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は
じ
め
に

一
九

=

(明
治
四
四
)
年
、
西
田
幾
多
郎

は

『善

の
研
究
』
を
世
に
出
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た
純
粋
経
験

(あ
る
い
は
直
接
経

験
)
の
立
場
が
た
だ
ち
に
学

界
や
世
間
に
正
し
く
理
解

さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
。
そ

こ
に
は
多

く

の
誤
解
さ
え
生
じ

る
。
こ
う
し
た
誤
解

を
解
く
た
め
に
も
、
ま
た
広
く
西

田
の
立
場
が
理
解
さ
れ
る
た
め

に
も
、

一
定

の
議
論
は
必
要
だ
と
言
え

よ
う
。
西
田
自
身
も
ま

た
そ

の
た
め

(
1

)

に
批
評
を
望

ん
で
い
た

の
で
は
な
か

っ
た
か
。
西
田
は
生
涯
幾

つ
か

の
批
評
を
受
け
、
そ
し
て
ま
た
こ

の
批
評
が
彼
自
身

の
思
索

の
発
展

に
大

き
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え

て
も

い
っ
た
。

こ
う
し
た
批
評

の
嗜
矢
と
も
言
う

べ
き
も

の
が
高
橋
里
美

の
批
評

で
あ
る
。

高
橋

は
当
時
ま
だ
東
大
を
卒
業
し
た
ば
か
り

の
若
き
文
学
士

で
あ

っ
た
。

一
九

一
二

(明
治
四
五
)
年
、
『
哲
学
雑
誌

』
五
、
六
月
号

に
彼
は

「
意
識
現
象

の
事
実

と
そ

の
意
味
」
(以
下

『批
評
』
と
略
す
)
と

い
う
論
文
を

発
表

し
た
。

こ

の
論
文

は
先
輩

の
宮
本
和
吉

に
進

め
ら
れ

て
書

い
た
も

の
だ
と

い
う
が
、

こ
れ
は
西
田

の

『
善

の
研
究
』
を
読

ん
で
の
、
高
橋

の
真
摯
な
批
評

で
あ
る
。
こ
の
若
き
学
徒

の
批
評
に
対

し
て
西

田
は
直
ち
に
筆
を
と
り
答
え
を
書

い
た
。

こ
の
西
田

の
論
文

「
高
橋

(
里
見
)
文
学
士

の
拙
著

『善

の
研
究
』
に
対
す

る
批
評
に
答
う
」
(以
下

『答
う
』
と
略
す
)
は
、
同
年
九
月
号

の

『
哲
学
雑
誌
』
に
掲
載

さ
れ
た
。

こ

の
両
者

の
対
論

は
当
時
学
界

の
大
き
な

関
心
を

よ
ん
だ
と

い
う



(
2

)

こ
と
が
伝
え

ら
れ
て

い
る
。

こ
の
時
期
、

つ
ま

り

『
善

の
研
究
』
か
ら
次

の
大
著

で
あ

る

『自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
(
一
九

一
三

・
大
正
二
年
よ
り
雑
誌
に
発
表
)

へ

と
至

る
お
よ
そ
二
年
余

の
時
期
は
、
前
者

の
純
粋
経
験

の
立
場

が
後
者

の
自
覚

の
立
場

へ
と
移
行
し
て

い
く
時
期
だ
と
言

っ
て
よ

い
。
そ

の
意

(
3

>

味
か
ら
、
こ

の
時
期
を

「
自
覚

」
前
夜
と
呼
ぶ
こ
と

が
許
さ
れ
よ
う

。
以
下
、
本
稿

で
は
高
橋

の

『
批
評
』
と
西

田
の

『
答
う
』
を
中
心

に
、

と
り
わ
け
そ
こ
で
論

じ
ら
れ
る
純
粋
経
験

の
理
解
を

め
ぐ
る

い
く

つ
か

の
間
題
を
見
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
の

「
自
覚
」
前
夜

に
お
け
る
西

田

の
思
索

の
風
景

の

一
面
を
明
ら
か

に
し
て
み
た

い
と

思
う
。

二

「純
粋
の
程
度

」
と
は
?
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『善

の
研
究

』
に
お

い
て
西

田
は
、
純
粋
経
験

の
本
性
は
そ

の
統

一
に
あ

る
と
述

べ
た
う
え

で
、
さ
ら
に

こ
の
統

一
が
破

れ
た
状
態

つ
ま
り

不
統

一
の
状
態

が
考
え

ら
れ
る
が
、
「
し
か
し
こ

の
統

一
、
不
統

一
と

い
う

こ
と
も
、
よ
く
考
え

て
見
る
と
畢
寛
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

ろ
う
」
(西
田

や
一
〇
)
と
述

べ
て
い
た
。
高
橋
は

『
批
評
』
で
、
こ
の

「
程
度

の
差
」

と

い
う

西

田
の
表

現
に
不
満
を
表
明
す
る
。
「
果
た

し
て
氏

の
言
わ
れ
る
が
如
く
に
純
粋

経
験

の
本
性
は
統

一
で
あ

っ
て
、
そ

の
統

一
は
又
氏

の
言
わ
れ
る
が
如
く
程
度
上

の
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
純
粋
経
験
其
者
も
程
度
上

の
も

の
と
な
り
、
主
客
未
分
だ
と
か
、
知
識
と
対
象
と

の
け

じ
め
が
な

い
と
か
、
事
実
そ

の
ま
ま

の
経
験
と

か

い
っ
た
と

こ
ろ
で
、
要
す

る
に
そ
う
思
わ
れ
、
そ
う
感
じ
ら
れ
る
と

い
う

の
み
で
、
そ

の
実
、

純
粋
直
接

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
出
来
な
く
な
る
」
(
高
橋

℃
●お
N
)。

高
橋

の
論
点

は
、

「
純
粋
」
あ

る

い
は

「
直

接
」

の
意
味

に
は

「
程
度
を
廃
す

る
」
と

い
う

こ
と

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う

で
な
け
れ
ば

純
粋
経
験
は
そ

の
ま
ま
不
純
粋
経
験
と
も
な
り
、
そ

こ
か
ら

「
純
粋
度
」
(高
橋
は
こ
う
は
言
っ
て
い
な
い
が
)
な
ど
と

い
う
よ
う
な
問
題
と
も
な

り
、
極

め
て
主
観
的
色
合

い
を
帯
び
て
く

る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
、
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど

こ
の
高
橋

の
指
摘
は
、

一
般
的
な

「
純
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粋
」
概
念

に
立

っ
た
も

の
と
し
て
成
立
す

る
論
議
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
西
田
の
立
場
は
、

こ
う

し
た
高
橋

の
立

つ
通
俗
的
意
味

で
の

「
純
粋
」

の
理
解
を

越
え
た
も

の
で
あ
る
。
高
橋
は
純
粋
経
験
を
静
止
的
直
観

の
よ
う
な
も

の
と

み
て

い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ

の
よ
う

に
み
る
な
ら
ば
、

た
し
か
に

A
は
A
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
と
同
様
、
「
純
粋
」
は
あ
く
ま

