
一
覧
表
を

作
成
し
記
憶
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
負
担
で
、
す
べ
て
の
落
下
運
動
を
思
惟
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
経
験
の
代
わ
り
を
し
、
経
験
を
節
約
す
る
こ
の
よ
う
な
記
述
を
す
す
め
、
す
べ
て
の
事
実
を
最
も
節
約
的
で
最
も
単
純
な
概
念
で

表
現
可
能
に
す
る
こ
と
が
、
マ
ッ
ハ
の
考
え
る
科
学
の
目
的
で
あ
る︵

16
︶

。

マ
ッ
ハ
は
、
こ
の
よ
う
に
我
々
の
労
力
や
経
験
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
概
念
的
思
惟
の
利
点
を
見
出
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
思
惟
は
重
要
な
も
の
を
固
定
化
し
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
を
無
視
し
て
、
移
ろ
う
世
界
の
不
動
の
像
を
つ
く
る

と
い
う
働
き
を
す
る
こ
と
で
、
世
界
に
つ
い
て
の
正
確
で
忠
実
な
理
解
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
と
も
指
摘
し
て
い
る︵

17
︶

。

マ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
色
、
音
、
熱
、
空
間
、
時
間
、
気
分
、
感
情
、
意
志
な
ど
の
互
い
に
関
連
す
る
要
素
で
で
き
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
結
合
し
比
較
的
恒
常
的
に
な
っ
た
も
の
に
、
思
惟
は
名
称
を
与
え
る
働
き
を
す
る
。
た
と
え
ば
、
色
、
音
、
熱
な
ど
の
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要
素
が
空
間
的
時
間
的
に
結
合
し
て
、
比
較
的
恒
常
的
な
複
合
体
に
な
っ
た
も
の
に
は
、
物
体
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
る
。
物
体
の

一
種
と
し
て
の
身
体
と
結
び
つ
い
た
想
起
、
気
分
、
感
情
な
ど
が
結
合
し
て
比
較
的
恒
常
的
に
な
っ
た
複
合
体
に
は
、
自
我
と
い
う
名

前
が
付
け
ら
れ
る︵

18
︶

。

そ
の
よ
う
に
名
称
が
与
え
ら
れ
る
と
、
複
合
体
は
実
体
化
さ
れ
、
変
化
す
る
成
分
を
す
べ
て
取
り
除
い
て
も
無
条
件
に
恒
常
的
な
核

が
残
る
、
と
い
う
誤
解
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
象
と
は
別
に
物
自
体
な
る
も
の
が
我
々
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
、
物
体
と
自

我
が
互
い
に
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
二
元
論
的
な
考
え
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
物
体
と
呼
ば
れ
る
色
や
音
の
複
合
体
は
常
に
、
身
体

と
呼
ば
れ
る
複
合
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
目
を
閉
じ
る
と
ボ
ー
ル
は
見
え
な
い
。
水
中
に
差
し
込
ん
だ
鉛
筆

は
、
視
覚
的
に
は
曲
が
っ
て
見
え
て
も
、
触
覚
的
に
は
ま
っ
す
ぐ
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
一
般
に
は
、
こ
の
よ
う
に
身
体
の
あ
り
か

た
に
応
じ
て
変
わ
る
も
の
は
感
覚
と
呼
ば
れ
、
物
体
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
マ
ッ
ハ
は
物
体
と
感
覚
は
別
の
も
の
に
つ
け
ら
れ
た
名
前

で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
両
者
は
同
じ
複
合
体
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
違
い
は
身
体
と
は
無
関
係
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
、
身
体

と
結
び
付
け
て
理
解
す
る
か
の
違
い
で
し
か
な
く
、
同
様
に
物
体
界
と
精
神
界
は
同
一
の
要
素
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
違
い
は
要
素

の
関
連
付
け
の
仕
方
の
違
い
で
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る︵

19
︶

。

こ
の
よ
う
に
、
名
称
を
与
え
実
体
化
す
る
思
惟
の
働
き
に
よ
っ
て
二
元
論
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
る
マ
ッ
ハ
は
、
以
下
の
よ
う
に

主
張
し
て
、
外
な
る
物
体
界
と
内
な
る
精
神
界
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
す
る
と
み
な
す
立
場
を
退
け
て
い
る
。

