
Um die Philosophie von Kitarō Nishida （1870-1945）, einem vertretenden Philosophen 
aus Japan und dem Gründer der Kyōto-Schule, so darzustellen, dass sie die Europäer ohne 
Vorkenntnisse über das asiatische Denken verstehen können, ist es effektiv, dass man 
die Eigenschaften seiner Philosophie erklärt, indem man ihre Stellung im traditionellen 
Denken Europas zeigt. In dieser Absicht definieren wir die reine Erfahrung, den 
Grundbegriff im ersten Hauptwerk Nishidas Studie über das Gute （Abkürzung: Studie） 
（1911）, als Anschauung in der europäischen Tradition und versuchen, die Philosophie 

in der Studie als Philosophie der Anschauung zu definieren, um Nishidas Philosophie in 
Zukunft in der Tradition des Intuitionismus in Europa zu erklären.
Die Methode dieser Arbeit ist folgende: zunächst wollen wir die Eigenschaften der 
Anschauung in der europäischen Tradition im Vergleich zur diskursiven Erkenntnis 
erklären. Anschließend sehen wir, dass die Philosophie im ersten Teil der Studie “Die 
reine Erfahrung”, in dem der Begriff der reinen Erfahrung konzentriert erklärt wird, 
Philosophie der Anschauung, genauer ausgedrückt, Philosophie über die Anschauung 
（systematisch betrachtet） und Philosophie als Anschauung （methodisch）, ist. Dann 

behandeln wir den Begriff der reinen Erfahrung und seine Probleme im zweiten Teil der 
Studie “Die Realität”, der （nach der Angabe von Nishida selbst） eine Zusammenfassung 
des ganzen Werks ausmacht, und kommen zum Schluss, dass die Philosophie der Studie 

letzten Endes als Philosophie der Anschauung im Sinne ihres ersten Teils verstanden 
werden soll. Die übrigbleibenden Teile des Buchs sind in der vorliegenden Arbeit 
auszulassen, weil sie als Anwendungen der ersten zwei Teile der Studie verstanden 
werden können.

Über die reine Erfahrung in Kitarō Nishidas
Studie über das Gute

 Tetsuaki Kurusu　
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西
田
幾
多
郎
の
哲
学
を
そ
の
予
備
知
識
を
持
た
な
い
西
洋
人
に

理
解
可
能
な
仕
方
で
紹
介
す
る
に
は
︑
そ
の
思
想
を
西
洋
の
伝
統

的
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
︑
そ
の
特
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
有
効

で
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
︑
彼
の
最

初
の
主
著
で
あ
り
︑
そ
の
全
哲
学
の
出
発
点
を
な
し
た
﹃
善
の
研

究
﹄
の
中
心
概
念
で
あ
る
純
粋
経
験
の
概
念
を
検
討
し
︑
西
洋
的

伝
統
に
お
け
る
直
観
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
定
義
し
︑
こ
の
著

作
の
哲
学
を
最
終
的
に
は
直
観
1

の
哲
学
と
し
て
理
解
す
る
試
み

で
あ
る
︒
主
客
の
二
元
論
的
思
考
が
浸
透
し
て
い
る
西
洋
人
に

と
っ
て
︑
主
客
合
一
の
純
粋
経
験
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
は
大
き

な
問
題
た
り
う
る
が
︑
直
観
が
実
在
す
る
事
実
は
ま
ず
抵
抗
な
し

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
純
粋
経
験
が
直
観
で
あ
る
こ
と

は
こ
れ
ま
で
に
も
わ
が
国
の
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
2

が
︑
こ
の
場
合
の
直
観
概
念
の
詳
し
い
究
明
や
そ
れ
を

通
し
た
西
田
哲
学
の
西
洋
哲
学
と
の
比
較
の
本
格
的
な
試
み
は
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

　

西
田
の
思
想
の
理
解
に
は
大
ま
か
に
言
っ
て
︑
そ
れ
を
西
洋
的

意
味
で
の
哲
学
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
︑
禅
な
ど
の

東
洋
の
思
想
特
に
宗
教
体
験
の
影
響
の
観
点
の
下
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
︒
後
者
の
方
向
は

西
洋
の
日
本
思
想
の
研
究
者
に
は
関
心
を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う

が
︑
こ
れ
だ
け
で
は
日
本
の
思
想
に
つ
い
て
の
知
識
や
関
心
を
持

た
な
い
西
洋
人
に
は
西
田
の
思
想
は
理
解
不
可
能
な
も
の
と
な
ろ

う
︒

　

我
々
の
直
接
の
主
題
た
る
﹃
善
の
研
究
﹄
の
純
粋
経
験
の
概
念

に
し
て
も
︑
そ
こ
に
西
田
自
身
の
禅
体
験
の
影
響
を
読
み
取
る
こ

と
は
可
能
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
こ
の
著
作
に
お
い
て
純
粋
経
験
は

仏
教
的
な
伝
統
や
体
験
と
単
純
に
同
一
視
さ
れ
て
は
お
ら
ず
︑
そ

の
具
体
例
と
し
て
瞬
間
的
な
知
覚
や
感
覚
︵I, 9-10

︶︑
ゲ
ー
テ

が
夢
の
中
で
作
詩
し
た
こ
と
︵I, 13

︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
︑
必
ず

西
田
幾
多
郎
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る
純
粋
経
験
に
つ
い
て

 

来　

栖　

哲　

明 二



し
も
仏
教
を
前
提
に
し
な
く
て
も
理
解
は
可
能
で
あ
る
︒
こ
の
理

由
か
ら
︑
そ
し
て
東
洋
思
想
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
持
た
な
い

西
洋
人
に
も
西
田
哲
学
を
理
解
さ
せ
︑
さ
ら
に
西
洋
哲
学
的
な
立

場
か
ら
禅
な
ど
の
東
洋
思
想
を
根
拠
づ
け
︑
西
洋
人
に
も
理
解
可

能
な
も
の
に
す
る
た
め
の
足
が
か
り
を
築
く
と
い
う
イ
ン
タ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
基
礎
論
と
し
て
の
意
図
か
ら
︑
本
稿
は
﹃
善
の
研
究
﹄

の
思
想
を
西
洋
的
意
味
で
の
哲
学
的
方
向
で
理
解
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
将
来
的
に
西
田
の
思
想
の
全
体
像
を
西
洋

の
思
想
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
準
備
と
し
て
の
意
図

を
も
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
西
田
の
思
想
に
禅
な
ど
の
日
本
の
伝
統

的
思
想
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
限
り
︑
こ
の
こ
と
は
日
本
人
の
広

い
意
味
で
の
事
物
の
認
識
の
仕
方
・
感
じ
方
︵
感
性
︶
を
西
洋
哲

学
的
に
反
省
し
︑
理
論
化
す
る
端
緒
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒

　

本
稿
は
以
下
の
方
法
を
取
る
︒ま
ず
西
洋
的
意
味
で
の
直
観︵
直

観
的
認
識
︶
と
論
証
的
認
識
の
対
比
を
手
引
き
に
し
て
︑
直
観
を

論
証
的
で
な
い
認
識
と
い
う
最
も
広
い
意
味
で
定
義
す
る
︒
次
に

﹃
善
の
研
究
﹄
の
第
一
編
に
お
け
る
純
粋
経
験
に
つ
い
て
の
哲
学

が
こ
の
意
味
で
の
﹁
直
観
﹂
の
哲
学
︑
具
体
的
に
言
え
ば
︵
理
論

体
系
と
し
て
︶
直
観
に
つ
い
て
の
哲
学
で
あ
る
と
同
時
に
︵
方
法

論
的
に
見
て
︶
直
観
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
見
る
︒
最
後

に
﹃
善
の
研
究
﹄
の
第
二
編
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
哲
学
と
そ
の

問
題
を
検
討
し
︑﹃
善
の
研
究
﹄
の
純
粋
経
験
の
哲
学
は
最
終
的

に
は
第
一
編
の
意
味
で
の
直
観
の
哲
学
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
結
論
と
す
る
︒
第
三
︑
第
四
の
両
編
は
第
一
︑
第

二
編
の
思
想
の
応
用
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑本
稿
で
は
扱
わ
な
い
︒

　

西
田
自
身
は
﹃
善
の
研
究
﹄
の
初
版
の
﹁
序
﹂
に
お
い
て
︑
初

め
て
こ
の
書
を
読
む
人
は
第
一
編
を
略
し
て
第
二
編
か
ら
読
む
べ

き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︵I, 3

︶
が
︑
本
稿
が
敢
え
て
第
一
編

か
ら
扱
う
理
由
は
︑
こ
の
編
で
純
粋
経
験
の
概
念
が
最
も
詳
細
に

論
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
こ
の
立
場
か
ら
第
二
編
を
検
討

す
る
方
が
そ
の
逆
の
方
法
よ
り
も
純
粋
経
験
の
概
念
を
明
ら
か
に

す
る
の
が
容
易
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

な
お
西
洋
人
に
西
田
の
純
粋
経
験
の
概
念
を
理
解
さ
せ
る
た
め

に
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
純
粋
経
験
概
念
と
の
比
較
と
い
う
方
法
も
有

効
で
あ
る
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
他
の
機
会
に
譲

ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

　
　

一　

論
証
的
認
識
と
直
観
的
認
識
3

　

