
“An Inquiry into the Good” considers reality as experience, and clarifies what occurs 

there.  When reality is seen as experience, both the interpretation that reality exists 

first and we experience it as it is, and the interpretation that experience exists first and 

that experience is reality, have to be deliberately rejected.  Clarification requires both a 

standpoint and logic.  This standpoint should be intuition on the largest and deepest scale 

which enables the total perception from within that “reality = experience”.  Forming this 

standpoint demands the surrender of a differentiate mind which raises issues whether they 

be internal or external, big or small, deep or shallow. 

Nishida designed “An Inquiry into the Good” to be read twice.  On the first reading, the 

first chapter should be skipped because it ought to be read from the standpoint of pure 

experience, the formation of which is the process described from chapter two onwards.  

This process, by which an individual full of discrimination can be set free from prejudice, 

is the process of denial.  This enables the individual to learn the standpoint and logic of 

pure experience for himself.  At the same time, it is the process by which the legitimacy 

of the standpoint and logic of pure experience is proven and established.  The second 

reading should be started from the first chapter and is a process of affirmation having 

arrived at the standpoint of pure experience and having gained an understanding of pure 

experience as being self-developing.  The first reading therefore becomes an introduction 

to the standpoint of pure experience.  By contrast, the second reading develops the 

essential depiction in “An Inquiry into the Good” that reality is experience and clarifies 

what occurs there.

The Standpoint and Logic of Pure Experience in Conformity 
with the Composition of “An Inquiry into the Good”

 Yukihito Sano　　
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は
じ
め
に

　
﹃
善
の
研
究
﹄
は
二
度
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
書
で
あ
る
︒

最
初
は
純
粋
経
験
の
立
場
と
論
理
が
生
成
す
る
道
と
し
て
︑
第
二

編
か
ら
第
三
編
︑
第
四
編
と
読
み
進
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
分
別
に

と
ら
わ
れ
た
個
人
が
︑そ
の
先
入
見
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
で
あ
り
︑

い
わ
ば
否
定
の
道
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
は
﹁
個
人
あ
っ

て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
﹂
と

い
う
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
と
能
動
的
な
純
粋
経
験
の
﹁
論
理
﹂

を
自
得
す
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
純
粋
経
験
の
立
場
と
論
理
が
自
ら

の
正
当
性
を
証
し
︑
基
礎
づ
け
る
道
で
も
あ
る
︒
二
度
目
は
第
一

編
か
ら
読
み
始
め
る
が
︑
そ
れ
は
第
二
編
の
前
半
部
を
︑
ひ
い
て

は
爾
後
の
全
体
系
を
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
読
む
た
め
の
基
礎
で

あ
り
︑事
柄
と
し
て
第
二
編
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

二
度
目
に
読
む
﹃
善
の
研
究
﹄
は
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
の
純
粋

経
験
の
自
己
展
開
を
理
解
す
る
道
で
あ
り
︑
い
わ
ば
肯
定
の
道
で

あ
る
︒
そ
れ
故
最
初
に
読
む
場
合
は
個
人
︵
及
び
そ
の
対
象
︶
が

実
在
で
あ
り
︑
個
人
は
そ
う
し
た
反
省
の
立
場
で
こ
の
書
を
読
む

︵
純
粋
経
験
も
そ
う
し
た
﹁
対
象
﹂
と
し
て
実
在
化
さ
れ
る
︶︒
そ

の
前
提
か
ら
の
解
放
が
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
へ
の
導
入
を
成
す
︒

そ
れ
に
対
し
二
度
目
に
読
む
場
合
が
﹃
善
の
研
究
﹄
本
来
の
叙
述

で
あ
り
︑
そ
れ
は
実
在
を
経
験
と
し
︑
そ
こ
に
何
が
生
起
し
て
い

る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
る
︒小
論
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を﹃
善

の
研
究
﹄の
構
成
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
︒

第
一
章　

�

純
粋
経
験
の
立
場
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か

　

純
粋
経
験
の
立
場
は
実
在
を
経
験
と
す
る
立
場
と
言
え
る
が
︑

我
々
は
こ
の
場
合
で
も
実
在
と
経
験
を
分
け
て
考
え
る
思
考
法
か

ら
始
め
る
以
外
に
な
い
︒
そ
う
し
た
思
考
法
か
ら
生
じ
る
誤
解
を

予
め
取
り
除
い
て
お
き
た
い
︒
我
々
は
純
粋
経
験
の
立
場
が
実
在

を
経
験
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
聞
く
と
︑
実
在
と
経
験
を
分
け
た