心
理
的
な
も
の
と
物
理
的
な
も
の
と
の
間
に
隔
た
り
は
存
在
し
な
い
。
内
の
も
の
と
外
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
自
身
と
は

異
な
る
外
部
の
事
物
が
対
応
し
て
い
る
感
覚
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
一
種
類
の
要
素
の
み
で
あ
っ
て
、
内

の
も
の
と
外
の
も
の
と
思
い
込
ま
れ
た
も
の
は
、
そ
の
要
素
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る︵

20
︶

。
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マ
ッ
ハ
は
こ
の
要
素
の
結
合
が
不
可
疑
的
で
確
実
な
知
識
の
出
発
点
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
心
身
二
元
論

と
主
客
二
元
論
と
を
思
惟
に
よ
る
実
体
化
が
生
み
出
し
た
虚
構
と
し
て
否
定
し
、
通
常
は
感
覚
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
要
素
の
み
が

実
際
に
は
存
在
す
る
と
説
い
て
い
る
点
で
、
こ
の
マ
ッ
ハ
の
要
素
一
元
論
と
西
田
の
﹃
善
の
研
究
﹄
の
哲
学
は
、
明
確
に
類
似
し
て
い

る
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
西
田
は
、﹁
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
象
を
生
ず
る
様
に
考
え
て
居
る
。
従
っ
て
精
神
と
物
体
と
の
両
実
在
が
あ
る
と
考
え
て
居
る
が
、
こ
れ
は
凡
て
誤
り
で
あ
る
﹂

︵1:
49 -50

︶
と
明
確
に
心
身
二
元
論
お
よ
び
主
客
二
元
論
を
退
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹁
石
を
我
々
の
主
観
よ
り
独
立
せ
る
或
る
不
可

知
的
実
在
の
力
に
由
り
て
現
じ
た
者
と
す
れ
ば
自
然
と
な
る
。
併
し
此
の
石
な
る
者
を
直
接
経
験
の
事
実
と
し
て
直
に
之
を
見
れ
ば
、

単
に
客
観
的
に
独
立
せ
る
実
在
で
は
な
く
、
我
々
の
視
覚
触
覚
等
の
結
合
で
あ
っ
て
、
即
ち
意
識
統
一
に
由
っ
て
成
立
す
る
意
識
現
象

で
あ
る
﹂︵1:

72

︶
と
、
マ
ッ
ハ
と
同
様
に
、
主
観
か
ら
独
立
の
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
石
は
自
然
現
象
と
み
な
さ
れ
る
が
、
実
際

に
は
我
々
の
感
覚
の
結
合
で
し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
西
田
は
こ
の
引
用
で
、
そ
の
感
覚
の
結
合
は
意
識
統
一
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
西
田
が
考
え
る
純
粋
経
験

は
、
あ
る
目
的
観
念
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
観
念
が
組
織
さ
れ
、
こ
の
組
織
が
完
成
し
た
と
き
に
目
的
が
実
現
し
て
意
識
作
用
が

終
結
す
る
と
い
う
形
で
、
す
な
わ
ち
﹁
一
つ
の
者
が
自
分
自
身
に
て
発
展
完
成
す
る
﹂︵1:52

︶
と
い
う
形
式
で
進
行
す
る
。
そ
れ
を

可
能
に
し
て
い
る
の
が
﹁
統
一
的
或
る
者
﹂︵1:

55

︶
に
よ
る
意
識
統
一
だ
が
、
マ
ッ
ハ
は
こ
の
意
識
統
一
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
な

い
。﹁
マ
ッ
ハ
な
ど
は
経
験
を
目
し
て
感
覚
の
系
列
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
少
し
く
進
ん
で
考
え
る
と
斯
く
切
れ
切
れ

な
感
覚
が
別
々
に
離
在
す
る
と
い
う
の
は
真
に
直
接
な
る
経
験
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
概
念
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
間
接
の
も
の
で
あ

る
。
…
マ
ッ
ハ
な
ど
は
経
験
を
以
て
感
覚
の
結
合
と
見
做
し
て
い
る
が
結
合
と
云
う
か
ら
は
之
を
ま
と
め
る
或
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
﹂︵12:

70

︶
と
西
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
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八

西
田
は
、﹁
主
観
と
客
観
と
は
相
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
実
在
の
相
対
せ
る
両
方
面
で
あ
る
、
即
ち
我
々
の
主
観
と