ま
ず
直
観
的
認
識
を
論
証
的
認
識
と
の
対
比
で
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
の
直
観
的
認
識
と
は
直
観
そ
の
も
の

を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
直
観
に
つ
い
て
の
論
証
的
認
識
は
意

味
し
な
い
︒
後
者
は
後
に
見
る
よ
う
に
論
証
的
認
識
と
し
て
理
解

三



す
べ
き
で
あ
る
︒

　

我
々
の
認
識
あ
る
い
は
判
断
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
仕
方
が
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑論
証
的︵
独
︶ diskursiv 

な
仕
方
と
直
観
的︵
独
︶ 

intuitiv/anschaulich

4

な
仕
方
と
で
あ
る
︒
論
証
的
な
方
法
と
は
︑

あ
る
事
柄
を
根
拠
に
し
て
別
の
帰
結
を
広
い
意
味
で
推
論
す
る
方

法
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
直
観
的
な
認
識
方
法
と
は
︑
根
拠
と

帰
結
の
間
の
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
な
く
︑
瞬
時
の
う
ち
に
全
体

を
認
識
し
︑
判
断
す
る
方
法
で
あ
る
︒

　

こ
の
区
別
は
日
本
人
に
は
必
ず
し
も
な
じ
み
が
あ
る
も
の
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
西
洋
語
で
は
言
語
的
に
も
周
知
の
も
の

で
あ
る
5

︒
そ
も
そ
も
哲
学
用
語
と
し
て
直
観
が
確
立
さ
れ
た
の

は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
部
分
か
ら
部

分
へ
と
推
論
す
る
論
証
的
思
考 diexodikos logos, diskursives 

D
enken 

に
対
し
て
︑
事
柄
を
全
体
的
に
一
挙
に
把
握
す
る
直
観

が
エ
ピ
ボ
レ
ー epibolē 

と
呼
ば
れ
︑
こ
の
語
が
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

を
介
し
て
ラ
テ
ン
語
の
直
観
へ
と
移
し
変
え
ら
れ
︑
や
が
て
近
代

語
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
6

︒
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑

直
観
の
最
も
基
本
的
な
意
味
は
﹁
論
証
的
で
な
い
認
識
﹂︑
直
観

的
と
は
﹁
論
証
的
で
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
こ

れ
ら
の
言
葉
を
こ
の
最
も
広
い
意
味
で
理
解
す
る
︒

　

直
観
に
は
よ
り
詳
細
な
定
義
が
可
能
で
あ
り
︑
例
え
ば
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
直
観
を
分
析
と
の
対
比
で
︑
事
物
の
内
部
へ
入
り
込
む
認

識
方
法
と
し
て
定
義
し
て
い
る
7

︒
こ
れ
は
直
観
の
一
つ
の
性
質

を
表
現
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
そ
れ
が
直
観
の
唯
一
の
徴
標
を
な

す
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
︒
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
‒キ
リ
ス
ト
教
的
伝

統
に
立
つ
神
の
直
観
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
︒
ま
た
カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
に
お
け
る
経
験
的
直
観

︵
知
覚
︶
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
に
理
解
す
る
必
要
は
な
く
︑
そ
こ
に

は
対
象
意
識
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
つ
か
え
な
か
ろ

う
8

︒
本
稿
が
前
提
と
す
る
直
観
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
あ
く
ま

で
も
﹁
論
証
的
で
な
い
認
識
﹂
と
い
う
こ
と
︑
こ
れ
以
上
で
も
以

下
で
も
な
い
︒

　

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
直
観
︑
す
な
わ
ち
事
柄
を
全
体

的
に
一
挙
に
把
握
す
る
認
識
の
具
体
例
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
︒
知
覚
像
9

︵
そ
れ
が
現
実
の
対
象
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
れ
夢
幻
の
も
の
で
あ
れ
︶︑
感
覚
や
感
情
︵
そ
れ
が
論
証

的
認
識
の
結
果
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
︶
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
︒

　

直
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
︑
そ
の
対
概
念
た
る
論
証
的
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
見
る
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
既
に
見
た
よ
う
に
論
証
的
と
は
部
分
か
ら
部

分
へ
と
推
論
す
る
認
識
方
法
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
語
の
辞
書
に
は
こ

の
部
分
と
い
う
こ
と
に
概
念
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め

て
い
る
も
の
も
あ
る
10

︒
例
え
ば
机
の
概
念
を
分
析
し
て
﹁
机
は

四



も
の
を
書
い
た
り
食
事
し
た
り
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
﹂
と
い

う
認
識
あ
る
い
は
判
断
を
得
て
︑
道
具
と
い
う
他
の
概
念
に
到
達

す
る
と
き
が
こ
の
例
と
言
え
よ
う
︒
た
し
か
に
こ
れ
も
論
証
的
た

る
こ
と
の
一
つ
の
意
味
で
は
あ
る
が
︑
最
初
の
概
念
の
位
置
は
概

念
の
み
な
ら
ず
直
観
も
占
め
う
る
︒
例
え
ば
今
目
に
し
て
い
る
知

覚
像
に
机
の
概
念
を
当
て
は
め
て
﹁
こ
れ
は
机
で
あ
る
﹂
と
い
う

判
断
を
下
す
と
き
︑
こ
れ
も
論
証
的
な
認
識
だ
と
言
え
る
の
で
あ

る
︒
ち
な
み
に
カ
ン
ト
は
概
念
に
基
づ
い
た
こ
の
よ
う
な︵
悟
性
︶

認
識
は
そ
れ
が
直
観
に
つ
い
て
で
あ
れ
︑
他
の
概
念
に
つ
い
て
で

あ
れ
︑
我
々
人
間
に
あ
っ
て
は
論
証
的
で
あ
り
︑
直
観
的
で
は
な

い
と
述
べ
て
い
る
11

︒

　
　

二　

�『
善
の
研
究
』
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
に
お
け
る
純
粋

経
験

　

西
田
は
そ
の
第
二
の
主
著
﹃
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
﹄
の

冒
頭
に
お
い
て
︑﹃
善
の
研
究
﹄
で
純
粋
経
験
と
し
て
論
じ
た
も

の
を
直
観
と
し
て
定
義
し
て
い
る
12

︒
ま
た
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お

い
て
も
︑
純
粋
経
験
の
一
種
を
知
的
﹁
直
観
﹂
と
名
づ
け
て
い
る

︵I, 40

︶︒
こ
の
事
実
か
ら
も
純
粋
経
験
が
直
観
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
着
眼
す
る
こ
と
で
西
田
の
哲
学
を
西
洋

の
直
観
主
義
の
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
本

格
的
な
試
み
は
︑
奇
妙
な
こ
と
に
こ
れ
ま
で
日
本
内
外
で
行
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
︒
今
し
ば
ら
く
﹃
善
の
研
究
﹄
第
一
編
に
お
け
る

純
粋
経
験
の
概
念
と
そ
の
根
拠
づ
け
を
見
て
み
よ
う
︒

二
│
一　

純
粋
経
験
と
は
︑

︵
１
︶﹁
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
︑
真
に
経
験
そ
の
儘
の
状

態
︵I, 9

︶﹂
で
あ
り
︑﹁
ま
だ
主
客
の
対
立
な
く
︑
知
情
意
の
分

離
13

﹂
の
な
い
経
験
で
あ
る
︒

︵
２
︶︵
そ
の
純
粋
性
が
失
わ
れ
な
い
限
り
︶
何
等
の
意
味
も
な

い
事
実
そ
の
儘
の
現
在
意
識
で
あ
る
︵I, 10

︶︒

︵
３
︶︵
い
か
に
複
雑
で
あ
っ
て
も
︶
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
は
い

つ
も
単
純
な
る
一
事
実
で
あ
る
︵I, 11

︶︒

︵
４
︶
意
味
︑判
断
︑意
志
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
原
経
験
で
あ
る
14
︒

︵
５
︶
独
立
自
全
の
純
活
動
︵I, 58

︶
で
︑
分
化
発
展
す
る
︵I, 

12

︶︒

　

ま
ず
︵
１
︶
に
つ
い
て
詳
述
す
る
と
︑
西
田
が
純
粋
経
験
の
典

型
的
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
我
々
の
感
覚
や
知
覚
︵I, 10

︶
で
あ

り
︑
し
か
も
そ
の
瞬
間
的
な
事
実
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
純
粋
経
験

と
は
﹁
例
へ
ば
︑
色
を
見
︑
音
を
聞
く
刹
那
︑
未
だ
之
が
外
物
の

作
用
で
あ
る
と
か
︑
我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
ふ
や
う
な
考

の
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
此
色
︑
此
音
は
何
で
あ
る
と
い
ふ
判
断
す

ら
加
は
ら
な
い
前
を
い
ふ
の
で
あ
る
︵I, 9

︶﹂︒
こ
の
場
合
の
﹁
外

物︵
の
作
用
︶﹂︑﹁
我
﹂︑﹁
何
﹂に
相
当
す
る
も
の
は
概
念
で
あ
り
︑

五



こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
考
﹂︑﹁
判
断
﹂
と
は
︑
概
念
に
基
づ