上
で
︑
ど
ち
ら
か
に
定
位
し
て
両
者
の
同
一
を
考
え
や
す
い
︒
そ

純
粋
経
験
の
立
場
と
論
理　
　
　

 ﹃
善
の
研
究
﹄
の
構
成
に
即
し
て
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こ
か
ら
ま
ず
実
在
︵
事
実
︶
な
る
も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
に
経
験
す
る
︵
知
る
︶
と
い
っ
た
解
釈
や
︑
ま
ず
経
験
な
る

も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
実
在
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
︒
前
者
は
い
わ
ゆ
る
実
在
論
を
導
き
︑
後
者
は
観
念

論
︵
唯
心
論
︶
を
導
く
︒
こ
れ
ら
は
物
心
の
独
立
存
在
を
前
提
す

る
も
の
で
直
接
経
験
︵
純
粋
経
験
︶
の
事
実
か
ら
は
排
除
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
︒

　

で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
︒
実
在
︵
事
実
︶
と
は

経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
実
在
︵
事
実
︶
だ
と
い
う
よ
う
に
完
全
な
る
換
位
命
題
と
し

て
考
え
る
他
は
な
い
︒
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

﹁
経
験
す
る
﹂と
は﹁
経
験
さ
れ
た
﹂で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

反
省
は
こ
の
﹁
経
験
す
る
﹂
を
も
﹁
経
験
さ
れ
た
﹂
と
い
う
仕
方

で
し
か
経
験
で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
第
一
編
第
一
章

の
冒
頭
を
読
ん
で
み
る
︒

　

 　

経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に
知
る
の
意
で
あ
る
︒
全

く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
︑
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
︒

純
粋
と
い
う
の
は
︑
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
そ
の
実

は
何
ら
か
の
思
想
を
交
え
て
居
る
か
ら
︑
毫
も
思
慮
分
別
を
加

え
な
い
︑
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
︒

第
一
文
は
本
来
す
べ
て
の
﹁
経
験
す
る
﹂
こ
と
が
そ
う
で
あ
り
︑

事
実
そ
う
し
て
い
る
の
意
で
あ
る
︒
し
か
し
反
省
に
と
っ
て
そ
れ

は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
反
省
は
﹁
経
験
す
る
﹂
こ
と

を
外
か
ら
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
す
で
に
﹁
経
験
さ

れ
た
﹂
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
経
験
さ
れ
た
﹂
こ
と
が
﹁
事
実

其
儘
に
知
る
﹂な
ど
は
あ
り
得
な
い
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
経

験
さ
れ
た
こ
と
﹂
は
す
で
に
﹁
何
ら
か
の
思
想
﹂﹁
思
慮
分
別
﹂

が
加
わ
っ
て
い
る
と
反
省
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
我
々
は
経
験
を

通
常
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
︒こ
れ
が﹁
普
通
に
経
験
と
い
っ

て
居
る
者
﹂
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
目
に
は
純
粋
経
験
は
何
か
異
常

な
経
験
の
よ
う
に
映
る
︒
こ
う
し
て
反
省
は
︑
純
粋
経
験
を
特
殊

な
﹁
意
識
状
態
﹂
と
し
て
理
解
す
る
︒
西
田
が
挙
げ
る
様
々
な
例

も
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
︒
即
ち
﹁
色
を
見
︑
音
を
聞

く
刹
那
︑
未
だ
こ
れ
を
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
︑
我
が
こ
れ
を

感
じ
て
居
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
の
な
い
の
み
な
ら
ず
︑こ
の
色
︑

こ
の
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
前
﹂も
︑﹁
一

生
懸
命
に
断
崖
を
攀
ず
る
場
合
﹂
も
﹁
微
妙
な
音
楽
に
心
を
奪
わ

れ
る
﹂
場
合
も
︑﹁
初
生
児
の
意
識
状
態
﹂
も
︑宗
教
家
の
﹁
三
昧
﹂

や
芸
術
家
の
﹁
神
来
﹂
も
押
し
並
べ
て
そ
う
し
た
特
殊
な
意
識
状

態
と
し
て
理
解
す
る
︒
そ
の
限
り
そ
れ
は
﹁
経
験
さ
れ
た
こ
と
﹂

で
あ
り
﹁
経
験
す
る
﹂
で
は
な
い
︒﹁
意
識
さ
れ
た
意
識
﹂
で
あ
っ

て
﹁
意
識
す
る
意
識
﹂
で
は
な
い
︒
し
か
し
反
省
は
そ
う
せ
ざ
る

を
得
な
い
︒
そ
れ
は
反
省
に
と
っ
て
主
客
の
差
別
︑
し
た
が
っ
て

ま
た
個
人
︵
及
び
対
象
︶
あ
っ
て
の
経
験
と
い
う
先
入
見
が
抜
き

一
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難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
個
人
は
こ
の
先
入
見
を

自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒

　