い
う
も
の
は
統
一
的
方
面
で
あ
っ
て
、
客
観
と
い
う
の
は
統
一
せ
ら
る
る
方
面
で
あ
る
﹂︵1:

64

︶
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
意
識

を
統
一
す
る
も
の
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
要
素
の
み
か
ら
世
界
が
成
っ
て
い
る
と
い
う
マ
ッ
ハ
の
主
張
は
、
西
田
か
ら
す
れ
ば
、
主
観
を

無
視
し
て
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
の
み
を
捉
え
た
も
の
、
一
元
論
を
標
榜
し
て
い
る
が
実
際
に
は
二
元
論
的
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹃
善
の
研
究
﹄
の
﹁
序
﹂
で
﹁
マ
ッ
ハ
な
ど
を
読
ん
で
み
た
が
、
ど
う
も
満
足
は
で
き
な
か
っ
た
﹂︵1:6

︶

と
西
田
が
述
べ
て
い
る
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ッ
ハ
は
西
田
と
は
異
な
り
、
要
素
の
結
合
が
不
可
疑
的
で
確
実
な
知
識
の
出
発
点
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
西
田
の
よ
う
に
意
識
を
統
一
す
る
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
心
身
二
元
論
や
主

客
二
元
論
を
否
定
し
、
思
考
に
よ
る
実
体
化
以
前
の
要
素
の
結
合
の
み
が
実
際
に
は
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
点
で
、
マ
ッ
ハ

の
哲
学
は
﹁
豪
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
の
儘
の
状
態
﹂︵1:

9

︶
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
実
在
と
み
な
す
西
田
の

﹃
善
の
研
究
﹄
と
共
通
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
に
お
け
る
純
粋
経
験
概
念

三
―
一
　
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
観

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
一
八
七
七
年
に
﹃
科
学
的
哲
学
季
刊
誌
﹄︵Vierteljahrsschrift für w

issenschaftliche P
hilosophie

︶
を
創
刊

し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
哲
学
を
科
学
的
哲
学
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
が
満
た
す
べ
き
条
件
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
偶
然
的
で
ま
と
ま
り
の
な
い
メ
モ
と

は
異
な
り
、
科
学
は
す
べ
て
の
個
々
の
事
物
に
共
通
す
る
一
般
的
な
特
徴
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
本
質
を
含
む
概
念
を
作
る
こ
と

で
、
素
材
を
概
念
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
う
し
て
獲
得
さ
れ
た
低
次
の
概
念
か
ら
よ
り
多
く
の
事
物
を
統
一
す
る
高
次
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の
概
念
を
導
出
し
概
念
体
系
を
作
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
事
物
を
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
の
知
識
と
は
異
な
る
科
学
的
知

識
の
特
徴
は
、
対
象
を
こ
の
概
念
体
系
に
お
い
て
分
類
し
つ
つ
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る︵

21
︶

。

第
二
に
、
科
学
は
経
験
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
素
材
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幻
覚
を
も
と
に
概
念
体
系
を
作
っ
て
も
第

一
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
概
念
体
系
は
現
実
的
で
な
い
た
め
、
科
学
に
は
な
ら
な
い
。
現
実
的
な
概
念
体
系
を
得

る
に
は
、
現
実
に
経
験
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
の
み
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る︵

22
︶

。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
考
え
る
科
学
的
哲
学
は
、
こ
れ
ら
双
方
の
条
件
を
満
た
す
と
い
う
点
で
、
経
験
科
学
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
経
験
科
学
は
ど
れ
も
特
殊
科
学
で
あ
っ
て
、
自
分
の
特
殊
な
専
門
領
域
に
属
す
る
事
物
を
統
一
す
る
概
念
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き

て
も
、
す
べ
て
の
事
物
を
統
一
す
る
最
高
の
一
般
概
念
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
科
学
的
哲
学
は
一
般
科
学
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
科
学
が
獲
得
し
た
概
念
を
さ
ら
に
統
一
す
る
こ
と
で
、
最
も
一
般
的
な
概
念
を
導
き
出
し
、
統
一
的
世
界
を

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る︵

23
︶

。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
す
べ
て
の
特
殊
科
学
の
対
象
を
統
一
す
る
概
念
体
系
は
、
最
小
力
量
の
原
理
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
把
握
す
る
際
の
力
の
消
費
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
成
果
が
で
き
る
だ
け
大
き
く
な
る