で

「
純
粋
」

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
だ

ろ
う
。

こ
れ
に
対
し

て
西

田
は
答
え

る
。
「余

の
純
粋
経
験
と

い
う

も

の
は
単

に
静
止
的
直
観

の
如
き
も

の
で
は
な
く

し
て
、
活

動
的
発
展

で
あ

る
、
…
…
直
接
と

か
純

粋
と
か

い
う

こ
と
と
活
動
的
と

い
う

こ
と

と
は
同

一
で
あ

る
と
思
う
。
か
ぐ
考
え
た
な
ら
ば
、
純
粋
と

い
う

こ
と
は
程
度

の
差
を
認
め
る
と

い

う

こ
と
と

必
ず
し
も
矛
盾
す

る
と

も

い
わ
れ
ぬ

で
は
な
か

ろ
う

か
」
(
西
田

,
ω
O
ω
)。

こ
こ
に
は
西

阻
独
自

の

「
純
粋
」
理
解
が
あ

る
と

い
え

よ
う
。

す

で
に

『
善

の
研
究
』

に
お

い
て
も
、
意

識
は
本
来

「
体
系
的
発
展
」
(
同

巳

ら。
)
で
あ

る
と
述

べ
ら
れ

て
い
た
。
純
粋
経
験

は

「
事
実

そ

の
ま
ま

の
現
在
意
識
」
(
同

三

〇
)
で
あ

る
が
、

さ
ら

に
こ

の
現
在
意
識

そ
の
も

の
が
活
動
、
発
展
す

る
と

い
わ

れ
る
。

し
た
が

っ
て
西

田
の

意
識
は
、

そ
の
当
初
か
ら
決
し
て
静
止
し
た
も

の
で
は
な
く
、
常
に
活
動
的
な
意
識
を
意
味
す
る
と

い
っ
て
よ

い
。

こ
こ
で
活
動
と
は
不
断

の

運
動

で
あ

る
が
、
そ

こ
に
は
当
然
動
き

の
強
弱
が
あ

る
。

こ
こ
で
西

田
は
、
「
直
接

と
か
純
粋
と
か

い
う

こ
と
と
活
動
的
と

い
う

こ
と
は
同

一

で
あ

る
」
と
言
う
。
活
動
的
と

い
う

の
は
、

つ
ま
り
活
動
す

る
者

の
形
容

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
活
動
者

(西
田
は

「統

一
的
或
者
」
と
か

=

般

的
或
者
」
と
か
い
う
)
の
在
り
方

が
活
動
的
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
直
接
」
「
純
粋
」

の
意
味
だ
と

い
う
わ
け

で
あ

る
。
「
純
粋
」
が

「
程
度
」

と
矛

盾
し
な

い
と

い
う

こ
と

は
、
そ
う

し
た
意
味
か
ら
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。

つ
ま

り

「
純
粋
」
と
は
活
動
的

で
あ

る
こ
と

で
あ

り
、
「
程
度
」
と

は
活
動

の
強
弱
な

の
で
あ

る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ

は
西
田
の
純
粋
経
験

の
独
特
な
性
格
を
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
。

一
方
、
高
橋

の
解
す

る

「
純
粋
」
は
、
む
し
ろ
非
活
動
的

で
あ
る
こ
と

で
あ
り
、
純
粋
と

は
静
止
的
統

一
と
同
義
と
見

て
い
る
の
で
あ

る
か

ら
、

こ
こ
に
は

「
純
粋
」
概
念
を

め
ぐ
る
両
者

の
く

い
違

い
が
あ
る
こ
と

は
明
ら
か

で
あ

る
。
高
橋

の
主
張
は
、
「
純
粋
」

に
は
程
度
と

い
う

こ
と
は
あ
り
え
な

い
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
が
、
じ

つ
は
こ

の
主
張

の
背
後
に
は
、
も
し
純
粋
経
験
に
程
度
を
認
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

一
般

に
経
験
的
事

実
と
そ

の
意
味
と

い
う
区
別
が
な

っ
て
し
ま
う
と

い
う

(高
橋
に
と
っ
て
)
由

々
し
き
問
題
が
あ

る
の
で
あ
る
。

こ

の
事
実
と
意



味

の
問
題

の
詳
論
は
後
述
す
み
が
、
こ
う
し
た
問
題
が
提
起

さ
れ
る
背

景
に
は
、

や
は
り
当
時

の
新

カ
ン
ト
派
的
認
識
論

の
影
響
を
考
え
ざ

る

を
え

な

い
。
す
な
わ
ち
新
カ

ン
ト
派

で
は
、
事
実
と
意
味

の
峻
別
は
文
化
的
価
値

の
独
立
を
証
す

る
論
拠
と

し
て
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。

例
え
ば

リ

ッ
ケ
ル
ト
は
、
実
在

は
せ
ず
単

に
妥
当
す

る

「
当
為
」
あ

る
い
は

「
価
値
自
体
」
と

い
う
も

の
を
考
え
た
。

こ
こ
で
の
高
橋

の
立
場

は
こ
う

し
た
新
カ

ン
ト
派
的
な
事
実
と
意
味
と
を
峻
別
す
る
立
場
と

い
え
、
西
田

の
よ
う
に
こ

の
両
者
を

一
つ
の
意
識

へ
と
還
元
し
よ
う
と
す

(
4

)

る
こ
と

は
、

こ
の
峻

別

の
積
極
的
意
義
を
無

に
し
て
し
ま
う

も

の
と
高
橋

に
は
見
ら
れ
た

の
で
あ

る
。

三

「
発
展
」
を
め
ぐ

っ
て

西田哲学と純粋経験107

高

橋

の
批
評

に
お

け
る
論
点

の

一
つ
に
、
西

田
の

い
う
意
識

の

「
発
展
」
に

つ
い
て
の
問
題
が
あ

る
。
『
善

の
研
究
』

で
、
真
実
在

の
あ
り

か
た
に

つ
い
て
、
西
田
は
た
と
え
ば

こ
う
言

っ
て

い
た
。
「
ま
ず
全
体
が
含
蓄
的

ぎ
嘗

葺

に
現
れ
る
、
そ
れ
よ
り

そ
の
内
容
が
分
化
発
展
す
る
、

而

し

て
こ

の
分
化
発

展
が
終
わ

っ
た
時
実
在

の
全
体

が
実
現
せ
ら
れ
完
成

せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
」
(西
田

,
①
ω
)
。
西
田
は
、

こ
の
発
展

の
あ
り

方

に

つ
い
て
具
体
的
な
例
を
そ

こ
で
挙
げ

て

い
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
の
文
章
を
意
識

の
う
え
に
想
起
す

る
と
す
る
。
初
め

の
主
語
が
意
識
さ
れ

た
と

き
、
そ
こ
に
す

で
に
文
章
全
体
が
暗

に
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
し
て
種

々
の
述
語
が
現
れ

て
来
る
と
き
、
そ

の
内
容
が
発
展
実
現
さ
れ
る

の

で
あ

る
、
と
。

し
か
し

こ
こ
に
高
橋
か
ら

一
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
純
粋
経
験
は
意
識

の
発
展

の
ど

の
部
分
に
成
立
す
る

の
か
」
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
西

田
に
と

っ
て
は
そ
う

し
た
問
題
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な

い
も

の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
純
粋

経
験
と
意
識
と
は
同
義

で
あ

り
、
発
展
と

い

っ
て
も
部
分
的
成
立
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
橋

の
問
題
提
起
を
生
む
原
因
が
西
田
に
な

い
わ

け

で
は
な

い
。
高
橋

は
発
展

に

つ
い
て
、
前
記

の
西

田
の
言
葉
を
踏

ま
え

て
、

こ
う
念
を
押
す
。
発
展
と
は
何

か
。
「
発
展
と

は
始
め
に
含
蓄

的

に
あ

っ
た
そ

の
も

の
が
実
現
す

る
が
故
に

こ
そ
発
展
な

の
で
あ
る
」
(高
橋

竃

8
)。
こ
れ
は
西

田
の
主
張

の
繰
返
し
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
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高
橋