し
か
し
こ
の
﹁
ど
う
に
も
な
ら
な
い
﹂
所
に
深
く
頷
く
時
︑
こ

う
し
た
先
入
見
か
ら
の
解
放
が
あ
る
︒
そ
の
時
﹁
経
験
す
る
﹂
が

﹁
経
験
す
る
﹂
の
ま
ま
に
︑
即
ち
﹁
事
実
﹂
と
し
て
顕
わ
に
な
る
︒

こ
う
し
て
第
一
編
冒
頭
の
﹁
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に

知
る
の
意
で
あ
る
︒
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
︑
事
実
に
従
う

て
知
る
の
で
あ
る
﹂
が
反
省
を
破
る
仕
方
で
立
ち
現
れ
る
︒
こ
れ

が
﹁
出
来
事
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
︑
根
本
経
験
で
あ
る
︒﹁
色

を
見
︑
音
を
聞
く
刹
那
﹂
が
﹁
経
験
す
る
﹂
こ
と
と
し
て
﹁
事
実

其
儘
﹂
に
立
ち
あ
が
る
瞬
間
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
よ
う
な
﹁
経

験
す
る
﹂
は
反
省
の
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
で
常
に
反
省
に
届
い
て
い

た
︑
そ
う
し
た
気
付
き
を
こ
の
根
本
経
験
は
含
ん
で
い
る
︒
そ
う

し
た
目
覚
め
に
よ
っ
て
﹁
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に
知

る
の
意
で
あ
る
︒
全
く
自
己
の
細
工
を
棄
て
て
︑
事
実
に
従
う
て

知
る
の
で
あ
る
﹂
は
異
常
で
特
殊
な
経
験
で
も
な
く
︑
刹
那
の
出

来
事
で
も
な
く
︑日
常
平
常
の
事
と
な
る
︒こ
れ
が﹁
実
在
即
経
験
﹂

を
完
全
な
る
換
位
命
題
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

さ
て
﹃
善
の
研
究
﹄
は
本
来
︑
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
実
在

を
経
験
と
し
︑
そ
こ
に
何
が
生
起
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た

書
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
明
ら
か
に
す
る
﹂
た
め
に
は
そ
こ
に
﹁
立

場
﹂
と
﹁
論
理
﹂
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
﹁
立
場
﹂
と
は

上
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
実
在
即
経
験
﹂
の
立
場
に
立
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑﹁
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
経

験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
﹂
に
集
約
さ
れ
る
﹁
純
粋
経
験
の

立
場
﹂
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
﹁
論
理
﹂
が
﹁
経
験
を
能
働
的

と
考
う
る
﹂と
言
わ
れ
る
よ
う
な
動
的
な
経
験
で
あ
る
︒
こ
の﹁
立

場
﹂
は
﹁
実
在
即
経
験
﹂
を
﹁
内
か
ら
﹂
し
か
も
そ
の
全
体
を
見

る
こ
と
の
で
き
る
﹁
最
深
最
大
の
直
観
﹂
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
れ
故
こ
の
立
場
は
内
外
︑
深
浅
︑
大
小
を
問
題
と
す

る
分
別
的
意
識
の
挫
折
と
︑そ
こ
か
ら
の
分
別
︵
無
分
別
の
分
別
︑

直
観
と
反
省
の
統
一
︶
を
不
可
避
の
条
件
と
し
て
い
る
︒

第
二
章　

先
行
研
究
の
検
討

　

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
諸
論
点
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
検
討
を
行

い
た
い
︒
第
一
は
﹃
善
の
研
究
﹄
二
度
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し

た
書
で
あ
る
と
し
た
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ

て
い
る
の
は
上
田
閑
照
で
あ
る
︒
上
田
は
第
一
編
に
つ
い
て﹁
序
﹂

の
中
で
西
田
が
﹁
初
め
て
読
む
人
は
こ
れ
を
略
す
る
方
が
よ
い
﹂

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
︑﹁
第
二
編
が
哲
学
的
思
索
の

固
有
の
展
開
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
独
立
の
圏

域
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
そ
の
圏
域
を
一
旦
と
も
に
思
索
し
通

す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
哲
学
思
想
の
根
源
が
問
題
に
な
っ
て
来

る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
今
度
は
第
一
編
か
ら
読
む
と
い
う
仕
方

二
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で
︑﹁
哲
学
思
想
の
根
柢
﹂
か
ら
改
め
て
始
め
直
し
︑
第
二
編
以

下
を
反
復
す
る
︵
受
取
り
直
す
︶
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
﹂
い

る
︑と
し
て
い
る
︵﹃
西
田
幾
多
郎
を
読
む
﹄
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ

ク
ス
38
︑一
九
九
一
年
︑二
三
三
頁
︑以
下
﹃
読
む
﹄︶︒
即
ち
﹁
第

二
編
は
反
省
に
よ
っ
て
始
ま
る
﹂
が
﹁
反
省
を
破
る
と
い
う
仕
方

で
反
省
に
与
え
ら
れ
る
も
の
こ
そ
︑
反
省
を
真
に
反
省
せ
し
め
る

も
の
﹂
と
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
第
一
編
で
突
如
始
ま
る
﹁
純

粋
経
験
﹂
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
最
初
に
第
二
編
か

ら
読
む
と
き
は
真
の
反
省
で
な
か
っ
た
の
が
︑
二
度
目
に
第
一
編

か
ら
読
み
直
す
と
き
に
は
真
の
反
省
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
し
か
し
上
田
は
﹁
反
省
が
破
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
も
含
め

て
反
省
に
も
た
ら
し
得
て
は
じ
め
て
真
の
反
省
に
な
る
﹂
の
で
あ

る
か
ら
︑﹁
第
一
編
迄
含
め
て
反
省
の
事
﹂
に
な
る
と
し
︑
そ
の

意
味
で
﹁
真
の
反
省
以
前
は
第
一
編
以
前
︑
即
ち
純
粋
経
験
が
純

粋
経
験
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
挙
示
さ
れ
る
﹁
以
前
﹂
だ
﹂
と
し

て
い
る
︒
畢
竟
上
田
に
よ
れ
ば
︑
第
一
編
以
前
の
﹁
出
来
事
﹂
と

し
て
の
純
粋
経
験
に
よ
っ
て
︑
第
一
編
を
含
む
﹃
善
の
研
究
﹄
の

全
体
が
真
の
反
省
の
事
柄
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
上
田
は

哲
学
を
反
省
の
事
柄
に
限
定
し
て
い
る︵
同
一
四
五
頁
︶た
め
︑﹃
善

の
研
究
﹄
は
﹁
哲
学
﹂
の
書
で
あ
り
︑
第
一
編
冒
頭
︑
な
い
し
は

そ
れ
以
前
の
純
粋
経
験
は
﹁
哲
学
の
事
で
は
な
く
︑
禅
の
事
︵
同

二
三
二
頁
︶﹂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

こ
の
解
釈
で
は
︑
第
一
に
哲
学
内
部
︑
今
の
場
合
﹃
善
の
研
究
﹄

内
部
で
ど
の
よ
う
に
し
て
反
省
が
破
ら
れ
る
か
が
︑
テ
キ
ス
ト
か

ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
︑
ど
う
し
て
一
度
目
を
読
ん
だ
者
が
﹁
哲

学
思
想
の
根
柢
﹂を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
が
明
確
で
な
い
︒

そ
う
し
て
第
二
に
哲
学
と
禅
が
裁
然
と
分
か
た
れ
て
お
り
︑
哲
学

が
一
方
的
に
反
省
の
事
柄
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
西
田
の
哲
学
は
む

し
ろ
直
観
の
哲
学
で
は
な
か
っ
た
の
か
︑
そ
う
し
た
問
題
が
生
ず

る
︒
上
田
は
二
度
目
に
読
む
と
き
に
反
省
が
真
に
反
省
に
な
る
と

い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
が
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
直
観
と
反
省
の
統
一

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
そ
う
し
て
一
度
目
を
読
む
中
で

我
々
は
そ
う
し
た
直
観
を
得
る
の
で
は
な
い
か
︵
そ
れ
が
第
四
編

の
宗
教
的
覚
悟
で
あ
る
︶
と
い
う
の
が
筆
者
の
解
釈
で
あ
る
︒

　
﹃
善
の
研
究
﹄
が
﹁
二
度
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
書
で
あ

る
﹂
こ
と
に
関
連
し
て
︑上
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
が
﹁
二
度
始
ま
る
﹂

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
︵﹃
読
む
﹄
二
三
三
頁
︶
の
で
こ
の
点
に

つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
︒
即
ち
﹁
第
一
編
は
反
省
以
前
か

ら
突
如
始
ま
り
︑
第
二
編
は
反
省
に
よ
っ
て
始
ま
﹂
る
︑
そ
う
し

て
第
二
編
の
始
め
は
哲
学
思
想
の
﹁
始
め
﹂
で
あ
り
︑
第
一
編
の

始
め
は
真
の
﹁
始
め
の
始
め
﹂︵
そ
れ
故
突
然
︶
だ
と
し
て
い
る
︒

確
か
に
西
田
は
第
一
編
が
﹁
余
の
哲
学
思
想
の
根
柢
﹂
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
︒
上
田
は
こ
の
根
柢
に
始
ま
り
が
あ
る
と
考
え
︑
そ