い
た
︵
直
観
に
つ
い
て
の
︶
論
証
的
判
断
に
相
当
す
る
も
の
で
︑

こ
こ
で
西
田
の
挙
げ
る
純
粋
経
験
と
は
こ
う
し
た
概
念
が
適
用
さ

れ
る
以
前
の
我
々
の
直
観
的
事
実
を
言
い
表
し
た
も
の
と
言
え
よ

う
︒
も
っ
と
も
﹁
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
﹂
や
﹁
我
が
こ
れ

を
感
じ
て
居
る
﹂
と
い
う
判
断
は
︑﹁
こ
れ
は
花
で
あ
る
﹂
と
い

う
よ
う
な
単
な
る
論
証
的
判
断
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
れ
に
つ
い
て

の
知
的
反
省
的
判
断
と
言
え
よ
う
が
︑
こ
れ
も
ま
た
論
証
的
認
識

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
る
ま
い
︒

　

純
粋
経
験
が
直
観
で
あ
る
こ
と
は
︵
２
︶
の
時
間
的
論
点
に
も

妥
当
す
る
︒
西
田
に
お
い
て
﹁
意
味
﹂
と
は
我
々
の
判
断
に
お
い

て
生
じ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
︑
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
生
じ
る
の
は

経
験
の
純
粋
性
が
失
わ
れ
た
場
合
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒
我
々
が
何
か
を
知
覚
・
感
覚
す
る
瞬
間
に
は
︑
そ
の
と
き
の

現
在
意
識
し
か
な
い
こ
と
は
我
々
の
直
観
的
事
実
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
し
西
田
自
身
は
感
情
の
事
実
以
外
は
直
接
こ
の
よ
う
な
論
拠

を
取
ら
ず
︑
記
憶
に
つ
い
て
は
過
去
と
感
じ
る
の
も
現
在
の
感
情

で
あ
り
︑
意
志
に
つ
い
て
は
そ
の
目
的
は
未
来
に
あ
る
に
せ
よ
︑

我
々
は
い
つ
も
こ
れ
を
現
在
の
欲
望
と
し
て
感
じ
る
︵I, 10

︶
と

い
う
︑
知
的
反
省
を
交
え
た
説
明
を
し
て
い
る
︒
し
か
し
意
志
や

過
去
の
意
識
を
伴
っ
た
記
憶
が
我
々
に
明
確
に
生
じ
た
場
合
に

は
︑
経
験
の
純
粋
性
︵
現
在
意
識
︶
が
一
面
で
は
失
わ
れ
︑
現
在

意
識
で
あ
る
主
体
と
過
去
や
未
来
の
対
象
の
間
に
亀
裂
の
意
識
が

生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
こ
の
説
明
に
は
疑
問
を
投
げ

か
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒︵
意
志
に
つ
い
て
は
次
に
挙
げ
る
ペ

ン
の
例
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
明
確
に
な
ろ
う
︒︶

　
︵
３
︶
の
論
拠
も
ま
た
我
々
の
直
観
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
︒

　
︵
４
︶
に
つ
い
て
は
西
田
の
挙
げ
る
次
の
例
で
明
ら
か
と
な
ろ

う
︒﹁
例
へ
ば
此
処
に
一
本
の
ペ
ン
が
あ
る
︒
之
を
見
た
瞬
間
は
︑

知
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
︑
意
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
︑
唯
一
個
の
現

実
で
あ
る
︵
筆
者
注
：
こ
れ
が
純
粋
経
験
の
事
実
で
あ
る
︶︒
之

に
つ
い
て
種
々
の
連
想
が
起
こ
り
︑
意
識
の
中
心
が
推
移
し
︑
前

の
意
識
が
対
象
視
せ
ら
れ
た
と
き
︑
前
意
識
は
単
に
知
識
的
と
な

る
︒
之
に
反
し
︑
こ
の
ペ
ン
は
文
字
を
書
く
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ

様
な
連
想
が
起
る
︒
こ
の
連
想
が
尚
前
意
識
の
縁
暈
と
し
て
之
に

附
属
し
て
居
る
と
き
は
知
識
で
あ
る
が
︑
こ
の
連
想
的
意
識
其
者

が
独
立
に
傾
く
時
︑
即
ち
意
識
中
心
が
之
に
移
ら
う
と
し
た
時
は

欲
求
の
状
態
と
な
る
︒
而
し
て
此
連
想
的
意
識
が
愈
々
独
立
の
現

実
と
な
つ
た
時
が
意
志
で
あ
り
︑
兼
ね
て
又
真
に
之
を
知
つ
た
と

い
ふ
の
で
あ
る
︒︵I, 38

︶﹂

　

こ
の
よ
う
に
し
て
純
粋
経
験
か
ら
意
味
や
︵
選
択
的
︶
意
志
が

生
じ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
経
験
が
そ
の
純
粋
性
を
失
い
︑
不

純
粋
経
験
15

と
な
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
能
力
論
を
展
開
し
な
い
西

田
自
身
の
立
場
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
理
解
を
容
易
に
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す
る
た
め
に
便
宜
上
こ
の
こ
と
を
能
力
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説

明
す
れ
ば
︑
純
粋
経
験
が
我
々
の
客
観
的
認
識
能
力
と
結
び
つ
い

た
と
き
に
客
観
的
認
識
が
成
立
し
︑
我
々
の
意
志
能
力
と
結
び
つ

い
た
と
き
︑
意
志
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒

　

西
田
自
身
が
直
接
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
こ
れ
を
応

用
す
れ
ば
︑
純
粋
経
験
が
我
々
の
美
的
判
定
能
力
と
結
び
つ
け
ば

美
的
経
験
が
生
じ
︑
宗
教
的
能
力
と
関
係
す
れ
ば
宗
教
体
験
が
生

じ
る
と
言
え
よ
う
︒
も
っ
と
も
西
田
自
身
は
能
力
と
い
う
言
葉
で

は
な
く
︑
経
験
が
自
ら
具
え
た
差
別
相
と
い
う
言
葉
︵I, 15

︶
で

意
味
や
判
断
の
生
成
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
説
明
も
我
々

の
直
観
と
そ
の
動
的
な
構
造
︵
差
別
相
︶
の
事
実
に
基
づ
い
た
も

の
と
言
え
る
16

︒
た
だ
し
美
的
経
験
︵
西
田
が
直
接
挙
げ
て
い
る

例
で
は
美
術
家
の
直
覚
︶
や
宗
教
体
験
︵
宗
教
家
の
直
覚
︶
は
客

観
の
認
識
や
意
志
の
場
合
と
異
な
り
︑
そ
れ
自
身
が
西
田
が
知
的

直
観
と
呼
ぶ
純
粋
経
験
で
あ
る
︵I, 40

︶︒

　
︵
５
︶
の
例
と
し
て
西
田
が
挙
げ
る
の
は
︑
明
暗
の
区
別
す
ら

定
か
で
な
い
初
生
児
の
意
識
の
中
か
ら
多
様
な
る
種
々
の
意
識
状

態
が
分
化
発
展
す
る
と
い
う
事
実
︵I, 12

︶︑
あ
る
い
は
ゲ
ー
テ

が
夢
の
中
で
直
覚
的
に
詩
を
作
っ
た
︵I, 13

︶
と
い
う
事
実
で
あ

り
︑
こ
れ
も
純
粋
経
験
と
い
う
直
観
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
事
実
に

基
づ
い
て
い
る
︒

　

純
粋
経
験
の
有
す
る
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
西
田
自
身
が
挙
げ

る
︑
技
芸
を
習
う
場
合
始
め
は
意
識
的
で
あ
っ
た
も
の
が
こ
れ
が

熟
す
る
に
従
っ
て
無
意
識
的
に
な
る
と
い
う
例
︵I, 17

︶︑
さ
ら

に
具
体
的
に
﹁
音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
奏
す
る
時
の
如
き
︑
全

く
知
覚
の
連
続
︵I, 11

︶﹂
の
例
に
基
づ
い
て
解
釈
し
て
お
け
ば
︑

演
奏
家
が
未
だ
習
熟
し
て
い
な
い
曲
を
練
習
す
る
と
き
に
は
︑
楽

譜
を
見
な
が
ら
演
奏
の
技
術
な
ど
に
つ
い
て
思
慮
判
断
を
下
す
で

あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
れ
は
不
純
粋
経
験
で
あ
る
︒
し
か
し
熟
練
の
域

に
達
す
れ
ば
︑
も
は
や
楽
譜
を
見
る
必
要
も
思
慮
細
工
を
加
え
る

必
要
も
な
く
︑
そ
こ
に
は
た
だ
音
な
ら
音
の
知
覚
が
あ
る
の
み
の

意
識
状
態
す
な
わ
ち
純
粋
経
験
と
な
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し︵
４
︶

で
見
た
よ
う
に
︑
い
か
な
る
不
純
粋
経
験
も
そ
の
原
初
︵
例
え
ば

楽
譜
や
楽
器
を
見
た
瞬
間
︶
は
純
粋
経
験
︵
下
村
寅
太
郎
の
述
べ

る
﹁
主
客
未
だ
未
分
17

﹂︶
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
︑
純
粋
経
験
と

は
そ
れ
が
分
化
発
展
し
て
不
純
粋
経
験
と
な
り
︑
こ
の
不
純
粋

経
験
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
ま
た
純
粋
経
験
︵﹁
主
客
既
に
未