に
よ
れ
ば
、
こ
の
実
現
過
程
こ
そ
が
問
題
で
あ

る
。
最
初

の
含
蓄
的
な
も

の
の
実
現
過
程
、
つ
ま
り
そ

の
分
化
発
展

の
途
上

に
あ

っ
て
は
、

完
全

な
実
現
は
あ
り
得
な

い
。
実
現
さ
れ
た
も

の
は
含
蓄
的
な
も

の
の
部
分
で
し
か
な

い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
発
展
の
初
め

や
途

中

の
段
階

で
は
、
真

の
純
粋
経
験
は
な

い
と
み
ら
れ

る
。
「
そ
れ
故

も
し
真

の
純
粋

経
験
が
あ
り
う

る
と
す
れ
ば

、
そ
れ
は
内
容
と

し
て
は
最

終

の
段
階

に
の
み
あ
り
え
、
過
程
と

し
て
は
全
体

の
過
程

に
お

い
て
の
み
存
在
す

る
で
あ

ろ
う
」
(
同
)。

高
橋

の
考
え
方
は
、
発
展
と
は
あ

る
も

の
が
次
第
に
実

現
し

て
い
く
過
程

で
あ
り
、
そ

の
過
程

に
お

い
て

(各
段
階
に
お
い
て
)
は
部
分
部
分

の
み
が
見

ら
れ

る
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
全
体
、
そ
れ
は
こ
の
過
程

に
お

い
て
は
見
ら
れ
な

い
。
そ
れ
が
見
ら
れ
る

の
は
過
程
全
体
を
見

る
こ

と
か
、
あ

る

い
は
最
終
段
階
し
か
あ
り
得
な

い
と

い
う

わ
け
で
あ
る
。

こ
う

し
た
考
え
方
に
立

っ
て
、
高
橋
は
西
田

の
純
粋
経
験
を

強
く
批
判

す

る
。
「
純
粋
経
験

は
統

一
で
あ
り
発
展

で
あ
る
な
ら
ば
相
対
性

を
免

れ
る
こ
と
は
出
来

ず
、
従

っ
て
所
謂
絶
対

の
純
粋
経
験
と
考
え

ら
れ

て

い
る
も

の
は
反

っ
て
抽
象
非
有

の
概
念
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
」
(
同

呈

o
刈
)。

こ
の
高
橋

の

「
発
展
」
解
釈
よ
り
す

る
純
粋
経
験
批
判

は
、
も
ち

ろ
ん
西
田
に
と

っ
て
は
と
う

て
い
受

け
入
れ
る
こ
と

の
出
来
な

い
も

の
で

あ

る
。
西

田
は

「
こ
は
氏
と
余
と

の
問
に
お
け
る
論
点

の
最
も
重
要
な
る
も

の
で
あ

ろ
う
」
(西
田

喝
・G。
O
心
)
と
、
『答
う
』

に
お

い
て
力
を
込
め

て
反
論
を
す

る
。
「
余

の
純
粋
経
験
と

い
う

の
は
普
通

の
心
理
学
者

の

い
う

よ
う

に
、
判
断

の
対
象
と

な

っ
た
、
個

々
分
立

せ
る
、
抽
象
的
な

る
意
識
内
容
を

い
う

の
で
は
な

い
」
(同
)。
純
粋
経
験
を
心
理
学

的
な
対
象
と
し

て
の
意

識
現
象
と

み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
西
田

の
純
粋
経
験

で
は
な

い
。
心
理
学
的
意

識
現
象
と
は
す

で
に
生
き
た
意

識
で
は
な
く
、
抽
象
さ
れ
た
意
識

で
あ

る
。
後

に
西

田
が
よ
く
使
う
表

現
で
言
う
な

(
5

)