れ
を
第
一
編
冒
頭
の
突
如
的
な
始
ま
り
に
見
て
い
る
︒
し
か
し
始

二
一



ま
っ
て
し
ま
え
ば
す
で
に
哲
学
思
想
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
上
田
も

認
め
て
お
り
︑
そ
れ
故
﹁
真
の
反
省
以
前
は
第
一
編
以
前
﹂
で
あ

る
と
し
て
い
る
︒
上
田
は
突
如
的
﹁
出
来
事
﹂
と
し
て
の
純
粋
経

験
に
純
粋
経
験
の
第
一
義
を
認
め
る
︒
確
か
に
我
々
に
と
っ
て
の

絶
対
的
な
始
ま
り
は
そ
の
よ
う
な
﹁
出
来
事
﹂
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
事
柄
と
し
て
は
純
粋
経
験
に
そ
の
よ
う
な
始
ま
り
は
な
く
︑
純

粋
経
験
は
常
に
事
実
と
し
て
我
々
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
静
か
さ
﹂
に
驚
く
出
来
事
は
同
時
に
常
に
﹁
静
か
さ
﹂
が
我
々

に
気
付
か
ぬ
仕
方
で
届
い
て
い
た
こ
と
に
驚
く
こ
と
で
も
あ
る
︒

上
田
は
事
実
の
こ
の
側
面
を
見
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
は

﹁
二
度
始
ま
る
﹂
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
︒
同
じ
始
ま
り
が
﹁
疑

う
に
も
も
は
や
疑
い
様
の
な
い
﹂
哲
学
的
﹁
考
究
の
出
立
点
﹂
と

し
て
見
ら
れ
る
か
︑﹁
出
来
事
﹂
と
し
て
の
端
的
な
始
ま
り
と
し

て
見
ら
れ
る
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
︒内
容
的
に
は
同
一
で
あ
る
︒

　

次
は
純
粋
経
験
に
お
け
る
﹁
実
在
﹂
と
﹁
経
験
﹂
の
同
一
に
関

す
る
先
行
研
究
を
検
討
し
た
い
︒
実
在
︵
事
実
︶
に
定
位
し
て
純

粋
経
験
を
解
釈
し
た
巨
擘
は
上
田
閑
照
で
あ
る
︒
上
田
は
﹁
純
粋

経
験
な
る
も
の
は
事
実
経
験
か
或
い
は
経
験
の
事
実
か
﹂
と
い
う

問
題
に
対
し
て
︑﹁
究
極
的
に
は
や
は
り
事
実
の
問
題
で
あ
り
︑

実
際
事
実
で
あ
る
場
合
に
は
思
惟
の
方
が
変
容
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

を
思
惟
が
自
己
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
西
田
の
純
粋

経
験
の
立
場
は
そ
れ
が
原
事
実
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
す
︵﹃
読

む
﹄
一
三
七
頁
︶﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
た
だ
し
上
田
は
ま
ず
実
在

が
あ
っ
て
︑
と
い
う
よ
う
な
述
べ
方
は
し
て
い
な
い
︒
上
田
は
純

粋
経
験
を
ま
ず
﹁
既
に
経
験
さ
れ
た
経
験
﹂
で
は
な
く
﹁
経
験
し

つ
つ
あ
る
経
験
﹂︵
同
七
八
頁
︶
と
し
︑
そ
れ
を
﹁
刹
那
﹂
で
押

さ
え
る
︒
こ
う
し
て
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
は
何
よ
り
﹁
一
つ
の

根
本
的
な
出
来
事
﹂︵
同
七
九
頁
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ

は
﹁
事
実
に
ぶ
つ
か
る
﹂﹁
痛
い
目
に
会
う
﹂
と
い
う
仕
方
で
﹁
先

入
見
を
捨
て
し
め
ら
れ
﹂︵
同
九
〇
頁
︶︑﹁
我
な
く
し
て
﹂
脱
自

的
に
︑例
え
ば
光
を
見
た
時
は
﹁
光
そ
の
も
の
﹂
に
な
る
こ
と
︵
同

七
九
頁
︶
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
﹁
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
﹂
こ
と

で
あ
り
︑
そ
こ
に
お
い
て
﹁
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
﹂
原
始
の

純
粋
経
験
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒そ
の
た
め
に
は﹁
刹

那
﹂
の
﹁
現
前
﹂
へ
の
﹁
備
え
﹂
と
し
て
﹁
反
省
停
止
﹂
す
な
わ

ち
﹁﹁
見
て
い
る
私
﹂
の
﹁
私
﹂
を
﹁
私
が
見
て
い
る
﹂
物
の
中

へ
と
消
し
て
ゆ
く
努
力
﹂が
必
要
で
あ
り
︑こ
れ
は﹁
著
し
く﹁
行
﹂

的
な
性
格
を
持
つ
﹂︵﹃
西
田
哲
学
へ
の
導
き
﹄
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
３
３
９
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
一
〇
五
頁
︑
以
下
﹃
導