分
﹂︶
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
動
的
な
構
造
を
持
つ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
18

︒

二
│
二　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
︑
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
の
概
念
を
介
し
て
︑
純
粋
経
験
や
意
識
︑
そ
の
統
一
と
い
っ
た

概
念
が
︵
４
︶
ま
で
で
見
た
よ
う
な
瞬
間
的
な
知
覚
や
感
覚
の

よ
う
な
も
の
か
ら
拡
大
さ
れ
て
い
る
︵I, 16-17

︶
こ
と
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
西
田
は
純
粋
経
験
を
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
の
観
点
か
ら

七



論
じ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
西
田
の
言
う
意
識
の
﹁︵
体
系

的
︶
発
展
︵I, 16

︶﹂
の
概
念
の
導
入
に
伴
っ
て
純
粋
経
験
を
捉

え
る
視
点
を
﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
の
方
へ
と
移
し
︑
こ
ち
ら
の
観

点
に
基
づ
い
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
と
し
て

の
純
粋
経
験
や
不
純
粋
経
験
を
も
包
括
的
に
捉
え
︑
い
わ
ゆ
る
不

純
粋
経
験
も
広
い
意
味
で
は
純
粋
経
験
の
一
部
と
み
な
す
の
で
あ

る
19

︒
な
ぜ
な
ら
﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
方

が
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
発
展
的
段
階
で
あ

り
︑
こ
の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
判
断
や
意
味
を
生
じ
た

不
純
粋
経
験
も
﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
自
己

発
展
の
作
用
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
意

味
と
か
判
断
と
か
を
生
ず
る
の
も
︵
中
略
︶
之
︵
筆
者
注
：
現
在

の
意
識
︶
を
大
な
る
意
識
系
統
の
な
か
に
統
一
す
る
統
一
作
用
に

基
づ
く
の
で
あ
る
︵I, 16

︶﹂︒
つ
ま
り
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
と
し

て
の
純
粋
経
験
が
不
純
粋
経
験
と
な
り
︑
意
味
や
判
断
を
生
じ
る

の
も
︑﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
働
き
に
基
づ

く
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
﹁
意
味
と
か
判
断
と
か
い

ふ
如
き
関
係
の
意
識
の
背
後
に
は
︑
こ
の
関
係
を
成
立
せ
し
む
統

一
的
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︵I, 16

︶﹂﹁
か
く
意
味
と
い
ふ
者

も
大
な
る
統
一
の
作
用
で
あ
︵I, 17

︶﹂
り
︑﹁
所
謂
分
化
発
展
な

る
者
は
更
に
大
な
る
統
一
の
作
用
で
あ
る
︵I, 17

︶﹂︒

　

な
お
︑﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
が
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
の
発
展
的

段
階
で
あ
り
︑
そ
の
統
一
性
が
﹁︵
主
客
未
だ
未
分
の
そ
れ
よ
り
︶

さ
ら
に
大
な
る
統
一
﹂
で
あ
る
理
由
は
︑﹁
技
芸
を
習
ふ
場
合
に

始
は
意
識
的
で
あ
っ
た
事
も
之
に
熟
す
る
に
従
つ
て
無
意
識
と
な

る
20

﹂
と
い
う
西
田
自
身
が
挙
げ
る
例
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
21

︒

こ
れ
も
直
観
の
も
つ
構
造
の
事
実
と
言
え
︑
そ
の
論
拠
は
我
々
の

直
観
的
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
︒

　
﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
か
ら
見
れ
ば
︑
意
識

の
統
一
不
統
一
と
い
う
こ
と
も
畢
竟
程
度
の
差
で
あ
り
︑
全
然
統

一
せ
る
意
識
も
な
け
れ
ば
全
然
不
統
一
な
る
意
識
も
な
く
︑︵
主

客
未
だ
未
分
と
し
て
の
︶
純
粋
経
験
と
そ
の
意
味
ま
た
は
判
断
と

は
︵
主
客
既
に
未
分
の
観
点
と
し
て
の
︶
意
識
の
両
面
を
あ
ら
わ

す
︑
す
な
わ
ち
意
識
は
一
面
に
お
い
て
統
一
性
を
有
し
︑
他
方
で

は
分
化
発
展
の
方
向
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
西
田
が
述
べ
る
の

も
理
解
さ
れ
よ
う
22

︒
す
な
わ
ち
意
識
の
統
一
と
不
統
一
は
相
互

に
移
行
を
志
向
し
て
い
る
23

の
で
あ
り
︑
こ
の
意
味
で
こ
の
区
別

は
絶
対
的
で
は
な
く
相
対
的
24

で
あ
る
︒
発
生
論
的
に
見
れ
ば﹁
意

味
︑
判
断
︑
意
志
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
原
経
験
﹂
す
な
わ
ち
﹁
主

客
未
だ
未
分
﹂と
し
て
の
純
粋
経
験
は
思
惟
や
意
志
の
前
に
あ
り
︑

﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
は
そ
の
後
に
あ
る
︒
し

か
し
可
能
性
の
条
件
と
し
て
み
な
さ
れ
れ
ば
︑﹁
主
客
既
に
未
分
﹂

と
し
て
の
純
粋
経
験
︵
お
よ
び
そ
の
統
一
︶
は
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂

た
る
純
粋
経
験
や
判
断
・
意
志
︵
不
純
粋
経
験
お
よ
び
そ
の
不
統

八



一
︶
に
先
立
ち
︑
そ
の
根
底
に
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
25

︒

二
│
三　

こ
れ
ま
で
の
結
論
と
し
て
︑﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る

純
粋
経
験
と
は
︑︵﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
と
し
て
︶
論
証
的
で
な
い

認
識
︑
さ
ら
に
︵﹁
主
客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
︶
論
証
的
認
識
を

も
越
え
︑こ
れ
を
包
含
す
る
認
識
と
い
う
意
味
で
の
直
観
で
あ
り
︑

そ
の
概
念
は
我
々
の
直
観
の
事
実
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
た
も
の

と
言
え
る
︒
本
稿
の
冒
頭
で
言
及
さ
れ
た
﹁
直
観
の
哲
学
﹂
の
意

味
を
こ
こ
で
詳
し
く
表
現
す
れ
ば
︑﹃
善
の
研
究
﹄
の
哲
学
と
は
︑

体
系
と
し
て
見
れ
ば
直
観
に
つ
い
て
の
哲
学
で
あ
り
︑
方
法
的
に

見
れ
ば
直
観
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
意
味
で
﹃
善

の
研
究
﹄
第
一
編
の
哲
学
を
﹁
直
観
の
哲
学
﹂
と
し
て
特
色
づ
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒﹁
直
観
と
し
て
の
哲
学
﹂
の
意
味
に
つ
い

て
も
う
少
し
言
及
し
て
お
け
ば
︑
西
田
の
純
粋
経
験
概
念
の
説
明

の
方
法
は
読
者
自
身
の
直
観
に
訴
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
そ

の
た
め
に
西
田
は
実
例
を
挙
げ
て
我
々
読
者
に
純
粋
経
験
の
事
実

に
気
づ
か
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
の
で
あ
る
︒

二
│
四　

以
上
で
確
認
し
た
西
田
の
純
粋
経
験
論
に
つ
い
て
考
え

ら
れ
う
る
問
題
点
を
見
て
︑
そ
の
解
決
の
た
め
の
解
釈
の
可
能
性

を
出
し
て
お
こ
う
︒

二
│
四
│
一　

西
田
に
よ
れ
ば
純
粋
経
験
の
純
粋
で
直
接
な
る
所

以
は
単
一
で
あ
っ
て
分
析
が
で
き
ぬ
と
か
︑
瞬
間
的
で
あ
る
と
か

い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
具
体
的
意
識
の
厳
密
な
る
統
一

に
あ
る
︵I, 12f.

︶︒
こ
の
統
一
と
は
主
客
や
知
情
意
の
対
立
や
分

離
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
直
接
に
は
我
々
の
知

覚
や
感
覚
の
瞬
間
の
事
実
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま

り
純
粋
経
験
の
論
拠
に
は
元
来
時
間
の
概
念
が
前
提
さ
れ
て
お

り
︑
こ
の
限
り
こ
れ
は
純
粋
経
験
の
持
つ
分
化
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
に
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
心

理
学
的
意
味
で
の
現
象
に
基
づ
い
た
説
明
と
の
印
象
を
与
え
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹃
善
の
研
究
﹄
全
体
の
意
図

は
︑
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
︵
真
実
在
︶
と
し
て
す
べ
て
を
説

明
し
て
み
た
い
︵I, 4

︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
同
書
の
構
成
に

即
し
て
言
え
ば
︑
純
粋
経
験
の
概
念
に
基
づ
い
て
実
在
論
︑
倫
理

学
︑
宗
教
論
を
展
開
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
書
全
体
の
意
図
で
あ

る
が
︑
純
粋
経
験
の
概
念
に
時
間
概
念
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
限