ら
ば
、
心

理
学
的
意
識
と

は

「
意
識

さ
れ
た
意
識
」

で
あ

っ
て
、
真

の
意
識

(純
粋
経
験
)
た

る

「
意
識
す

る
意

識
」
で
は
な

い
。
高
橋

の
観

点
は
普
通

の
心
理
学
者

の
観
点
と
同
じ
で
あ

る
、
と
西
田
は
指
摘
し

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
だ

ろ
う
。
西
田
か
ら
す
れ
ば
、

こ
う

し
た
発
展

の

考
え
は
む
し

ろ
思
惟

に
よ

っ
て
作
為
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
…
…
高
橋

は

一
つ

一
つ
の
経
験
を
初
め
か
ら
有
限
な
性
格

の
も

の
と
し
て
見

て

い

る
。

こ
こ
に
考
え
ら
れ

る
発
展
は
、

一
つ

一
つ
の
継
続
的
発
展

で
あ
り
、

こ

の
過
程

(段
階
)
の
ど
れ
ひ
と

つ
取

っ
て
も
全
体
を
代
表
す

る
も

の
で
は
も
ち

ろ
ん
あ
り
え

な

い
。
そ
れ
は
経
験
そ

の
も

の
が
有
限
な
も

の
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
限
な
、
あ

る

い
は
バ

ラ
バ
ラ
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な
経
験
と

は
そ
も
そ
も
考
え

ら
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な

い
か
。
高
橋

は
、
無
限
な
る
発
展

の
全
体

こ
そ
が
真
な
る
も

の
で
あ

る
と

い

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う
が
、
そ
う

し
た
全
体

は

一
体
全
体
ど

の
よ
う

に
獲
得
出
来

る
の
か
。
人
問

の
力

で
は
そ
れ
は
所
詮
無
理
だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い

か
。
…
…
西
田
の
反
論
を

や
や
敷
延

し
て

い
う
と
、

こ
の
よ
う

に
な
ろ
う
。

西

田
の
立
場
は
、
発
展
に

つ
い
て
、
高
橋

と
は
明
ら
か
に
違
う
観
点
を
も

っ
て

い
る
。
『
答
う

』
で
は
、
は

っ
き
り
と
言
う
。
「
無

限
な

る
発

展

の
全
体

の
過
程
を
知
る
と

い
う

の
は
単
に
発
展

の
各

階
級
を
ど
こ
ま
で
も
羅
列

し
結
合

し
て
見

る
と

い
う

こ
と
で
は
な

い
。
む
し

ろ
か
く

の

如
き

発
展

の
内
面
的
活

動
そ

の
も

の
を
知

る
と

い
う

こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(
同

戸
ω
8
)。
部
分
を

い
く
ら
集

め
て
み
て
も
そ
れ

は
真

の

全
体

に
は
な
り
得
な

い
。
そ

の
よ
う

に
考
え

ら
れ

る

「
無
限
」
は
、

い
わ
ゆ
る

へ
ー
ゲ

ル
の

「
悪
無
限
」

に
他
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
思
惟

の
な

す
仮
構

で
あ

ろ
う
。

西
田

は
言
う
。
「
真

の
無
限
と

い
う

こ
と

は

へ
ー
ゲ

ル
の
言

っ
た
よ
う

に

舞
ω
国
コ
亀
。
ω
①
で
な
く
、
号
。・
ζ
コ
9
自

筈
①
で

な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、

一
層
精
確

に

い
え
ば
、

デ
デ
キ

ン
ト
な
ど

の
考
え

の
よ
う
に
或
体
系

が
自
分
自
身

の
中

に
自
分
を
写
し
得

る
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
、
か
く

し
て
我

々
は
こ
の
最
も
直
接
な

る
自
覚
作
用

に
お

い
て
無
限

の
相
を
認
め
得

る
の
で
は
な

い
か
」
(同

℃
●ω
O
α
)
と
。

デ
デ
キ

ン
ト

(∪
巴
。宏
巳
"
閑
●)
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
西
田
は

こ
の
頃
、
『
認
識
論

に
お
け
る
純
論
理
派

の
主
張

に
就

い
て
』
(
一
九

一
一
・
明

治
四
四
年
、
八

・
九
月
発
表
)
の
論
文

で
も
触
れ
、
高
橋

へ
の
答
え

の
直
前

に
書
か
れ
た

『
論

理
の
理
解
と
数
理

の
理
解
』
(
一
九

一
二

・
大
正

一
年
、

九
月
発
表
)
に
も
述

べ
た
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
前
者

で
も

「
<
賃
琵

珠
駐
筈
一岳
ω
の
無

限

の
進
行
と

い
う
如
き
を
も
、
デ
デ
キ

ン
ト
が
数

の
無

限
と

い
う

こ
と
を
体
系

が
体
系
を
写
す
と

い
う

こ
と
に
よ

っ
て
定
義
し
た
如
く
、
自
覚

の
事
実

に
基
づ

い
て
自

証
し
得
る

の
で
は
な
か

ろ

う
か
」
(同

,
卜。
ω
心
)
と
述

べ
て

い
る
。
西

田
は
、
発
展

の
考
え
を

へ
ー
ゲ

ル
的
無

限

の
考
え

に
基
づ
き
、
悪
無
限
に
対
す

る
真
無
限
と
し

て
と

ら
え

、
さ
ら

に
そ
れ
を
数
学
者

デ
デ
キ

ン
ト
の
表

現
を
借
り

て
、
自
覚

の
あ
り
か
た

へ
と
進

め
て
行
く
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に

『
自
覚

に
お

け

る
直
観
と
反
省
』

へ
と

つ
な
が
る
線
を
確
認
し
え

よ
う
。

純
粋
経
験

の
発

展
と
は
、
何

か
そ
れ

(純
粋
経
験
そ
の
も
の
)
と

は
別

の
も

の
を

い
う

の
で
は
な

い
。
外
か
ら
こ
の
発
展
を

み
る
こ
と

は
出
来

な

い
。
純
粋
経
験
と
は
発
展
的
活
動
そ

の
も
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
発
展

は
、
自

己
発
展

・
自

己
展
開

で
あ
り
、
内

面
的
活
動

で
あ

る
。
西
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ヘ

へ

田
が

「
体
系
が
体
系
を
写
す
」
と

い
う

デ
デ
キ

ン
ト

の
表
現
を
も

っ
て
訴
え

る
こ
と
は
、
純
粋
経
験
は

こ
の
自
己

の
立

場
に
立
た
な
け
れ
ば
決

し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
は
な
か
ろ
う

か
。
自
己

の
立
場
、
そ
れ
は
自

己
を
自
己

の
中
心

に
向

か

っ
て
深
め
る
立
場

で

あ
り
、

こ
れ
は
自
覚

の
立
場
以
外

の
も

の
で
は
な

い
と

い
え
よ
う
。

と

に
か
く
西
田
は
こ
こ

(『答
う
』
)
で
自
己

の
立
場
を
明
瞭

に
し
た
。
西
田
か
ら

み
れ
ば
、
高
橋

の
純
粋
経
験
理
解
は
全
く

不
十
分
で
あ

る
。

そ

の
不
十
分
さ
が
、
西
田

の
叙
述
に
対
す
る
不
十
分
な
理
解
あ
る

い
は
誤
解
を
う
む
源

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
西
田
は
こ
こ
で
歯

に
衣
を
着

せ
ず
、
単

刀
直
入

に

い
う

。
「
氏
は
普
通

の
心

理
学
者

や
経
験
論
者

の
よ
う

に
純
粋
経
験
と

い
う

こ
と
を
内
か
ら
見
な

い
で
、
外
か
ら
見

て
お

ら
れ
る

の
で
も
な
か
ろ
う
か
、
斯
く

て
は
純
粋
経
験

の
真
相
を
得

る
こ
と

は
で
き
ぬ
と
思
う
」
(同

,
G。
8
)。

四

統

一
と
対
立

発
展

の
問
題
と
同
時
に
、
統

一
と
対
立

の
問
題
が
あ

る
。
純
粋
経
験
が
統

一
と

い
わ

れ
る
と
き
、
そ
れ
は

い
か
な
る
意
味

の
統

一
な

の
か
。

す
な
わ
ち
、
統

一
は
対
立
と
並

ぶ

一
つ
の
あ
り

か
た
な

の
か

(
こ
の
場
合
両
者
は
相
対
し
て
い
る
)
、
そ
れ
と
も
統

一
は
対

立
を
既
に
止
揚

し
た
も

の
と
し

て

い
る

の
か

(
こ
の
場
合
両
者
は
相
対
せ
ず
統

一
の
み
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
)。
西
田
の

い
う
純
粋
経
験

の
統

一
は
後
者

で
あ

ろ
う
。
し
か
し

対
立
を
止
揚

し
た
統

一
と
は

い
っ
た

い
い
か
な
る
も

の
か
を
再
び
問
う

こ
と
も
必
要
で
あ

ろ
う

。

『
善

の
研
究
』
で
は
、

こ
れ
を
樹
と
そ

の
枝
葉
根
幹

の
関
係

で
説
明
し

て
い
る
。
樹
と
は
枝
葉
根
幹

(
そ
れ
ぞ
れ
は
対
立
す
る
部
分
)
か
ら
な

る
が
、
単

に
そ

の
集
合

で
は
な

い
。
「
樹

と
は
そ

の
部
分

の
対
立
と
統

一
と

の
う
え
に
存

す
る
」
(西
田

葛

㊤
)
と

い
わ
れ
る
よ
う

に
、
そ

こ
に

は

こ
う

し
た
統

一
の
根
拠
と
し

て
の
力
、

つ
ま
り

「
統

一
力
」
が
あ

る
と
考
え

ら
れ

る
。
「
樹
全
体

の
統

一
力
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
枝
葉
根
幹

も
無
意
義

で
あ

る
」
(
同
)
と

い
う

が
、
そ
れ
は
、
枝
と
か
葉
と
か
な
ど
は
、

そ
も
そ
も
樹

の
統

一
に
よ

っ
て
は
じ
め

て
枝

で
あ
り
葉

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
統

一
が
な
け
れ
ば
枝

で
も
葉

で
も
な

い
わ
け

で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
統

一
を
統

一
た
ら
し
め
る
も

の
が
あ
る
は
ず

で
あ
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り
、

そ
れ
を

こ
こ
で
統

一
力
と
西
田
は
呼
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

わ

れ