よ
う
に
概
念
体
系
は
作
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
何
か
未
知
の
個
物
を
そ
の
個
物
自
身
の
表
象
を
通
し
て
理
解
し
て
も
、
た
だ
の
再
認
識
に

し
か
な
ら
ず
、
そ
の
表
象
の
内
容
は
増
え
な
い
。
一
方
、
そ
の
未
知
の
も
の
を
一
般
概
念
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
場
合
、

そ
の
概
念
の
内
容
が
増
え
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
概
念
に
属
す
る
ほ
か
の
も
の
も
共
に
思
考
さ
れ
る
。
だ
が
ど
ち
ら
の
理
解
を
す
る
と

き
も
、
労
力
の
消
費
量
は
変
わ
ら
な
い
。
概
念
把
握
は
、
最
小
力
量
の
原
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
る︵

24
︶

。

さ
ら
に
、
複
数
の
概
念
の
う
ち
有
力
な
も
の
を
中
心
と
し
て
ほ
か
の
概
念
が
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
、
概
念
の
体
系
化
が
進
む
と
、
そ
の

中
心
概
念
以
外
の
も
の
は
使
う
必
要
が
な
く
な
り
、
概
念
把
握
の
た
め
に
要
す
る
労
力
も
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
新
し
い
事
物
に
遭
遇

し
新
し
い
表
象
を
手
に
入
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
な
ん
ら
か
の
中
心
概
念
と
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
容
易
に
概
念
把
握
を
す
る
こ
と
が
で
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き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
、
概
念
体
系
の
構
築
は
最
小
力
量
の
原
理
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
、
科
学

的
哲
学
は
こ
の
最
小
力
量
の
原
理
に
従
っ
て
対
象
全
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る︵

25
︶

。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
が
構
想
す
る
こ
の
科
学
的
哲
学
は
、
特
殊
科
学
に
対
す
る
一
般
科
学
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
思
弁
哲

学
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
科
学
的
哲
学
は
思
弁
哲
学
と
は
異
な
り
、
経
験
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
素
材
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い︵

26
︶

。
し
か
も
そ
の
経
験
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
経
験
で
は
な
く
、
科
学
的
経
験
あ
る
い
は
純
粋
経
験
と
ア
ヴ
ェ

ナ
リ
ウ
ス
が
呼
ぶ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︵

27
︶

。

三
―
二
　
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
純
粋
経
験
概
念

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
意
味
で
の
経
験
に
は
、
経
験
の
う
ち
で
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
カ
ン
ト
が
示
し
た
よ
う
に
﹁
因
果
性
と
実
体
性
は
、
我
々
が
そ
れ
を
通
し
て
経
験
の
素
材
を
思
考
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
﹁
悟
性

概
念
﹂
で
し
か
な
い
﹂
︵
28
︶の

で
あ
り
、﹁
現
に
経
験
さ
れ
た
素
材
と
共
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
共
に
経

験
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
経
験
す
る
者
の
思
惟
に
よ
っ
て
挿
入
︵hineinlegen

︶
さ
れ
た
規
定
﹂
︵
29
︶で

し
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
我
々
は
動
く
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
動
か
す
も
の
と
し
て
の
力
は
経
験
の
う
ち
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
同
じ
よ
う
に
、
我
々
は
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
に
続
く
と
い
う
こ
と
は
経
験
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
続
く
と
い
う
強
要
、
す
な
わ

ち
運
動
の
必
然
性
は
経
験
し
な
い
。
そ
し
て
因
果
性
は
後
の
出
来
事
が
強
要
さ
れ
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
強
要
が

経
験
さ
れ
な
い
以
上
因
果
性
も
経
験
さ
れ
な
い︵

30
︶

。

同
じ
く
、
実
体
も
経
験
さ
れ
て
は
い
な
い
。
言
葉
を
通
し
て
対
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
主
語
と
な
る
不
変
の
一
つ
の
事

物
と
、
述
語
と
な
る
変
化
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
が
区
別
さ
れ
る
。
次
に
性
質
は
事
物
に
依
存
す
る
も
の
、
事
物
は
性
質
か
ら
独
立
に