き
﹄︶
と
し
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
解
釈
を
採
る
上
田
に
と
っ
て
﹁
実
在
と
は
唯
我
々
の

意
識
現
象
即
ち
直
接
経
験
の
事
実
あ
る
の
み
で
あ
る
﹂
と
い
う
文

章
︑
と
り
わ
け
﹁
意
識
現
象
﹂
と
い
う
語
が
気
に
な
る
︒
上
田
は

こ
こ
で
も
﹁
意
識
現
象
﹂
を
﹁
直
接
経
験
の
事
実
﹂
の
方
に
引
き

二
二



付
け
て
︑
事
柄
と
し
て
は
﹁
直
接
経
験
の
事
実
﹂
と
同
じ
こ
と
だ

と
す
る
︒
そ
う
し
て
﹁
我
々
を
知
ら
ず
し
て
﹂
ざ
わ
ざ
わ
に
な
っ

て
い
る
︑
そ
れ
が
意
識
現
象
だ
と
し
︑
意
識
が
唯
一
の
実
在
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
唯
意
識
論
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︑
と
釘
を

さ
す
︵﹃
読
む
﹄
一
四
六

一
四
七
頁
︶︒
で
は
何
故
わ
ざ
わ
ざ
意

識
現
象
と
呼
ん
だ
の
か
︒
上
田
は
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し

て
す
べ
て
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
純
粋
経
験
を
反
省
の
境
位
に
お

い
て
翻
訳
し
た
︑
そ
れ
が
意
識
現
象
だ
と
す
る
︒
意
識
現
象
な
ら

ば
動
い
て
や
ま
な
い
分
化
発
展
を
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︵
一

五
〇

一
五
一
頁
︶︒
そ
う
し
て
原
初
の
純
粋
経
験
が
﹁
出
来
事
と

し
て
の
純
粋
経
験
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑
意
識
現
象
は
﹁
状
態
と

し
て
の
純
粋
経
験
﹂
だ
と
す
る
︵
同
一
五
二

一
五
三
頁
︶︒
上
田

は
純
粋
経
験
に
︵
１
︶
出
来
事
と
し
て
の
︵
２
︶
状
態
と
し
て
の

︵
３
︶
立
場
と
し
て
の
︑と
い
う
三
重
の
位
相
を
認
め
︵
七
九
頁
︶︑

﹁
一
生
懸
命
に
断
崖
を
攀
ず
る
場
合
﹂
や
﹁
微
妙
な
る
音
楽
に
心

を
奪
わ
れ
る
﹂な
ど
を︵
２
︶に
分
類
す
る
︒
そ
う
し
て﹁
き
め
手
﹂

は
あ
く
ま
で
︵
１
︶
で
あ
り
︑
こ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
忘
我
の
状
態

も
一
時
の
意
識
状
態
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︑
と
述

べ
る
︒︵﹃
導
き
﹄
四
三
頁
︶

　

上
田
の
功
績
は
純
粋
経
験
を
︑
反
省
を
破
る
出
来
事
な
い
し
事

実
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
︒そ
の
意
味
で
そ
れ
は
本
来
︑

意
識
現
象
と
は
呼
べ
な
い
︒さ
ら
に
言
え
ば
純
粋
経
験
と
さ
え︵
ざ

わ
ざ
わ
と
さ
え
も
︶
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ

こ
と
が
す
で
に
反
省
の
捉
え
な
お
し
︑
翻
訳
で
あ
る
︒
そ
の
意
味

で
は
純
粋
経
験
が
名
指
す
も
の
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
言
説
が
反

省
の
事
柄
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
純
粋
経
験
が
名
指
す
も
の
︵
こ
れ

を
上
田
は
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
と
呼
ぶ
︶
は
出
来
事
と
し
て
経

験
︵
自
得
︶
す
る
以
外
な
い
︒
文
字
通
り
言
語
道
断
で
あ
る
︒
し

か
し
上
田
も
言
う
よ
う
に
反
省
は
出
来
事
と
し
て
の
純
粋
経
験

︵
根
本
経
験
︶
に
よ
っ
て
真
に
反
省
と
な
る
︒
そ
の
意
味
で
西
田

が
純
粋
経
験
を
意
識
現
象
と
呼
ん
だ
の
は
︑
そ
う
し
た
真
の
反
省

の
受
け
取
り
と
し
て
よ
い
︒
そ
の
場
合
に
そ
の
反
省
は
直
観
︵
根

本
経
験
︶
と
一
つ
に
な
っ
た
反
省
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
限