わ
れ
は
、
と

も
す

る
と
統

一
を
何
か
静
止

し
た
状
態

の
も

の
と
し

て
考
え

や
す

い
。
そ
れ
は
統

一
の
表
象

で
あ

っ
て
も
統

一
そ
の
も

の

で
は
な

い
。
西

田
も
、
も
し
そ
う

し
た

一
つ
の
統

一
を
立

て
る
な
ら
ば
、
必
ず

そ
れ
を
破

る
不
統

一
が
成
立
す
る
だ

ろ
う
、
そ
れ
が
真
実
在

の

あ
り

か
た
だ
と
言
う
。
そ
し

て
、
「
統

一
す

る
者
と
統

一
せ
ら

る
る
者
と
を
別

々
に
考
え

る

の
は
抽
象
的
思
惟
に
よ
る
の
で
、
具
体
的
実
在

に

て
は

こ

の
二

つ
の
者
を
離
す

こ
と
は

で
き

な

い
」
(
同
)
と

言

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

具
体

的
実
在

を
純
粋

経
験
と
読

み
替
え

る
な
ら
ば
、

純
粋

経
験
は
、
統

一
す
る
者
と
統

一
さ
れ
る
者

と

い
う

両
者

の
、
主
客
未
分

の
も

の
で
あ
り
、
そ

の

(未
分
の
)
も

の
を

一
つ
と
し
て
と
ら
え

る
具
体
的
思
惟

で
あ

る
。

し
か
し
こ
う
し
た
純
粋
経
験

の
あ
り

か
た
を
直
ち
に
了
解
す
る
こ
と

は
至
難

で
あ

る
。
そ
し
て
み
る
と

こ
ろ
、
高
橋

の
理
解
も
そ

こ
に
は
至
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

統

一
と

い
う

場
合
、
そ
れ
は
通
常
、
対
立
を

一
方
に
も

つ
統

一
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
統

一
は
現
実
的
な
対
立
に
支
配
さ
れ
た

(規

定
さ
れ
た
)
も

の
と
し

て
、
統

一
と

い

っ
て
も
部

分
的
な
統

一
と

み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
経
験
も
個
別
的
経
験
と

い
う

こ
と
に
な

ろ
う
。
高
橋

は
、

ま
さ
に
こ
う

し
た
観
点

か
ら
、
西
田

の
純
粋
経
験
を

み
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て

『
批
評
』

に
お

い
て
、

こ
う
高
橋
は
言
う

の

で
あ

る
。
「
我

々
と
個

々
の
経
験
か
ら
出
立
す
る
立
場
を
捨

て
て
、
逆

に
全
体

の
経
験
か
ら
出
立
す

る
立
場
を
取
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
」
(高
橋

呈

嵩
)。

こ
こ
で
高
橋

が

「
全
体

の
経
験
」
と

い
う

の
は
、
経
験
系

列

の
す

べ
て
を
成
立

さ
せ
る
、
す

べ
て
の

「
多
を
含

む
全
体
と
し
て

の

一
」
、
「
活
動

そ

の
も

の

の
全
体
と

し
て
の
静
止
」
(同

や
自
o
)
の
こ
と

で
あ

る
。
し
か
し
、

こ
う

し
た
全
体
が
果
た
し
て
経
験

で
き

る
も

の
で
あ

る
か

に

つ

い
て
は
三
で
も
述

べ
た
よ
う

に
疑
問
で
あ

る
。
静
止

し
た
全
体
と
は

い
か
な
る
も
の
か
。
こ
れ

は
高
橋
哲
学

の
中
心
的
問
題
と
も

い
え

る
が
、

こ
こ
で
少

な
く
と
も
言
え

る
こ
と
は
、
概
し

て
高
橋

の
統

↓
と
対
立

の
問
題
を

み
る
見
方

は
、
や
は
り
静
的
性
格
が
強

い
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

従

っ
て
、
そ

こ
か
ら
は
統

一
力
と

い
う
も

の
は
出
て
こ
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し

て
西
田
の
見
方

は
異
な

っ
て

い
る
。

西
田
は

『
答
う
』

で
、
『善

の
研
究
』

の
立
場
を
再
確
認
し

て
言
う
。
「
余

が
純
粋
経
験

の
根
本
的
性
質
と
し
た
統

一
は
、
単

に
静
止
的
直
観

ヘ

へ

的

統

　
で
は

な

く

し

て
、
活

動

的
自

発
自

展

的

統

一
で
あ

る
」

(西
田

眉
●ω
o
ω
)。

こ

の
真

の
統

一
の
立

場

か

ら
す

れ

ば

、
統

一
は
状

態

で

は
な

く
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

し
ろ
統

一
と

い
う
運
動

で
あ

る
。

こ
の
運
動
を
反
省
し
た
と
き

「
統

一
力
」
と

い
う
も

の
が
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
対
立
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

状
態
と

い
う

べ
き

で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
対
立
も
対
立
す
る
と

い
う
運
動
、
す
な
わ
ち
分
裂
と

い
う
運
動
で
あ
る
と

い
う

べ
き

だ
ろ
う
。

統

一
と
分
裂
は
な
る
ほ
ど
対
立
す
る
概
念

で
あ
る
が
、
純
粋
経
験

の
統

一
と
は
静
止
的
統

一
で
は
な
く
、

い
わ
ば
内
に
分
裂
を
包
む
統

一
で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
こ
こ
で
は
統

一
と
分
裂

は
、
言
わ
ば
同
じ
純
粋
経
験

の
運
動
と
な
る
。
そ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、
西
田

の

「
分
裂
は
大
な

る

統

一
を
意
味
す

る
」
(同
)
と

い
う
言
葉
も
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
思
う
。
す
な
わ
ち

こ
こ
で
は
分
裂
と

統

一
は

一
つ
で
あ
り
、
分
裂
す

る
と

は

じ

つ
は
そ

の
こ
と
自
体
、
統

一
の
拡
大
で
あ
り
、
大
な
る
統

一

(深
い
統

一
と
い
う
べ
き
か
1
石
神
)
に
他

な
ら
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

西
田
は

『
善

の
研
究
』
で
、
「
活
き
た
も

の
は
皆
無
限

の
対
立
を
含
ん
で

い
る
、
即
ち
無
限

の
変
化
を
生
ず
る
能
力
を
も

っ
た
も

の
で
あ
る
」

(
同

唱
.ざ
)
と
語

っ
て
い
た
。

い
ま

こ
こ
で
高
橋
に
答

え

て
言
う
。
「
具
体
的
全
体
と

し
て
は
、
す

べ
て
が
純
粋
経
験

で
あ

っ
て
、

こ
れ
と
対

立
す

る
も

の
を
考
え

る
こ
と

は
で
き
ぬ

の
で
あ
る
が
、
た
だ

そ
の
全
体

は
有
機
的
全
体
に
お

い
て
の
よ
う

に
そ

の
中
に
無
限

の
全
体
を

ゆ
る
す

全
体

で
あ

り
、
そ

の
統

一
は
有
機
的
統

一
に
お

い
て

の
よ
う

に
そ
の
中

に
無

限

の
統

一
を

ゆ
る
す
統

一
で
あ
る
」
(同

葛

8
)。

こ
こ
に

一
応
、

統

一
と
対
立

の
問
題
に
対
す
る
西
田
自
身

の
答
え
が
あ

る
。
純
粋
経
験

は
そ
れ
が
即
ち
全

て
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
純
粋
経
験

に
対
立
す
る
も

の

は
な

い
。

し
か
し
、
純
粋
経
験

は
、
そ

の
中
に
無
限

の
全
体
、
無
限

の
統

一
を
認
め
て

い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
西
田
は
有
機
体
を
引
き
合

い

に
出
し
て

い
る
が
、

こ
の
例
を
静
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
考
え
る
と
間
違
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
上
に
み
た
よ
う

に
、
あ
く
ま

で
西
田
の
純
粋
経
験

は

動
的
、
自

己
発
展
的
な
も

の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
う

し
た
性
格
を
念
頭
に
お

い
て
こ
の

一
節
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
無
限

の
全

体
、
無
限

の
統

一
を
内
に
ゆ
る
す
と

は
、
前
節

で
み
た

デ
デ
キ

ン
ト

の

「
体
系
が
体
系
を
写
す
」
と

い
う
あ
り
か
た
と
同
じ
と

い

っ
て
よ

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

つ
ま
り
自
己
を
映
す
自
己
、
す
な
わ
ち
自
覚

の
構
造
を
意
味

し
て
い
る
。

統

一
と
対
立
。
こ

の
問
題
は
陥

穽
を

も

っ
た

問
題

で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
統

一
か
対

立
か

(
二
者
択

一
)」
と

か

「
統

一
が
先
か
対
立

が

先
か

(先
後
関
係
)」
と

い
う

ふ
う

に
問
題
を
た

て
や
す

い
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
す

る
こ
と
は
、
す
で
に
真

の
問
題

の
あ
り
か
を

見
失
う

こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り

そ
う
し
た
設
定
に
お

い
て
は
、
問
題
が
静
止
的
に
し
か
と
ら
え
ら
れ

て
い
な

い
の
で
あ

る
。
上

に
見
た
よ
う

に



西
田
が
示

し
た

こ

の
問
題

へ
の
解
答

は
、
統

一
と
対
立
を

い
わ

ば
空

間
的

に
静
止

し

て
考
え

る

の
で
な
く
、
旦
ハ体
的
全
体

(
の
あ
り
か
た
)
か

ら
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
統

一
と
対
立
と

い
う
両
概
念

の
本
来

の
出
生
地
が
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
場
所
、
そ
れ
が
純
粋
経
験