存
在
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
事
物
は
不
変
で
自
存
す
る
実
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
実
体
は
言
葉
を
通
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し
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
経
験
の
う
ち
で
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い︵

31
︶

。

ま
た
我
々
は
、
他
の
人
が
事
象
を
知
覚
、
経
験
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
経
験
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
事
象
を
知

覚
、
経
験
、
認
識
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
も
事
象
を
知
覚
、
経
験
、
認
識
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
他
の
人
に
そ
の
内
的
世
界

を
挿
入
あ
る
い
は
投
入
︵Introjektion

︶
し
、
そ
れ
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る︵

32
︶

。
思
惟
に
よ
っ
て
経
験
の
う
ち
に
挿
入
さ
れ
た
こ
れ

ら
因
果
性
と
実
体
性
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
や
、
他
の
人
へ
と
投
入
さ
れ
た
内
的
世
界
を
経
験
か
ら
除
去
す
る
こ
と
で
得
ら

れ
る
の
が
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
言
う
﹁
純
粋
経
験
﹂
︵
33
︶で

あ
る
。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
内
的
世
界
の
投
入
に
よ
っ
て
、
外
的
世
界
と
内
的
世
界
の
区
別
、
知
覚
さ
れ
る
事
象
と
知
覚
す
る
個

人
の
区
別
、
ひ
い
て
は
客
観
と
主
観
と
の
二
元
論
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
的
対
象
と
し
て
の
客
観
は
主
観
の
知
覚
に
働
き
か
け

る
も
の
で
、
主
観
は
そ
の
外
的
対
象
と
は
異
な
る
主
観
的
な
表
象
し
か
認
識
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
外
的
対
象
は
間

接
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
も
の
、
経
験
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
認
識
不
可
能
で
存
在
し
な
い
に
等
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
る︵

34
︶

。
し
か
し
、
私
が
周
辺
の
事
物
を
経
験
す
る
と
い
う
と
き
、
実
際
に
は
私
自
身
も
事
物
と
同
様
に
経
験
さ
れ
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、

そ
も
そ
も
経
験
と
は
主
観
が
客
観
あ
る
い
は
対
象
を
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
と
事
物
は
む
し
ろ
経
験
の
二
つ
の
項
と
し
て
理
解

す
る
の
が
正
し
い
。
両
項
は
も
ち
ろ
ん
全
く
同
じ
で
は
な
く
、
私
と
い
う
項
は
知
覚
や
思
想
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
、
比
較

的
恒
常
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
事
物
と
い
う
項
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
だ
が
両
項
は
不
可
分
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
経
験
成
立
の
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
の
で
、
こ
れ
ら
は
原
理
的
協
調
︵P

rinzipialkoordination

︶
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。
同
様
に
、
私
と
他
の

人
物
の
間
で
も
、
他
の
人
物
と
そ
の
周
辺
の
事
物
の
間
で
も
、
こ
の
原
理
的
協
調
が
成
立
し
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
主
張
し
て
、
二
元
論
を
退
け
る
の
で
あ
る︵

35
︶

。

以
上
の
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
は
、
マ
ッ
ハ
と
同
じ
く
西
田
の
﹃
善
の
研
究
﹄
と
複
数
の
点
で
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
先
に
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も
触
れ
た
と
お
り
、﹃
善
の
研
究
﹄
の
冒
頭
で
は
、﹁
実
は
何
等
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
﹂︵1:

9

︶
普
通
の
意
味
で
の
経
験
に
対
す

る
、﹁
豪
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
の
儘
の
状
態
﹂︵
同
︶
が
純
粋
経
験
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
西
田
は
﹁
経
験
は

個
人
的
で
あ
っ
て
空
間
時
間
因
果
の
範
疇
に
当
て
嵌
ま
っ
た
も
の
﹂︵1:

182

︶
と
い
う
カ
ン
ト
の
考
え
を
﹁
独
断
﹂︵1:182

︶
と
し
て

退
け
て
い
る
。
こ
の
西
田
の
考
え
は
、
思
惟
が
挿
入
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
な
ど
を
取
り
除
い
た
も
の
が
純
粋
経
験
で
あ
る
と

す
る
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
西
田
が
純
粋
経
験
を
﹁
凡
て
の
知
識
の
出
立
点
﹂︵1:

42

︶
と
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
科
学
的
哲
学
は
純
粋
経
験
に
も
と

づ
く
べ
き
だ
と
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
﹁
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
象
を
生
ず
る
﹂︵1:

49

︶
と
い
う
考
え
を
﹁
誤
り
﹂︵1:

50

︶
と
す
る
西
田
と
同
じ
く
、
ア
ヴ
ェ
ナ

リ
ウ
ス
は
主
客
二
元
論
を
退
け
て
い
る
。
思
惟
が
入
る
以
前
の
経
験
を
純
粋
経
験
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
、
そ
れ
を
知
識
の
出
発
点

と
み
な
し
て
い
る
点
、
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
主
客
二
元
論
の
否
定
を
含
意
し
た
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
西
田
と

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
は
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
マ
ッ
ハ
と
同
じ
く
、
西
田
が
意
識
統
一
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
西

田
が
﹁
マ
ッ
ハ
な
ど
は
経
験
を
以
て
感
覚
の
結
合
と
見
做
し
て
い
る
が
結
合
と
云
う
か
ら
は
之
を
ま
と
め
る
或
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
﹂︵12:70

︶
と
批
判
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
西
田
は
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
、
私
と
そ
の
周
り
に
あ
る
事
物
を

ま
と
め
て
原
理
的
協
調
と
い
う
関
係
を
成
立
さ
せ
る
も
の
が
必
要
だ
、
と
い
う
批
判
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

強
い
て
言
う
な
ら
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
そ
の
関
係
は
体
系
C
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
た
と
え
ば
、
庭
に
新
し
く
木
を
植
え
て
か
ら
友
人
を
家
に
招
き
、
友
人
が
そ
れ
を
見
て
﹁
新
し
い
木
だ
﹂
と
言
っ
た
と
す
る
。
こ

の
と
き
、
木
と
い
う
事
物
が
友
人
の
発
言
内
容
の
変
化
条
件
に
な
っ
て
お
り
、
友
人
の
知
覚
や
感
情
な
ど
は
木
と
い
う
事
物
に
依
存
し

て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
神
経
系
に
異
常
が
あ
る
と
き
は
、
木
が
友
人
に
そ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
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は
な
い
た
め
、
周
辺
の
事
物
か
ら
の
刺
激
に
対
応
す
る
神
経
系
も
、
友
人
の
変
化
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
同
じ
く
、
周
辺
の

事
物
は
、
私
の
神
経
系
を
介
し
て
、
私
の
知
覚
や
感
情
の
変
化
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
私
や
友
人
と
そ
の
周
辺
の
事
物
と
の
関
係
は
、

事
物
の
刺
激
に
対
応
す
る
神
経
系
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
。
こ
の
神
経
系
を
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス

は
体
系
C
と
呼
ぶ︵

36
︶

。

し
か
し
こ
の
体
系
C
と
い
う
物
理
的
な
存
在
に
よ
っ
て
意
識
統
一
が
な
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
、
西
田
が
同
意
す
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。﹁
自
然
と
は
、
具
体
的
実
在
よ
り
主
観
的
方
面
、
即
ち
統
一
作
用
を
除
き
去
っ
た
も
の
で
あ
る
﹂︵1:

67

︶
と
言
わ
れ
て
い
る

と
お
り
、
西
田
は
物
理
的
な
存
在
を
意
識
統
一
す
る
も
の
と
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
実
在
と
し
て
の
純
粋
経
験
か
ら
統
一
作
用
を

抽
象
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
西
田
に
と
っ
て
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
哲
学
は
、
マ
ッ
ハ
と
同
じ
く
統
一
作
用

と
し
て
の
主
観
を
無
視
し
て
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
を
捉
え
た
も
の
、
一
元
論
を
標
榜
し
て
は
い
る
が
実
際
に
は
二
元
論
的
な

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
が
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
、
純
粋
経
験
の
意
識
統
一
を
﹁System

 C

と
い

う
様
な
も
の
を
基
と
し
て
説
明
す
る
﹂︵1:

182
︶
点
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る
統
一
力
と
し
て
の
思
惟

こ
の
よ
う
に
西
田
は
、
純
粋
経
験
を
統
一
す
る
作
用
す
な
わ
ち
実
在
の
主
観
的
側
面
を
無
視
し
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的