り
に
お
い
て
実
在
が
意
識
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な

い
純
粋
経
験
の
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒そ
れ
故
純
粋
経
験
は
︑

そ
れ
が
﹁
意
識
さ
れ
た
意
識
﹂
で
は
な
く
﹁
意
識
す
る
意
識
﹂
で

あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
﹁
意
識
現
象
﹂
と
呼
ん
で
よ
い
の
で
あ
る
︒

　

上
田
の
言
う
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
は
そ
の
厳
密
な
意
味
に
お

い
て
言
語
道
断
で
あ
る
︒﹁
意
識
現
象
﹂は
お
ろ
か﹁
実
在
﹂と
も﹁
事

実
﹂
と
も
﹁
物
﹂
と
も
言
え
な
い
︒
し
か
し
上
田
は
﹁
意
識
現
象
﹂

が
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
︒
そ
れ
は
一
方

で
﹁
わ
れ
な
し
﹂
の
先
に
意
識
現
象
で
は
な
く
︑﹁
光
﹂﹁
ざ
わ
ざ

わ
﹂﹁
岩
﹂と
い
っ
た
我
な
ら
ぬ﹁
物
﹂を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

さ
し
あ
た
り
上
田
は
﹁
感
覚
に
物
心
一
如
の
原
場
︵﹃
導
き
﹄
七

二
三



五
頁
︶﹂
を
見
て
い
る
が
︑﹁
精
神
が
感
覚
の
中
に
没
入
し
つ
つ
感

覚
と
直
接
す
る
物
へ
と
脱
自
し
て
ゆ
く
︵
同
七
七
頁
︶﹂
と
い
う

よ
う
に
考
え
て
い
る
︒上
田
は
こ
う
し
た﹁
物
﹂﹁
実
在
﹂﹁
事
実
﹂﹁
対

象
﹂
へ
の
脱
自
を
繰
返
し
説
く
が
︑
そ
れ
は
上
田
が
言
葉
に
な
ら

な
い
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
を
そ
の
よ
う
な
﹁
物
﹂
等
と
し
て
受

け
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

他
方
で
上
田
が
意
識
現
象
を
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
と
認
め
な

い
の
は
︑
判
断
や
思
想
は
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
か
ら
の
展
開
だ

と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵﹃
導
き
﹄
一
四
〇
頁
︶︒
確
か
に
原
始

の
純
粋
経
験
﹁
に
つ
い
て
の
﹂
判
断
や
思
想
は
そ
れ
か
ら
の
展
開

で
あ
る
が
︑
判
断
し
て
い
る
こ
と
︑
考
え
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の

も
︑
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
限
り
原
始
の
純
粋
経
験
と
な
り

得
る
︒﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
の
﹁
断
片
三
﹂
に
上
田
が

し
ば
し
ば
引
用
す
る
﹁
ざ
わ
ざ
わ
﹂
の
例
が
出
て
来
る
が
︑
そ
の

後
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

　

 　

此
の
直
接
経
験
の
事
実
と
い
う
の
は
我
々
の
い
か
ん
と
も
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
︒
天
地
も
之
を
動
か
す
こ
と

は
で
き
ぬ
︑
反
っ
て
之
が
天
地
を
生
ず
る
の
で
あ
る
︒
我
も
之

を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ぬ
︑
我
は
之
よ
り
成
る
の
で
あ
る
︒
故

に
之
を
疑
う
こ
と
は
で
き
ぬ
︒
誠
に
我
の
疑
其
物
が
は
や
此
の

事
実
で
あ
る
︒︵16 ,283

︶

西
田
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
﹁
事
実
﹂
と
い
う
語
を
用
い

て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
意
味
で
直
接
経
験
の
事
実
と
は
ま
る

ご
と
の
意
識
現
象
に
他
な
ら
な
い
︒
上
田
は
こ
う
し
た
側
面
を
無

視
す
る
︵
事
実
上
田
は
上
記
を
引
用
し
な
が
ら
︑
こ
と
さ
ら
に
最

後
の
二
文
﹁
故
に
之
を
疑
う
こ
と
は
で
き
ぬ
︒
誠
に
我
の
疑
其
物

が
此
の
事
実
で
あ
る
﹂
だ
け
省
い
て
い
る
︵
同
四
二
頁
︶︶︒
こ
の

考
え
に
よ
れ
ば
﹁
ざ
わ
ざ
わ
﹂
も
我
な
ら
ぬ
﹁
物
﹂
で
は
な
く
︑

主
客
未
分
︑
知
情
意
未
分
の
独
立
自
全
の
事
実
で
あ
り
︑
主
も
客

も
知
情
意
も
す
べ
て
が
そ
こ
に
一
つ
と
な
っ
て
い
る
事
実
︵
全
機

現
︶︑
そ
れ
が
﹁
意
識
現
象
﹂
で
あ
る
︒
上
田
の
﹁
我
な
し
﹂
は

本
来
判
断
・
反
省
が
破
ら
れ
る
と
い
う
意
味
以
上
で
は
な
く
︑
そ

こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
を
西
田
は
意
識
現
象
と
呼
ん
だ
の
で
あ