で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
た

い
す
る
十
分
な
解
答
は
、
西
田
の
立
場
が
論
理
的

に
確
立

し

て
か
ら
得
ら

れ
る
も

の
だ
と

い
っ
て
よ

い
。
西
田

の
立
場
は
今
後

「
自
覚
」
を
経

て
、
「
場
所
」
か
ら

「
絶

対
無
」

に

い
た
り
、
さ
ら
に
そ

れ
は

「
弁

証
法
的
世
界
」

の
構
…造

と
し
て

(
『哲
学
の
根
本
問
題
』
続
編
)
語
ら
れ
る
こ
と

に
な

ろ
う
。

い
ま

は

(
『答
う
』
で
は
)
ま
だ
、
自
覚

の

立
場

へ
、
そ
し
て
そ

の
論

理
化

へ
の
方
向

が
示
唆
さ
れ
た
段
階
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

五
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高
橋
が
そ

の
批
評

に
お

い
て
最
も
重
要
な
自
身

の
論
拠
と
し
た
も

の
は
、
事
実
と
意
味

の
区
別

で
あ

っ
た
。
意
識

に
は
、
意
識
現
象
と

い
う

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

事
実
と

そ

の
意
味

が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
両
者

は
峻
別
す

べ
き

で
あ
る
と

い
う

の
が
高
橋

の
主
張

で
あ
る
。
ど
う

し
て
彼
は

こ
の
区
別
に
こ
だ

わ

っ
た

の
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
後
年
、
彼
は
振
り
返

っ
て
言

っ
て
い
る
。
「
意
識

の
事

実
と
そ

の
意
味
と

の
本

質
的

な
区
別
は
、
そ

の
当
時

の

私

に
と

っ
て
は
可
な
り

に
重
大
な

る
発
見

で
あ

っ
た
」
(高
橋

葛

)
。
高
橋

に
と

っ
て
そ

の
区
別
は

い
か
な

る
発
見

で
あ

っ
た

の
か
。

こ
の
区
別

の
発
見

は
、
「
無

の
概
念
」
を
め
ぐ

っ
て
高
橋

に
明
瞭

に
な

っ
た
よ
う

で
あ

る
。
「
無

の
概
念

は
、
そ
れ
が
意
識
現
象

の
事
実
と
し

て
は
実
在

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
事
実

な
る
無

の
概
念

の
指
し
示
し
、

予
想
し
、
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
も

の
は
虚
無

そ

の
も

の
で
純
然

た
る

実
在

の
否
定

で
あ

る
と
考
え
う

べ
き
も

の
と
思
う
」
(
同

や
自
①
)
。
高
橋

に
よ
れ
ば
、
有

の
概
念
も
無

の
概
念
も

そ

の
実
在

に
お

い
て
は
同
様

に
有

で
あ

る
が
、
し
か
し
そ

の
意
味
が
違
う
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
無

の
概
念

の
意
味
と

は
、
有

で
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
非
実
在

で
あ

る
こ
と

で
あ

る
。
事
実

は
現
実

の
意

識
現
象

で
あ
り
、
意
味
は
そ
れ
が
指
示
す
る
可
能

の
世
界
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
よ
う

に
、

現
実

と
可
能

の
区
別
が
無

の
概
念

の
洞
察
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
、
と

い
う

の
で
あ

る
。
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ヘ

へ

ま
た

こ
の
区
別

は
、
誤
謬
と
か
不
知
と
か
悪
と

い
う
も

の
の
存
在
を
説
明
す
る
、
と
高
橋
は
言
う
。
例
え
ば
誤
謬
と

い
う

の
は
な
に
か
。
そ

れ

は
事
実

の
反
対

概
念

で
あ

る
が
、
誤
謬
も
そ
う

い
う

(
つ
ま
り
誤
謬
と

い
う
)
事
実
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
事

実
に
含
ま
れ

て
く

る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
は
事

実

の
反
対
と

い
う

こ
と
は
ど

こ
か
ら

で
て
く

る
の
か
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
事
実

の
ほ
か
に
意
味
と

い
う
も

の
を
考
え
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
誤
謬
と

い
う

(事
実
の
ほ
か
に
)
意

味
を
考
え

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
初

め
て
誤
謬
と

い
う
概

ヘ

ヘ

へ

念
が
成
立
す
る
わ
け

で
あ

み
。
不
知

(無
知
)
や
悪
な
ど
も
同
様

に
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
高
橋

の

「
重
大
な
る
発
見
」
が
新
カ

ン
ト
派
的
立
場

の
も

の
で
あ
る
こ
と

に

つ
い
て
先
に
触
れ
た
が
、
高
橋
自
身

の
言
う
と
こ
ろ
で
は

ブ

レ

ン
タ
ー
ノ
や

フ
ッ
サ
ー
ル
の
意

識
の
志
向

性

の
考
え

に

一
致
す
る
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ

っ
た
と
述

べ
て
お
り

(同

唱
。刈
)、
ま
た

ラ

ッ
セ
ル

の
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ッ
研
究
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な

い
と
言

っ
て

い
る
。
と
に
か
く
彼

な
り

に
時
代

の
哲
学
的
傾
向
を
吸
収
し
た
結
果

と

し
て
の
区
別

の
固
執
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
こ
の
事
実
と
意
味

の
区
別

の
立
場
に
立

っ
て
、
高
橋
が
西

田
の
純
粋
経
験
を
み
た
と
き
、
そ
れ
は
あ
た
か
も

こ
の
区
別
を
軽
視
あ

る

い
は
無

視

し
、
そ

の
結
果
矛
盾
を
引
き
起

こ
し

て
い
る
よ
う

に
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
さ
き

に

(
二
の
と
こ
ろ
で
)
み
た

よ
う

に
、
純
粋
経
験

の
統

一
に
程
度

の
差

が
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な
れ
ば
、
「
か
く

て
は
意
味

の
起
源
は
到
底
説
明

さ
れ
ず
、
従

っ
て
こ
れ

に
対
す

る
事
実
と
し

て

の
純
粋
経

験

の
本
来
も
説
明
が

で
き
ず
、
す

べ
て
が
意
味
と
も
言
え

れ
ば
、
す

べ
て
が
事
実
と
も
見
え
」
(同

b
」
8
)
る
と

い
う

こ
と

に
も
な

る
。

こ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
「
純
粋
」
た
る

べ
き
純
粋
経
験
が

「
不
純
」

に
な

る
こ
と

で
あ
り
、
純
粋
経
験

に
と

っ
て
根

本
的

矛
盾

で
あ

る
と

い
う

の
で
あ

る
。
た
し
か
に
西
田
自
身
、
『善

の
研
究
』

の
冒
頭

で
こ
う
言

っ
て

い
た
。
「
真

の
純
粋
経
験
は
何
ら

の
意
味
も
な

い
、
事
実

そ

の
ま
ま

の
現
在

意
識
あ

る

の
み
で
あ
る
」
(西
田

三

〇
、
傍
線
は
石
神
)。

こ
の
言
葉
を
そ

の
ま
ま
読

め
ば
、
純
粋
経
験
と
は
意
味
な
き
事
実

で

あ

る
と

み
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ

の
少

し
あ
と
で
、
意
識
が
体
系
的
発
展
を
す
る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
言

っ
た
後

で
、
事
実
と
意
味
に

つ
い
て

次

の
よ
う

に
言

っ
て
い
た
。

「
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
問
は
、

い

つ
で
も
純
粋
経
験

で
あ

る
、
即

ち
単

に
事

実

で
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
、
こ
の
統

一
が
破
れ
た
と
き
、
即
ち
他
と

の
関
係
に
入

っ
た
と
き

、
意
味
を
生
じ
判
断
を
生
ず
る

の
で
あ
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る
」

(同

b
・一
〇
、
傍
線
は
石
神
)
。

こ
こ
の
表
現

で
も

や
は
り

ウ

エ
イ
ト

は
意
味
よ
り
事

実

に
お
か

れ
て

い
る
よ
う

に

み
ら
れ
る

(し
か
し
三
、
四

で
み
た
よ
う
に
西
田
の
本
意
は
そ
こ
に
は
な
い
の
だ
が
)。

こ

こ
で
と
く

に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
西
田
と
高
橋

の

「
事

実
」
と

い
う

言
葉

の
表
現

の
仕
方
と
そ
れ
に
伴
う
内
容

の
相
違

で

あ

る
。
西
田
は

「
事

実
そ

の
ま
ま

の
現
在
意

識
」
と

い
う

言

い
方
を
す

る
。
そ
れ
に
対

し
て
高
橋
は

「
意

識
現
象

の
事
実
」
(高
橋

娼・自
O
)
と

い
う

。
こ
の
両
者

の
表
現
に
は
、
微
妙
で
は
あ

る
が
実

は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と

み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
西

田
の
表

現
で
は
、
純
粋
経
験

あ

る

い
は
現
在
意
識
と
事
実

は
等
置
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
純
粋
経
験
は
そ
の
ま
ま
事
実