り
︑
西
田
自
身
が
﹃
善
の
研
究
﹄
の
一
九
三
六
年
版
の
﹁
序
﹂
で

半
ば
認
め
て
い
る
26

よ
う
に
︑
同
書
の
立
場
が
心
理
主
義
27

︑
つ

ま
り
近
代
的
意
味
で
の
心
理
学
的
事
実
を
哲
学
に
応
用
し
よ
う
と

す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
︒﹃
善

の
研
究
﹄
第
一
編
冒
頭
で
の
定
義
に
即
し
て
言
え
ば
︑
経
験
の
純

粋
性
と
は
経
験
の
時
間
的
原
初
性
に
還
元
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

さ
ら
に
言
え
ば
︑
西
田
が
知
的
直
観
と
呼
ぶ
芸
術
的
・
美
的
体

験
や
宗
教
的
体
験
が
︑
西
田
が
知
覚
や
感
覚
お
よ
び
そ
の
分
化
発

九



展
の
例
で
挙
げ
る
の
と
同
じ
意
味
で
時
間
的
体
験
で
あ
る
と
は
考

え
難
い
︒
知
的
直
観
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
経
験
の
純
粋
性
す
な

わ
ち
意
識
の
統
一
性
を
瞬
間
的
知
覚
・
感
覚
の
例
を
挙
げ
る
こ
と

か
ら
根
拠
づ
け
た
こ
と
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

　
﹃
善
の
研
究
﹄
の
第
二
編
に
よ
れ
ば
︑
真
の
実
在
を
理
解
し
︑

天
地
人
生
の
真
面
目
を
知
る
た
め
に
は
凡
て
の
人
工
的
仮
定
を
去

り
︑
疑
う
に
も
疑
い
様
の
な
い
直
接
の
知
識
を
本
と
し
て
出
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い︵I, 47
︶︒
そ
し
て
こ
の
直
接
の
知
識
が
我
々

の
直
覚
的
経
験
の
事
実︵I, 48
︶︑即
ち
純
粋
経
験
な
の
で
あ
る
が
︑

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
西
田
は
実
は
時
間
の
存
在
を
疑
っ
て
お

ら
ず
︑
そ
の
概
念
を
前
提
に
し
て
純
粋
経
験
の
概
念
を
展
開
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒

　

こ
の
種
の
批
判
に
対
し
て
は
︑﹃
善
の
研
究
﹄
の
第
二
編
に
お

け
る
西
田
自
身
の
以
下
の
言
明
が
反
論
と
な
り
え
よ
う
︒
す
な
わ

ち
︑
直
接
経
験
︵
純
粋
経
験
︶
の
本
に
立
ち
還
っ
て
み
れ
ば
︑
時

間
と
は
我
々
の
経
験
を
整
頓
す
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
︑
時
間

と
い
う
考
え
が
起
こ
る
に
は
ま
ず
意
識
内
容
が
結
合
せ
ら
れ
統
一

さ
れ
て
一
と
な
る
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
然
ら
ざ
れ
ば
前
後

を
連
合
配
列
し
て
時
間
的
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
さ
れ
ば

意
識
の
統
一
作
用
は
時
間
の
統
一
を
受
け
る
の
で
は
な
く
︑
却
っ

て
時
間
は
こ
の
統
一
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︵I, 

73

︶︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
意
識
内
容
の
統
一
と
は
明

暗
の
別
す
ら
定
か
な
ら
ざ
る
初
生
児
の
意
識
の
混
沌
た
る
統
一

︵I, 12

︶
の
よ
う
な
純
粋
経
験
の
有
す
る
統
一
性
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
時
間
的
継
起
に
関
し
て
意
識
の
内
容
︑
特

に
そ
の
統
一
性
が
意
識
さ
れ
た
と
き
に
は
主
客
の
間
に
亀
裂
が
生

じ
る
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
意
識
の
内
容
は
意
味
や
判
断
を
排
斥
し

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︒
こ
の
西
田
の
議
論
は
明
快
で
あ
る
と

言
え
よ
う
︒

　

純
粋
経
験
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
は
意
味
を
も
つ
判
断
と
し

て
の
み
可
能
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
証
的
反
省
と
し

て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
段
階
で
成
立
し
て
い

る
時
間
意
識
を
前
提
に
し
て
純
粋
経
験
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
が
︑
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
心
理
主
義

と
し
て
の
批
判
が
生
じ
る
理
由
で
あ
ろ
う
︒
純
粋
経
験
そ
の
も
の

は
論
証
的
判
断
以
前
あ
る
い
は
以
後
の
も
の
で
あ
り
︑
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
語
ら
れ
る
純
粋
経
験
は
純
粋
経
験
そ
の
も
の
で
は
な

い
︒﹁︵
前
略
︶
何
ご
と
に
せ
よ
我
々
に
直
接
の
事
実
で
あ
る
も
の

は
︵
筆
者
注
：
論
証
的
に
は
︶
説
明
で
き
ぬ
︑
理
性
で
あ
つ
て
も

其
根
本
で
あ
る
直
覚
的
原
理
の
説
明
は
で
き
ぬ
︵I, 40

︶﹂
の
で

あ
る
︒
テ
ク
ス
ト
で
の
語
り
手
と
し
て
の
西
田
は
常
に
直
観
の
立

場
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
外
に
立
っ
て
純
粋
経
験

に
対
す
る
論
証
的
反
省
の
立
場
か
ら
語
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ

一
〇



る
︒

　

さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
純
粋

経
験
は
そ
の
分
化
発
展
を
通
し
て
質
的
に
よ
り
高
次
の
段
階
に
進

む
と
さ
れ
た
︒
で
は
そ
の
終
局
に
あ
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
質

的
に
最
高
の
段
階
に
あ
る
の
は
知
的
直
観
で
あ
ろ
う
︒
す
る
と
純

粋
経
験
の
有
す
る
時
間
性
・
非
時
間
性
の
問
題
は
そ
の
質
的
な
高

低
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
そ
の
質
が
高
ま
る
に

つ
れ
て
純
粋
経
験
は
時
間
的
制
約
か
ら
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
に
し
て
も
純
粋
経
験
の
例
と
し
て
初
生
児
の
意
識
を
挙

げ
た
り
︑
ジ
ェ
イ
ム
ズ
︵I, 10, 11, 17, 19

︶
や
ス
タ
ウ
ト
︵I, 

11

︶︑
ヴ
ン
ト
︵I, 16

︶
と
い
っ
た
心
理
主
義
者
の
言
説
に
言
及

し
て
自
説
を
展
開
す
る
な
ど
︑
心
理
主
義
と
し
て
の
誤
解
を
与
え

う
る
論
述
を
西
田
が
な
し
て
い
る
側
面
も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ

れ
る
︒

二
│
四
│
二　

さ
ら
に
初
め
に
純
粋
経
験
の
主
要
な
特
徴
と
し
て

導
入
さ
れ
た
主
客
合
一
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
う
る
問
題
点

も
指
摘
し
て
お
こ
う
︒
西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
四
編
﹁
宗
教
﹂

の
最
終
節
で
愛
を
主
客
合
一
の
作
用
と
し
て
説
明
し
︵I, 197

︶︑

我
は
神
を
知
ら
ず
我
唯
神
を
愛
す
ま
た
は
こ
れ
を
信
ず
と
言
う
者

が
最
も
能
く
神
を
知
り
居
る
者
で
あ
る
と
し
て
こ
の
書
全
体
を
締

め
く
く
っ
て
い
る︵I, 200

︶が
︑こ
の
場
合
の
神
へ
の
愛
に
は︵
我

は
神
で
は
な
い
と
い
う
︶主
客
の
分
裂
意
識
が
含
意
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
憎
し
み
を
は
じ
め
と
す
る
広
い
意
味
で
の
不
快
の
感
情
が
︑

そ
れ
が
感
情
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
直
観
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は

な
い
と
し
て
も
︑
快
の
感
情
と
同
じ
意
味
で
主
客
合
一
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
こ
う
し
た
不
快
の
感
情
は
純
粋
経

験
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
論
旨
は
一
貫
す
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
先

に
挙
げ
た
神
へ
の
愛
の
例
に
は
依
然
と
し
て
疑
問
が
残
る
︒
ま
た

宗
教
的
体
験
の
主
客
合
一
性
に
関
し
て
言
え
ば
︑
心
身
脱
落
の
禅

体
験
は
そ
れ
で
よ
く
説
明
し
う
る
︒
し
か
し
西
田
が
そ
の
最
後
の

完
成
論
文
﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
﹂︵
一
九
四
五
︶
で

取
り
上
げ
る
﹁
億
劫
相
別
︑
而
須
臾
不
離
︑
尽
日
相
対
︑
而
刹
那

不
対
︵X

I, 399, 409

︶﹂
と
い
う
大
燈
国
師
の
言
葉
︑﹁
我
が
生

き
る
に
あ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
我
に
於
て
生
き
る
28

﹂
と
い
う
パ
ウ
ロ

の
言
葉
︑﹁
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
︑
ひ

と
へ
に
親
鸞
一
人
が
為
な
り
け
り
︵X

I, 431

︶﹂
と
い
う
﹃
歎
異

抄
﹄
の
親
鸞
の
言
葉
な
ど
に
表
さ
れ
て
い
る
宗
教
体
験
︵
知
的
直

観
︶
で
は
︑
主
客
の
分
裂
構
造
が
含
意
さ
れ
て
い
る
29

︒
こ
の
意

味
で
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
直
観
の
内
容
に
つ
い
て
の
反
省
は

不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
︒

　