側
面
し
か
捉
え
て
い
な
い
点
、
本
人
の
主
張
に
反
し
て
二
元
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
マ
ッ
ハ
と
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス

の
問
題
点
を
見
出
し
て
い
る
。

﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
、
そ
の
統
一
作
用
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
﹁
統
一
作
用
の
頂
点
﹂

︵1:
13

︶
と
さ
れ
る
の
は
意
志
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
意
志
は
、
目
的
観
念
が
生
じ
る
と
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
さ
ま

ざ
ま
な
観
念
を
結
合
し
て
、
現
実
の
行
動
に
移
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
働
く
。
そ
の
と
き
観
念
の
統
一
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
行
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為
に
よ
っ
て
目
的
が
実
現
す
れ
ば
、
主
観
と
し
て
の
意
志
作
用
と
そ
の
対
象
も
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
志
が
統
一
作
用
の
頂
点

と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
﹁
意
志
は
主
客
の
統
一
﹂︵1:

13

︶
と
み
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
証
主
義
の
哲
学
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、﹁
思
惟
も
一
種
の
統
覚
作
用
で
あ
っ
て
、
知
識
的
要
求
に
基
づ
く
内
面
的
意
志
で
あ

る
。
我
々
が
思
惟
の
目
的
を
達
し
得
た
の
は
一
種
の
意
志
実
現
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂︵1:

27

︶
と
あ
る
よ
う
に
、
思
惟
も
統
一
作
用
と

み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

西
田
の
考
え
で
は
、
実
在
と
し
て
の
純
粋
経
験
は
、
統
一
と
分
裂
を
繰
り
返
し
な
が
ら
自
己
発
展
す
る
。
思
惟
は
そ
の
分
裂
の
状
態

の
と
き
に
現
れ
る
作
用
で
、
純
粋
経
験
を
再
統
一
す
べ
く
働
く
。
た
と
え
ば
、
空
中
で
は
ま
っ
す
ぐ
な
棒
が
水
中
で
は
折
れ
て
見
え
る

と
い
う
事
実
は
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
な
さ
れ
、
光
の
屈
折
と

い
う
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
が
手
に
入
る
と
、
こ
の
事
実
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
分
裂
状

態
に
あ
っ
た
経
験
は
、
思
惟
の
働
き
を
経
て
、﹁
小
な
る
統
一
よ
り
大
な
る
統
一
﹂︵1:

27

︶
へ
と
進
ん
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
﹁
思
惟
は
大
な
る
意
識
体
系
の
発
展
実
現
す
る
過
程
﹂︵1:

21

︶
で
あ
り
、﹁
思
惟
の
作
用
も
純
粋
経
験
の
一
種
﹂

︵1:
17

︶
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
惟
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、﹃
善
の
研
究
﹄
は
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
が
批
判
す
る
実
証
主
義
、
す
な
わ
ち

﹁
純
粋
経
験
の
認
識
原
理
を
哲
学
の
唯
一
の
基
礎
と
す
る
試
み
﹂
と
は
明
確
に
異
な
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
桑
木
と
フ
ォ
ル
ケ
ル

ト
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
は
共
通
し
て
、
純
粋
経
験
は
思
惟
以
前
の
経
験
を
指
す
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
り
、
マ
ッ
ハ
は
思
惟
に
よ
る

実
体
化
を
虚
構
と
し
て
退
け
て
い
た
。
西
田
も
純
粋
経
験
は
﹁
豪
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
の
儘
の
状
態
﹂︵1:

9

︶
で

あ
る
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
西
田
は
こ
の
よ
う
な
思
慮
分
別
以
前
の
不
可
疑
的
な
知
の
出
立
点
と

し
て
の
経
験
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
分
裂
と
統
一
を
経
て
獲
得
さ
れ
た
経
験
も
純
粋
経
験
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
分
裂
状
態
か
ら

経
験
を
再
統
一
す
る
思
惟
を
純
粋
経
験
の
一
部
と
し
て
い
る
。
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し
か
も
西
田
は
、﹁
真
理
と
は
我
々
の
経
験
的
事
実
を
統
一
し
た
者
で
あ
る
﹂︵1:27