の
全
体

で
あ

る
と
言
え

る
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
、

高
橋

の
場
合
、
意
識
現
象

そ

の
も

の
を

い
わ
ば
外
か
ら
観
察

し
て
、
あ

る
と
き
あ

る
場
所
に
成
立
し

て
い
る

一
つ
の
事
実
と
し

て
み
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
意
識
現
象

(純
粋
経
験
)
と

い
う

一
つ
の
事
実
が
あ

る
」
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
こ
に
両
者

の
立
場

の
違

い
は
明
確

で
あ

る
。

つ

ヘ

ヘ

へ

ま
り
事

実

の
と

ら
え

か
た
、
そ
し

て
そ
の
内
容
が
両
者

で
は
全
く
違
う

の
で
あ

る
。
西
田
で
は
事
実

は
唯

一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す

べ
て

ヘ

へ

で
あ

る
。
し
か

し
高

橋
で
は
事
実

に
は
多
く

の
事
実
が
あ
り
、
そ

の
う
ち

の

一
つ
の
事
実

に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

西

田
は

『
答

う
』

に
お

い
て
、
当
然
な
が
ら
高
橋

の

「
事

実
」
理
解

の
非
を
指
摘
す

る
。
「
氏
が
事
実
と

い
わ
れ
る

の
は
如
何
な

る
こ
と
を

意

味
し

て
お
ら

れ
る
の
で
あ

る
か
。
あ
る
個
人
が
あ
る
場
所
あ

る
と
き

に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
と

い
う
意
味

の
事
実
を
指
し

て
お
ら

れ
る
の

で
あ

る
か
。

こ
は
普
通
事

実
と

い
う

こ
と

の
意
味

で
は
あ

ろ
う
が
、
か
く

の
如
き
意
味

の
事

実
と

い
う

こ
と

は
、
既
に
我

々
の
思
惟

に
よ

っ
て

作
為

せ
ら
れ
た
も

の
で
、
真

に
直
接

な
る
も

の
と

い
う
意
味

に
お

い
て
の
事
実

で
は
な

い
」
(西
田

眉
9ω
一
一
)
。
西
田
か
ら

み
れ
ば
、
高
橋

の

い

う

事
実
は
じ

つ
は
事

実
そ

の
も

の
で
は
な
く
、
思
惟
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た

「
事
実
」

で
あ
る
。
従

っ
て
そ
れ
は

一
つ
の

「
意
味
」
で
し
か
な

い

と
西

田
は
言
う

。
こ
の
よ
う

に
、
西
田
に
言
わ
せ
れ
ば
、
高
橋

の
ほ
う

こ
そ
事
実
と
意
味
と
を
し

っ
か
り
区
別
し
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
く
る
。
た

し
か
に
事

実
は
意
味
を
も

つ
。
西

田
は

こ
れ
を
認
め
る
。
し
か
し
高
橋

で
は
、
意
味

は
事
実
と
異
な

っ
た
世
界
か
ら

や

っ
て
く

る

「
天
外

の
あ

る
物
」
(
同
)
で
あ

る
。
そ
れ

に
対
し

て
、
西
田
が
事

実
は
意
味

を
も

つ
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は

「
直
接
経
験

の
事

実
自
身

の

中

に
意
味
を
具

し
て

い
る
と

い
う

こ
と
」
(同
)
で
あ

る
。
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と

こ
ろ
で
、
『答
う
』

で
は
西
田
は
こ
う

言

っ
て

い
る
。
「
余

の
考
え

で
は
、
意
味
と
純
粋
経
験

の
事
実
と
を
独
立
対
時
せ
し
む
る

の
で
は
な

い
、
我

々
に
直
接

な
真

の
純
粋
経
験

に
お

い
て
は
、
事
実

即
意
味
、
意
味
即
事
実

で
あ

る
」
(
同

も
'・。
o
H
)。

こ
の
西

田
の
答
え

は
、
上

に
あ
げ

た

『
善

の
研
究
』

の
言
葉
よ
り

一
歩
進

ん
で

い
る
。
『
善

の
研
究

』
で
は
、
西
田
は
ま
だ
事

実
と
意
味
と
を
分
別
し

て

い
た
が
、
こ
こ
で
は
事

実
と
意
味
を

「
純
粋
経
験

に
お

い
て
」

一
つ
に
結
び
付
け

て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
先

の

『
善

の
研
究
』

の

「
事
実
」

の
用
語
法
と

は
異
な

っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か

に
、
高
橋

の
用
語
法

に
沿

っ
て
西
田
の
考
え
を
表
明
し
て

い
る

の
で
あ

る
。
高
橋

は
事

実
と
意
味
を
は

っ
き
り

分

け
る
の
で
あ

る
が
、
西
田
の
立
場
は
本
来
そ
れ
ら
は

一
つ
の
も

の
と
す

る
立
場
で
あ

る
。
そ
こ
で
高
橋
的
用
語
法
を
使
用

し
て
二

つ
を

一
つ

に

「
即
」
と

い
う
言
葉

で
結
び
付
け
た

の
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
高
橋
が
事
実

の
峻
別
に
重
大
な
意
義
を
見

い
だ
し
た
と
さ
れ
る

「
無

の
概
念
」

に

つ
い
て
、
西
田
は
、
そ
れ
は
心
理
的
な
も

の
で

あ
り
、
心
像

か
あ

る

い
は
意
識

の
縁
量
と

し
て
の
感
情

に
す
ぎ
な

い
と
し
、
「
我

々
に
直
接
な

る
意

識

の
事
実
と
し

て
の
無

の
概
念

は
意
味
即

事
実

で
あ
る
」
(同

b
・。。
=
)
と
述

べ
て

い
る
。
こ
う
し

て
い
わ
ば
高
橋

の
論
拠
そ
の
も

の
さ
え
、
西
田
は
反
批
判
す
る

の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

こ
う
し
た
西
田
の
反
批
判
を
含
む
答
え

に
対
し

て
、
高
橋
は
ど
う
反
応

し
た
か
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
高
橋

の

『
全
体

の
立
場
』
序
文

が
語

っ

て

い
る
。
今
そ
れ
を
く
わ
し
く

み
る
こ
と

は
割
愛
す

る
が
、
西
田
の
答
え
を
受
け

て
の
感
想
と
し
て
、
高
橋
は
、
ど
う
し

て
も
そ

の
頃
は
事
実

と
意
味
と

の
区
別
に
大
き

な
意
義
を
見

い
だ
し

て
い
た
時

で
あ
り
、
「
懇
切
を
極

め
ら
れ
た
折
角

の
先
生

の
御
教
示
を
も
、
私
は
直
ち

に
受
納

す

る
気

に
は
な
れ
な
か

っ
た

の
で
あ

る
」
(高
橋

や
。。
)
と
述
懐
し

て
い
る
。

し
か
し
そ

の
後
、
高
橋
自
身

の
思
想

の
発
展
も
あ
り
、
西

田
を
批

評
し
た
大
き
な
論
点

の

一
つ
を
撤
回
し
た
と

い
う
。
そ
れ
は
、
上
述

の
高
橋

の
論
拠
で
あ

っ
た
事
実
と
意
味

の
区
別
そ

の
も

の
が
、
ま
だ
最
終

的
な
も

の
で
な
く
抽
象
的
な
も

の
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
認
め
た

こ
と
で
あ

る
。
し
か
し

こ
の
撤

回
が
、
高
橋

が
西

田
の
立
場

に
立

っ
た
と
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い
う

こ
と
を
意

味
す

る
わ
け

で
は
も
ち

ろ
ん
な

い
。
高
橋
は
生
涯
、
西
田
を
尊
敬
し
、
ま
た
西
田
の
著
作
に
は
常

に
注
目
し

つ
つ
、
ま
た
影
響

を
受

け
た
と

思
わ

れ
る
が
、
し
か
し
最
後

ま
で
両
者

の
間

に
は
あ
る
隔
た
り

が
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
高
橋
自

ら
後

の
著
作

(「
西
田
哲
学
に
つ

(
6

)