も
っ
と
も
純
粋
経
験
や
主
客
の
合
一
性
の
意
味
を
二
│
二
で
見

た
よ
う
に
純
粋
経
験
の
有
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
概
念
の
導
入
に

伴
っ
て
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
理
解
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
疑
問
は
解
消

す
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
文
脈
で
は
こ
う
し

一
一



た
疑
問
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
危
険
を
は
ら
む
こ
と
は
指
摘
で
き

よ
う
し
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
西
田
が
初
め
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態

︵
純
粋
経
験
︶
を
主
客
の
区
別
の
な
い
も
の
と
し
て
定
義
し
た
の

か
が
不
明
確
に
な
ろ
う
︒
そ
の
限
り
純
粋
経
験
は
主
客
合
一
の
概

念
と
は
か
か
わ
り
な
く
︑
我
々
が
定
義
し
た
よ
う
に
︑
初
め
か
ら

単
に
論
証
的
で
な
い
認
識
と
い
う
意
味
で
の
直
観
と
定
義
さ
れ
る

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
30

︒

　

し
か
し
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
純

粋
経
験
が
そ
の
分
化
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
通
し
て
到
達
す
べ

き
最
終
点
︑
そ
の
質
的
に
最
も
豊
富
な
段
階
︑
す
な
わ
ち
西
田
が

純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
で
最
も
強
調
す
べ
き
位
置
を
占
め
る
も
の

は
︑
瞬
間
的
な
感
覚
や
知
覚
な
ど
で
は
な
く
︑
知
的
直
観
の
は
ず

で
あ
る
︒
こ
の
概
念
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
西
田
は
純
粋
経
験
の

概
念
を
持
ち
出
し
︑
し
か
も
そ
れ
を
主
客
の
合
一
と
し
て
定
義
し

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
知
的
直
観
の
例
と
し
て
西
田
が
挙
げ

る
の
は
美
術
家
や
宗
教
家
の
直
覚
で
あ
る
が
︑﹃
善
の
研
究
﹄
の

﹁
序
﹂
で
彼
が
哲
学
の
終
結
と
考
え
る
の
は
宗
教
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
︵I, 3

︶
か
ら
︑
西
田
は
最
終
的
に
宗
教
的
直
観
を
基
礎

づ
け
る
た
め
に
純
粋
経
験
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
で
は
主
客
合
一
の
宗
教
的
直
観
と
は
具
体
的
に

は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
西
洋
的
伝
統
に
お
け
る
神
秘
主
義
お
よ
び
禅

の
心
身
脱
落
の
体
験
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
し
て
西
田
自
身
が
若

き
日
に
禅
の
修
業
に
打
ち
込
ん
だ
事
実
を
こ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
れ

ば
︑
西
田
は
最
終
的
に
禅
の
体
験
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
念
頭
に

お
い
て
純
粋
経
験
論
を
展
開
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ

ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
論
述
の
出
発
点
は
知
覚
や
感
覚
の
例
で
あ
っ

た
と
は
い
え
︑
西
田
は
初
め
か
ら
禅
の
立
場
に
立
ち
︑
身
心
脱
落

の
体
験
の
基
礎
づ
け
を
念
頭
に
お
い
て
そ
の
純
粋
経
験
論
を
展
開

し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
︑﹃
善
の
研
究
﹄
の
論
旨
を
最
も
一
貫

し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　

実
を
言
え
ば
︑﹃
善
の
研
究
﹄
第
一
編
の
冒
頭
で
︑
純
粋
経
験

で
合
一
し
て
い
る
主
客
と
は
知
識
︵
の
主
体
︶
と
対
象
と
言
い
換

え
ら
れ
︑
こ
の
と
き
の
知
識
と
は
﹁
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と

か
︑
我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
ふ
や
う
な
考
﹂︑﹁
此
色
︑
此

音
は
何
で
あ
る
と
い
ふ
判
断
﹂
と
い
っ
た
論
証
的
認
識
と
考
え
ら

れ
る
︵I, 9

︶
か
ら
︑
主
客
の
分
裂
意
識
を
伴
っ
た
直
観
で
あ
っ

て
も
︑
そ
れ
が
直
観
で
あ
る
限
り
︑
西
田
に
お
い
て
は
主
客
合
一

の
意
識
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
　

三　
『
善
の
研
究
』
第
二
編
「
実
在
」
に
お
け
る
純
粋
経
験

　
﹃
善
の
研
究
﹄
第
一
版
の
﹁
序
﹂
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
書
は
第
二
︑

第
三
︑
第
一
︑
第
四
の
各
編
の
順
に
書
か
れ
︑
第
一
編
は
こ
の
書

の
思
想
の
根
底
で
あ
る
純
粋
経
験
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

一
二



で
あ
る
が
︑
は
じ
め
て
こ
の
書
を
読
む
人
は
こ
の
編
を
略
し
た
ほ

う
が
よ
い
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
第
二
編
は
こ
の
書
の
哲
学
的

思
想
を
述
べ
た
も
の
で
こ
の
書
の
骨
子
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
︵I, 3
︶︒
し
た
が
っ
て
﹃
善
の
研
究
﹄
全
体
の
意
図
や
内
容
を

理
解
す
る
た
め
に
は
第
二
編
が
最
も
重
要
で
あ
り
︑
第
一
編
は
第

二
編
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
概
念
を
詳
述
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
に
よ
れ
ば
︑
世
界
や
人
生
は
こ
の
様
の

よ
う
な
も
の
と
い
う
哲
学
的
世
界
観
お
よ
び
人
生
観
と
︑
人
間
は

か
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
か
か
る
と
こ
ろ
に
安
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
道
徳
宗
教
の
実
践
的
要
求
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
︑

道
徳
宗
教
の
問
題
を
論
ず
る
前
に
天
地
人
生
の
真
相
︑
真
実
在
が

い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵I, 46

︶︒

そ
し
て
真
実
在
を
理
解
す
る
た
め
に
は
疑
い
う
る
だ
け
疑
っ
て

す
べ
て
の
人
工
的
仮
定
を
去
り
︑
疑
う
に
も
も
は
や
疑
い
よ
う
の

な
い
直
接
の
知
識
を
本
と
し
て
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵I, 

47

︶︒
そ
し
て
こ
れ
が
直
覚
的
︵
直
観
的
︶
経
験
の
事
実
つ
ま
り

意
識
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
︵I, 48

︶
で
あ
り
︑
こ
れ
が
テ
ク
ス

ト
の
少
し
後
で
純
粋
経
験
と
呼
ば
れ
る
︵I, 53

︶
の
で
あ
る
が
︑

そ
の
論
拠
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
一
編
に
お
け
る
よ
う
に
単
純
に
直

観
の
事
実
に
基
づ
い
て
は
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
知
的
な
論
証
的
反
省

が
そ
の
前
半
を
な
し
て
い
る
︒

　

ま
ず
西
田
は
物
心
の
独
立
的
存
在
が
直
覚
的
事
実
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
し
て
論
駁
す
る
︒﹁
今
目
前
に
あ

る
机
と
は
何
で
あ
る
か
︑
其
色
其
形
は
眼
の
感
覚
で
あ
る
︑
之
に

触
れ
て
抵
抗
を
感
ず
る
の
は
手
の
感
覚
で
あ
る
︒
物
の
形
状
︑
大

小
︑
位
置
︑
運
動
と
い
ふ
如
き
こ
と
す
ら
︑
我
々
が
直
覚
す
る
所

の
者
は
凡
て
物
其
者
の
客
観
的
状
態
で
は
な
い
︒
我
等
の
意
識

を
離
れ
て
物
其
者
を
直
覚
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
︵I, 

48

︶︒﹂
こ
の
論
法
は
カ
ン
ト
が
観
念
論
者
に
分
類
す
る
バ
ー
ク

リ
31

の
﹃
人
知
原
理
論
﹄
本
編
第
一
節
に
見
ら
れ
る
﹁
観
念
論
的
﹂

論
拠
で
あ
る
32

︒
バ
ー
ク
リ
は
こ
の
論
法
で
﹁
存
在
と
は
知
覚
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
33

﹂
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
を
導
き
︑
我
々
の

精
神
な
し
に
存
在
す
る
事
物
自
体
の
存
在
を
否
定
す
る
34

︒

　

し
か
し
西
田
の
最
終
的
立
場
は
我
々
の
知
覚
ま
た
は
精
神
の
外

な
る
世
界
と
内
な
る
世
界
を
区
別
し
︑
こ
の
前
提
の
下
に
精
神
の

内
部
で
の
み
実
在
を
把
握
す
る
バ
ー
ク
リ
35

に
お
け
る
よ
う
な
観

念
論
で
は
な
い
︒
西
田
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
︑
バ
ー
ク
リ
的