︶、﹁
真
理
を
知
る
と
か
之
に
従
う
と
か
い
う
の

は
、
自
己
の
経
験
を
統
一
す
る
謂
で
あ
る
﹂︵
同
︶
と
も
述
べ
て
い
る
。
西
田
に
と
っ
て
、
思
惟
に
よ
っ
て
経
験
を
再
統
一
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
真
理
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
西
田
の
立
場
は
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
が
批
判
す
る
﹁
純

粋
経
験
の
認
識
原
理
を
哲
学
の
唯
一
の
基
礎
と
す
る
試
み
﹂
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
純
粋
経
験
の
他
に
思
惟
も
認
識
の
源
泉
と
し
て
認

め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
立
場
に
近
い
と
言
え
る
。
実
証
主
義
の
認
識
論
に
対
す
る
﹃
善
の
研
究
﹄
の
特
徴
は
、
経

験
を
再
統
一
す
る
働
き
と
し
て
の
思
惟
を
純
粋
経
験
の
一
部
と
し
た
点
、
思
惟
を
通
し
て
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
説
い
た
点

に
あ
る
の
で
あ
る
。

結

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
は
、
19
世
紀
ド
イ
ツ
語
圏
の
実
証
主
義
の
認
識
論
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
と

し
て
、
桑
木
厳
翼
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
純
粋
経
験
概
念
と
西
田
の
純
粋
経
験
概
念
は
、
思
惟
が
入
る
以
前

の
経
験
と
さ
れ
て
い
る
点
、
不
可
疑
的
で
確
実
な
知
識
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
、
主
客
二
元
論
の
否
定
を
含
意
し
た
も
の
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
西
田
は
、
桑
木
経
由
で
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
と
い
う
概
念
を
学
び
、
そ
れ
を
引
き
継

い
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
マ
ッ
ハ
や
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
と
西
田
の
哲
学
に
は
明
ら
か
な
相
違
点
が
あ
る
。
西
田
の
み

が
、
純
粋
経
験
を
再
統
一
す
る
作
用
と
し
て
思
惟
を
捉
え
、
思
惟
も
ま
た
純
粋
経
験
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

桑
木
は
新
し
い
認
識
論
の
名
の
も
と
に
、
純
粋
経
験
の
み
で
は
一
貫
性
の
あ
る
認
識
論
を
構
築
で
き
な
い
、
純
粋
経
験
の
他
に
思
惟

も
認
識
の
源
泉
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
批
判
を
紹
介
し
、
自
身
も
同
様
に
実
証
主
義
を
批
判
し
て

い
る
。﹃
善
の
研
究
﹄
は
そ
れ
に
対
し
て
、
思
惟
も
純
粋
経
験
に
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
純
粋
経
験
の
み
を
知
の
源
泉

と
す
る
立
場
を
擁
護
す
る
著
作
に
な
っ
て
い
る
。
西
田
は
、
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
批
判
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
独
自
の
工
夫
を
加
え
つ
つ
、
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批
判
さ
れ
て
い
た
実
証
主
義
の
純
粋
経
験
概
念
を
受
け
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

凡
例

西
田
幾
多
郎
﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三

－

二
〇
〇
九
年
︶
か
ら
の
引
用
は
、︵
巻
号
：
ペ
ー
ジ
数
︶
と
い
う
形
で
引
用
元
を
示
し
た
。
た

だ
し
、
旧
仮
名
遣
い
、
旧
送
り
仮
名
等
は
現
代
の
も
の
に
改
め
た
。
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The concept of pure experience appeared first in an 1898 article by Genyoku 
Kuwaki and not in Kitarō Nishida’s An Inquiry into the Good (1911). In addition, 
this article introduced a criticism of positivist epistemology. Although the con-
cept of pure experience used in the article and Nishida’s concept of pure expe-
rience share many similarities, they are not identical. Unlike Mach and Avenari-
us, for Nishida, thought is one of the unifying acts of pure experience and so is 
part of pure experience. This view may be understood as a response to the crit-
icism of positivist epistemology introduced by Kuwaki. His article states that to 
construct a coherent epistemology, one must rely on thought in addition to pure 
experience rather than be based solely on pure experience, as is the case in 
positivism. In contrast, An Inquiry into the Good is a work defending the posi-
tion that pure experience alone is the source of knowledge by arguing that 
thought is also included in pure experience. Nishida inherited the positivist con-
cept of pure experience, which was criticized while adding his own twist to 
withstand the criticism introduced by Kuwaki.
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