い
て
」
)
で
語

る
と

こ
ろ
で
は
、
両
者

の
思
想

は

「
あ
た
か
も
双
曲
線

の
ご
と
く
、
極
め

て
近

く
も
あ
り
ま

た
極
め

て
遠
く
も
あ
る
」
と

い
う

も

の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
で
当
時

の
西
田
に
と

っ
て
、
高
橋

の
批
評
は

い
か
な
る
意
義

を
も

つ
か
。
上
に
見

て
き

た
よ
う

に
、
高
橋

の
批
評
は
高
橋
独
自

の
枠

組

み
か
ら
す

る
批
評

で
あ
り
、
純
粋
経
験

の
理
解
自
体
、
西
田
と

は
か
な
り
ず
れ
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
が
批
評
と

い
う
も

の

で
あ

ろ
う
。
と
も
す
る
と
西

田
の
純
粋
経
験
は
、
な
に
か
神
秘
的
体
験
を
語

る
も

の
の
よ
う
に
受

け
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
ま
た
事
実
と

い

う

こ
と

の
強
調

に
よ

っ
て
、

そ
の
も

つ
意
味

や
論

理

の
面
が
軽
視

さ
れ
る
恐
れ
も
あ

る
。

こ
う

し
た
誤
解
を
解
き
、
立
場
を
正
し
く
表
現
す

る

こ
と

、
そ

れ
は
西
田
に
と

っ
て
も
必
要
で
あ
り
、
か

つ
西
田
哲
学

に
と

っ
て
も
要
求

さ
れ

る
と

こ
ろ
の
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
脈

に
お

い
て
高
橋

の
真
摯
な
批
評

の
意
義
を

み
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

高

橋

の
批
評
が
的
を
射
た
も

の
で
あ

っ
た
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
事
実
と
そ

の
意
味
と

の
区
別
か
ら
す
る
純
粋
経
験
批
判
は
そ
れ
な
り
に

重

要
な
問

題
提
起
を

し
た

の
で
あ

る
。
そ
し
て
西

田
は

(基
本
的
に
は

『善
の
研
究
』
の
立
場
か
ら
で
あ
る
が
)
こ
の
批
評

に
答
え

る
こ
と
に
よ

っ

て
、
自
己

の
立
場
を
よ
り

一
層
鮮
明
に
意

識
す

る
こ
と
が

で
き

た
と
と
も
に
、
次

の
展
開

へ
向

か

っ
て
の
足
掛
か
り
と
課
題
と
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。

そ
れ
は
西
田
が
高
橋

に
答
え

た
、
「
純
粋
経
験
に
お

い
て
は
事

実
即
意
味
、
意
味
即
事

実

で
あ

る
」
と

い
わ
れ
た

こ
と

の
深

い
裏
付

け
で
あ
る
。
す

で
に
無
限

の
概
念
を
通
し
て
、
自
覚

へ
の
方
向
も
示
唆
さ
れ
た
。
今
後

の
課
題
、
そ
れ
は
事
実
即
意
味
と

い
う

こ
と
が

一
体
何

を
本

当
に
示
し
て

い
る
の
か
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
自
覚
と
通
底

し
て
く
る
か
と

い
う
問
題

で
あ
る
。

次

の
大
著
と

な

っ
た

『
自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』

の
序
文

の
冒
頭
は
次

の
よ
う

に
語

っ
て
い
る
。
「
余
が

こ

の
論
文

の
稿

を
起

こ
し
た

目
的
は
余

の
い
わ
ゆ
る
自
覚
的
体
系

の
形
式

に
よ

っ
て
す

べ
て
の
実
在
を
考
え
、

こ
れ
に
よ

っ
て
現
今
哲
学

の
重
要
な

る
問
題
と
思
わ
れ
る
価

(
7

)

値
と
存
在

、
意
味
と
事
実
と

の
結
合
を
説
明
し
て
見
よ
う
と

い
う

の
で
あ

っ
た
」
。
こ
の
西
田

の
言
葉
は
、
「
自
覚
」
前
夜

に
西
田
が
何
を
考
え



て
い
た
か
を
明
ら
か

に
す

る
も

の
と

い
え
る
が
、

181

た

問
題

で
あ

る
と

言

っ
て

よ

い
と

思
わ

れ

る
。

そ
れ
は
高
橋

の
批
評
を
め
ぐ

っ
て
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
契
…機
に
し

て
西

田
に
意
識
さ
れ
て
き

註
本
稿

の
引
用
文
に

つ
い
て
は
、
引
用

の
後
、
括
弧
内
に
出
典
と
そ
の
頁
を
記
す
。
(
西
田
)
と
あ
る
の
は

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第

一
巻

の
こ
と

で
あ
り
、

(高
橋
)
と
あ
る
の
は
高
橋
里
美

『全
体

の
立
場
』
(岩
波
書
店
)
を
さ
す
。
な
お
、
引
用
に
あ
た

っ
て
、
旧
字
を
新
字
に
、
か
な
読

み
ゃ
送
り
が
な
を
改

め
た
も

の
が
あ
る
。

(
1
)

弟
子
に
対
し
て
は
論
文
を
批
評
す
る
よ
う
促
す
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
拙
稿

「
左
右
田
喜

一
郎

の
西
田
哲
学
批
判
」
(創
価
大
学
創
立

二
十
周
年
記
念
論
文
集

)
に
も
触
れ
た
。

(
2
)

両
者
を
よ
く
知
る
務
台
理
作
は
、
こ
の
対
論
の
状
況
を
報
告
し
て

い
る
。
『高
橋
里
美
-
入
と
思
想
ー
』

,
一
㊤
。。●

(
3
)

拙
稿

「
西
田
哲
学

・

『自
覚
』
前
夜
」
(東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
第
六
号
)
参
照
。
な
お
本
稿

の
内
容
は
上
記
拙
稿
と
連
続
し
て
い
る
。

(
4
)

高
橋
は

『全
体

の
立
場
』
の
序
文

で
、
自
分
の
立
場
は
新
カ

ン
ト
派
の
そ
れ
よ
り
も
広
範

で
あ

っ
て
、
無
価
値
と
い
う
意
味
も
意
味
を
な
す
、
と
述

べ
て
い
る
。
(高
橋

喝
・刈
)

(
5
)

こ
の
表
現
は

「
取
残
さ
れ
た
る
意
識

の
問
題
」
(
一
九

二
四

・
大
正
十
五
年

・

『
続
思
索
と
体
験
』
に
所
収
)
に
お

い
て
、
は

っ
き
り
し
た
意
味
に

お
い
て
使
わ
れ
た
。

(
6
)

こ
の
論
文
は

一
九
三
六

・
昭
和

=

年

一
月

『思
想
』
に
発
表
さ
れ
た
。
高
橋

里
美

『
歴
史
と
弁
証
法
』
(岩
波
書
店
)
に
所
収
。
こ
の
論
文

の
中

で
高
橋
は
、
自
分
と
西
田
の
基
本
的
相
違
は
、
動
を
包
む
高
次

の
静
を
認
め
る
か
否
か
に
あ

る
と
述

べ
て
い
る
。
高
橋

の
立
場
は
そ
う
し
た
動
を
包
む

静

の
立
場
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。
上
掲
書

戸
一
ω
ω
●

(
7
)

『自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
全
集
第
二
巻

℃
●ω・

(
い
し
が
み
ゆ
た
か

・
文
学
部
助
教
授
)