意
味
で
の
我
々
の
精
神
の
内
と
外
の
合
一
を
根
拠
づ
け
る
︒﹁
自

分
の
心
其
者
に
就
い
て
見
て
も
右
の
通
り
で
あ
る
︒
我
々
の
知
る

所
は
知
情
意
の
作
用
で
あ
つ
て
︑
心
其
者
で
な
い
︒
我
々
が
同
一

の
自
己
が
あ
つ
て
始
終
働
く
か
の
様
に
思
ふ
の
も
︑
心
理
学
よ
り

見
れ
ば
同
一
の
感
覚
及
感
情
の
連
続
に
す
ぎ
な
い
︑
我
々
の
直
覚

的
事
実
と
し
て
居
る
物
も
心
も
単
に
類
似
せ
る
意
識
現
象
︵
筆
者

一
三



注
：
意
識
と
い
う
現
象
︑
の
意
味
︶
の
不
変
的
結
合
と
い
ふ
に
す

ぎ
ぬ
︒
唯
我
々
を
し
て
物
心
其
者
の
存
在
を
信
ぜ
し
む
る
の
は
因

果
律
の
要
求
で
あ
る
︵I, 48

︶︒﹂
こ
の
よ
う
な
﹁
心
理
学
﹂
的
な

直
観
の
事
実
に
よ
っ
て
西
田
は
心
の
外
な
る
事
物
か
ら
独
立
な
心

の
存
在
を
否
定
し
︑
物
と
心
の
実
体
的
な
合
一
を
根
拠
づ
け
る
︒

こ
れ
が
﹁
直
覚
的
経
験
の
事
実
即
ち
意
識
現
象
に
就
い
て
の
知
識

︵I, 48

︶﹂
で
あ
り
︑﹁
疑
ふ
に
も
疑
ひ
様
の
な
い
直
接
の
知
識
︵I, 

48

︶﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
一
編
に
お
け
る
よ

う
な
単
純
に
我
々
の
直
観
的
事
実
に
訴
え
る
方
法
で
で
は
な
く
︑

物
心
の
区
別
と
い
う
我
々
の
日
常
の
自
然
的
態
度
か
ら
出
発
し
︑

そ
れ
を
論
駁
す
る
観
念
論
的
な
反
省
に
心
理
学
的
論
拠
を
加
え
る

こ
と
で
我
々
の
﹁
直
覚
的
事
実
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
概
念
を

基
礎
づ
け
た
も
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
筆
者
は
こ
の
基
礎
づ
け
が
成
功
し
て
い
る
と
は
考
え
な

い
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
第
二
編
で
は
純
粋
経
験
に
お
け
る
主
客
合
一

性
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
知
情
意
の
合
一
性
は
根

拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
知
情
意
の
合
一
は
﹃
善
の

研
究
﹄
第
一
編
で
見
た
よ
う
に
︑
あ
く
ま
で
も
我
々
の
直
観
の
事

実
に
基
づ
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
︒

　

か
く
し
て
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る
純
粋
経
験
の
概
念
は
最
終

的
に
は
そ
の
第
一
編
に
お
け
る
直
観
の
哲
学
︑
す
な
わ
ち
直
観
に

つ
い
て
の
哲
学
お
よ
び
直
観
と
し
て
の
哲
学
と
し
て
理
解
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
︒
そ
し
て
考
え
ら
れ
う
る
そ

の
問
題
点
お
よ
び
そ
の
解
決
的
解
釈
の
可
能
性
は
第
一
編
の
検
討

で
見
た
と
お
り
で
あ
る
︒

　
　
　
　

凡
例

　

西
田
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
岩
波
書
店
の﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄

︵
安
倍
能
成
他
編
︶
で
あ
り
︑
引
用
に
際
し
て
は
巻
数
を
ロ
ー
マ

数
字
で
︑
頁
付
け
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
︒
使
用
し
た
の
は
第

一
︵
一
九
八
七
年
︶︑
第
二
︵
一
九
八
七
年
︶︑
第
一
一
︵
一
九
八

八
年
︶
の
各
巻
で
あ
る
︒
な
お
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
︒

註１ 　

た
だ
し
﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
直
接
に
は
直
観
と
い
う
言
葉
よ
り
も
直

覚
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
頻
出
し
て
い
る
︒Peter Pörtner 

は
そ
の
独

訳 K
itarō N

ishida: Ü
ber das G

ute, ︵Insel Verlag, Frankfurt a. M
., 

1993

︶
に
お
い
て
︑
直
観
に
はA

nschauung

︑
直
覚
に
はunm

ittelbare 

W
ahrnehm

ung

の
訳
を
当
て
て
い
る
︒
し
か
し
筆
者
は
こ
の
両
者
の
間

に
概
念
上
の
区
別
を
見
出
す
理
由
は
な
い
と
考
え
る
︒

２ 　

例
え
ば
大
橋
良
介
﹃
西
田
哲
学
の
世
界　

あ
る
い
は
哲
学
の
転
回
﹄

︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
五
年
︶
四
四
頁
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
概
念
と

の
関
連
で
は
藤
田
正
勝
﹃
現
代
思
想
と
し
て
の
西
田
哲
学
﹄︵
講
談
社

一
四



選
書
メ
チ
エ
︑
一
九
九
八
年
︶
八
四
頁
以
下
︑
お
よ
び
同
氏
の
﹃
西
田

幾
多
郎
│
生
き
る
こ
と
と
哲
学
﹄︵
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
七
年
︶
五
七

頁
以
下
︒

３ 　

こ
の
箇
所
の
論
点
に
つ
い
て
は
︑拙
稿
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
現
象
学
﹄

に
お
け
る
宗
教
哲
学
﹂︵
ド
イ
ツ
観
念
論
研
究
会
編
﹃
思
索
の
道
標
を

も
と
め
て
‒芸
術
学
・
宗
教
学
・
哲
学
の
現
場
か
ら
‒﹄︑
萌
書
房
︑
二

〇
〇
七
年
︑
九
一
か
ら
一
〇
八
頁
所
収
︶
の
九
二
頁
お
よ
び
九
四
か
ら

九
五
頁
で
も
別
の
形
で
言
及
し
た
︒

４ 　

直
観
と
い
う
言
葉
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
に
はA
nschauung

と

Intuition

と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
あ
り
︑
そ
れ
に
対
応
し
てanschaulich 

とintuitiv

と
言
う
二
つ
の
形
容
詞
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
の
間
に
は
微

妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
直
観
を
﹁
論

証
的
で
な
い
認
識
﹂
と
い
う
ご
く
広
い
意
味
で
定
義
す
る
た
め
︑
こ
の

限
り
こ
れ
ら
の
二
種
の
言
葉
に
区
別
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ

る
︒

５ 　

例
え
ば D

uden D
eutsches U

niversalwörterbuch ︵M
annheim

 2003
︶

の Intuition 

の
項
目
︵S.844

︶
で
は
︑
直
観
が das unm

ittelbare, 

nicht diskursive, nicht auf R
eflexion beruhende Erkennen 

と
説
明

さ
れ
て
い
る
︒W

ahrig D
eutsches W

örterbuch ︵﹃
ヴ
ァ
ー
リ
ヒ
現

代
独
独
辞
典
︵
縮
刷
復
刻
版
︶﹄︑
駿
河
台
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
︶

の diskursiv 

の
項
目
︵S.921

︶ 

で
は
︑
こ
の
言
葉
がintuitiv

の
反
対

語
︵G

gs.=G
egensatz

︶
と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
対
は
当
然
英
語

︵discursive 

と intuitive

︶
や
フ
ラ
ン
ス
語
︵discursif 

と intuitif

︶
な

ど
の
西
洋
語
に
も
該
当
し
よ
う
︒

６ 　
﹃
岩
波　

哲
学
・
思
想
事
典
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︒
一
〇
九

一
頁
︒

７ 　

B
ergson, H

., La pensée et le m
ouvant, Vendôm

e 2005, p. 178. 

﹁
形
而
上
学
入
門
﹂︵
坂
田
徳
男
訳
︶
五
頁
︒︵
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹃
哲
学
的

直
観　

ほ
か
﹄︑
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
七
年
︑
所
収
︶

８ 　

西
田
を
カ
ン
ト
と
比
較
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
︒
後
に
見
る
よ
う
に
西
田
の
純
粋
経
験
の
理
論
は
経

験
の
発
生
論
で
あ
り
︑
経
験
の
可
能
性
の
条
件
を
究
明
す
る
能
力
批
判

た
る
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
と
単
純
に
比

較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
西
田
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
に
お
け
る

よ
う
な
純
粋
直
観
と
い
う
概
念
は
な
く
︑
瞬
間
的
な
知
覚
︑
感
覚
と
い

う
よ
う
な
︵
知
的
直
観
を
除
く
︶
純
粋
経
験
は
カ
ン
ト
の
経
験
的
直
観

に
相
当
す
る
︒
ま
た
こ
の
両
者
で
は
知
的
直
観
の
概
念
も
異
な
っ
て
い

る
︒

９ 　

D
uden, op. cit. 

の anschaulich 

の
項
目
︵S.145

︶
に
は
︑
そ
の
一

つ
の
意
味
と
し
て bildhaft 

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

10 　
D

uden, ibid. 

で
は diskursiv

を von B
egriff zu B

egriff m
ethodisch 

fortschreitend; schlussfolgernd 

と
解
説
し
て
い
る
︵S.384

︶︒

11 　

K
ant, I., K

ritik der reinen Vernunft ︵K
rV

︶, H
am

burg 1990, A68/

B93.　

な
お
こ
の
論
証
的
・
直
観
的
の
概
念
に
関
し
て
は
︑
西
田
と
カ

一
五



ン
ト
の
経
験
理
論
の
差
異
︵
註
８
参
照
︶
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
︑

一
般
的
な
定
義
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
︒

12 　
﹁
直
観
と
い
ふ
の
は
︑
主
客
の
未
だ
分
れ
な
い
︑
知
る
も
の
と
知
ら

れ
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る
︑
現
実
そ
の
儘
な
︑
不
断
進
行
の
意
識
で
あ

る
︒﹂︵II, 15
︶

13 　

I, 58. 

な
お
︑
こ
こ
で
の
﹁
意
﹂
と
は
︵
４
︶
に
お
け
る
﹁
意
志
﹂

と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
箇
所
の
検
討
で
挙
げ
る
西
田
自
身
の
挙
げ

る
例
︵I, 38

︶
か
ら
分
る
よ
う
に
︑
我
々
が
通
常
理
解
し
て
い
る
行
為

の
根
拠
と
し
て
の
心
の
働
き
で
あ
る
︒
こ
れ
を
西
田
は
厳
密
に
は
選
択

的
意
志
と
呼
ん
で
い
る
︵I, 14

︶︒
し
か
し
な
が
ら
西
田
は
こ
れ
と
は

別
に
︑
後
に
︵
５
︶
の
検
討
に
関
連
し
て
我
々
が
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う

な
純
粋
経
験
の
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
力
︵
統
一
力
︶
の
こ
と
を
も

意
志
と
呼
ん
で
い
る
︒
こ
れ
を
西
田
は
衝
動
的
意
志
と
呼
ぶ
︵I, 14

︶︒

こ
の
よ
う
に
意
志
と
い
う
言
葉
が
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
二
義
的
に

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

14　

I, 15. 

︵
選
択
的
︶
意
志
の
例
は I, 38

参
照
︒

15 　

た
だ
し
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
不
純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
は
一
度

も
使
わ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
言
葉
は
西
田
自
身
の
も
の
と
し
て
は
そ
の

論
文
﹁
高
橋
︵
里
美
︶
文
学
士
の
拙
著
﹃
善
の
研
究
﹄
に
対
す
る
批
評

に
答
ふ
﹂︵
一
九
一
二
年
︶︵I, 299f.

︶
で
初
め
て
使
わ
れ
て
い
る
︒

16 　

経
験
の
持
つ
差
別
相
に
つ
い
て
は
二
│
二
で
見
る
拡
大
さ
れ
た
純
粋

経
験
の
概
念
で
最
終
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
立
場
か

ら
見
れ
ば
す
べ
て
の
意
識
現
象
は
純
粋
経
験
で
あ
る
こ
と
に
な
り
︑
こ

の
理
由
か
ら
西
田
は
知
性
・
感
性
な
ど
と
明
確
な
区
別
を
有
す
る
能
力

論
を
展
開
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
い
わ
ゆ
る
能
力
論
か
ら

見
れ
ば
︑
西
田
は
す
べ
て
を
感
性
の
働
き
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

17 　

下
村
は
主
客
合
一
の
意
識
と
し
て
の
純
粋
経
験
の
例
と
し
て
︑
一
方

で
東
西
も
分
か
た
ぬ
嬰
児
の
意
識
の
如
き
最
も
素
朴
な
も
の
を
挙
げ
︑

他
方
で
芸
術
家
の
創
作
過
程
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
筆
自
ら
動
く
﹂
底

の
意
識
や
宗
教
的
天
才
の
自
他
を
弁
ぜ
ぬ
愛
の
心
情
の
如
き
も
の
を
挙

げ
る
︒
そ
し
て
前
者
に
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂︑後
者
に
﹁
主
客
既
に
未
分
﹂

を
対
応
さ
せ
る
︒﹃
下
村
寅
太
郎
著
作
集　

12
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑
一
九

九
〇
年
︶
八
〇
頁
以
下
︒

18 　

奇
妙
な
こ
と
に
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
研
究
者
達
に
よ
っ
て
ほ
と
ん

ど
着
眼
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
﹁︵
筆
者
注
：

﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
︶
主
客
未
だ

0

0

未
分
な
る
も
の
と
主
客
既
に

0

0

未
分
な

る
も
の
と
が
区
別
せ
ら
れ
ず
︑
直
接
に
同
一
化
さ
れ
て
い
る
﹂︵
下
村

前
掲
書
︑
八
一
頁
︶
と
い
う
下
村
寅
太
郎
の
周
知
の
批
判
が
生
ず
る
の

で
あ
ろ
う
︒

19 　

意
識︵
純
粋
経
験
︶の
分
化
発
展
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
は﹃
善

の
研
究
﹄
の
一
二
頁
か
ら
で
あ
る
が
︑
こ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
以

前
の
論
述
︵I, 10

︶
で
︑︵
不
純
粋
経
験
を
も
含
む
︶
す
べ
て
の
精
神

現
象
が
︵
純
粋
経
験
と
い
う
︶
こ
の
形
に
お
い
て
現
れ
る
と
西
田
が
述

一
六



べ
る
の
も
︑
理
解
が
容
易
に
な
ろ
う
︒

20 　
I, 17. 

こ
の
﹁
無
意
識
﹂
と
い
う
こ
と
が
﹁
毫
も
思
慮
分
別
を
加
へ

な
い
﹂︵I, 9

︶︑﹁
少
し
の
思
想
も
交
へ
ず
﹂︵I, 11

︶と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑

主
客
合
一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
対
概
念
と
し
て
の
﹁
意

識
・
思
慮
分
別
・
思
想
﹂
が
︑
ド
イ
ツ
語
の
反
省 R

eflexion 

に
相
当

す
る
︵
註
５
参
照
︶︒
な
お
︑
こ
の
文
脈
で
の
意
識
・
無
意
識
と
い
う

言
葉
は
我
々
が
日
常
使
っ
て
い
る
よ
う
な
心
理
学
的
意
味
で
使
わ
れ
て

お
り
︑
こ
の
意
味
で
の
無
意
識
と
い
う
こ
と
が
西
田
の
純
粋
経
験
の
概

念
に
相
当
す
る
︒
し
か
し
西
田
は
︵﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
お
よ
び
﹁
主

客
既
に
未
分
﹂
と
し
て
の
︶
純
粋
経
験
を
も
意
識
と
い
う
言
葉
で
表
現

し
て
い
る
︒
こ
の
意
味
で
は
先
の
日
常
的
意
味
で
の
無
意
識
も
意
識
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
西
田
が
意
識
と
い
う
言
葉
を
二
義
的

に
用
い
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

21 　

西
田
自
身
が
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
西
田
の
意
図
に
従

え
ば
︑
数
学
・
自
然
科
学
な
ど
の
よ
う
な
理
論
的
認
識
に
お
い
て
も
︑

論
証
的
に
得
ら
れ
て
い
た
認
識
が
直
観
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
が
︑
質
的
に
高
次
の
認
識
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
︒

22 　

I, 16-17. 

な
お
︑
西
田
は
こ
の
立
場
か
ら
高
橋
里
美
の
批
判
に
対
し

て
反
論
し
て
い
る
︵I, 300

︶︒
西
田
か
ら
す
れ
ば
高
橋
の
西
田
批
判
は

純
粋
経
験
を
﹁
主
客
未
だ
未
分
﹂
と
し
て
の
み
理
解
し
て
展
開
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
西
田
は
こ
の
論
文
で
︑
統
一
の
弱
い
も

の
は
弱
い
な
が
ら
︑
強
い
も
の
は
強
い
が
ま
ま
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
統

一
の
程
度
を
有
し
つ
つ
同
じ
く
純
粋
経
験
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
︑
絶

対
的
な
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
も
絶
対
的
な
不
純
粋
経
験
と
い
う
も
の

も
な
く
︑
す
べ
て
が
見
方
に
よ
っ
て
は
純
粋
経
験
と
言
え
る
と
述
べ
て

い
る
︵I, 300

︶︒
思
惟
に
関
し
て
は
︑﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
も
そ

れ
は
大
な
る
意
識
体
系
の
発
展
実
現
す
る
過
程
に
過
ぎ
ず
︑
大
な
る
意

識
統
一
に
住
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
思
惟
は
大
な
る
一
直
覚
の
上
に
お

け
る
波
瀾
に
過
ぎ
ぬ
と
述
べ
ら
れ
る
︵I, 25

︶︒

23 　

た
だ
し
移
行
と
い
っ
て
も
質
的
に
同
レ
ヴ
ェ
ル
で
行
わ
れ
る
も
の
で

は
な
く
︑
後
に
来
る
も
の
の
方
が
﹁
大
な
る
﹂
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
︒

24 　

こ
の
相
対
的
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
︒﹁
勿
論
思
惟

に
於
て
は
知
覚
の
場
合
よ
り
統
一
が
寛
で
あ
り
︑
そ
の
推
移
が
意
識
的

で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
︑
前
に
之
を
以
て
其
の
特
徴
と
し
て
置

い
た
が
︑
厳
密
に
考
へ
て
見
る
と
此
の
区
別
も
相
対
的
で
あ
つ
て
︑
思

惟
に
於
て
も
一
表
象
よ
り
一
表
象
に
推
移
す
る
瞬
間
に
於
て
は
無
意
識

で
あ
る
︵
後
略
︶﹂︵I, 21

︶︒
な
お
こ
こ
で
の
無
意
識
に
関
し
て
は
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