る
︒
西
田
は
明
確
に
﹁
直
接
経
験
と
は
自
己
が
自
己
の
意
識
を
意

識
し
た
刹
那
の
状
態
で
あ
る
︵16 ,74

︶
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が

上
田
は
こ
う
し
た
記
述
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
︒

　

ま
た
上
田
は
﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
の
﹁
刹
那
の
現
前
﹂
へ
の

﹁
備
え
﹂
と
し
て
﹁
行
﹂
を
強
調
し
︑﹁
原
始
の
純
粋
経
験
﹂
は
﹁
禅

の
事
﹂
で
あ
る
と
す
る
が
︑
西
田
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
の
こ
と
を

直
接
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
小
論
で
は
猛
烈
な
禅
の
修
行

に
も
拘
ら
ず
︑
自
ら
納
得
で
き
な
か
っ
た
宗
教
的
な
覚
悟
が
︑
哲

学
の
中
で
独
我
論
︵
悪
の
問
題
︶
の
克
服
︵
西
田
は
﹁
道
徳
的
修

養
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
︵16 ,434

︶︶
と
い
う
仕
方
︵
そ

れ
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
思
い
も
か
け
な
い
仕

二
四



方
で
転
換
が
起
こ
る
と
い
う
仕
方
︶
で
の
哲
学
的
な
根
本
経
験
の

中
で
改
め
て
宗
教
的
覚
悟
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
た
︑
そ
の
根
本

経
験
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
と
第
四
編
の
間
の
文
字
の
書
か
れ

て
い
な
い
部
分
に
表
出
し
て
い
る
︑
と
い
う
解
釈
を
展
開
す
る
︒

﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄﹁
断
片
一
三
﹂
で
は
道
徳
的
修
養
が

窮
し
て
転
じ
た
後
に
信
仰
が
確
定
す
る
︒
そ
の
後
に
﹁
宗
教
的
修

養
﹂
が
始
ま
る
︑
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
没
理
想
で
あ
り
︑
自
然
が

中
心
と
な
る
︑
と
さ
れ
る
︵
同
所
︶︒
こ
う
し
た
修
養
に
よ
っ
て

﹁
多
年
苦
心
の
結
果
﹂﹁
道
徳
宗
教
美
術
の
極
意
﹂
が
現
出
す
る
の

で
あ
る
︒

　

さ
て
他
方
で
︑
経
験
に
定
位
し
て
純
粋
経
験
を
解
釈
し
た
巨
擘

は
小
坂
国
継
で
あ
る
︒
小
坂
は
﹁
出
来
事
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験

と
﹁
意
識
状
態
﹂
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
区
別
し
な
い
︒﹁
一
生

懸
命
に
断
崖
を
攀
ず
る
場
合
﹂
と
﹁
道
を
歩
い
て
い
て
︑
思
い
が

け
な
く
野
辺
に
咲
く
花
を
見
︑﹁
ア
ッ
！
﹂
と
驚
き
の
言
葉
を
発

し
た
そ
の
瞬
間
﹂
を
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
る
︵﹃
西
田
幾
多
郎

の
思
想
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
九
三
頁
︑
以
下
﹃
思
想
﹄︶︒

即
ち
純
粋
経
験
を
﹁
主
客
未
分
の
統
一
的
な
意
識
状
態
︵﹃
善
の

研
究
﹄
小
坂
国
継
全
注
釈
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
六
年
︑

四
九
二
頁
︑
以
下
小
坂
︶﹂
と
規
定
す
る
︒
こ
れ
が
﹁
個
々
の
純

粋
経
験
﹂
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
個
々
の
純
粋
経
験
﹂
と
そ
の
体
系

的
発
展
の
背
後
に
﹁
統
一
的
或
者
﹂
等
と
呼
ば
れ
る
﹁
普
遍
的
意

識
﹂
の
存
在
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
し
︑前
者
に
立
つ
立
場
を
﹁
個

体
主
義
﹂︑
後
者
に
立
つ
立
場
を
﹁
普
遍
主
義
﹂
と
呼
ぶ
︒
そ
う

し
て
西
田
は
両
者
を
長
年
の
禅
体
験
を
通
し
て
︑
即
ち
大
乗
仏
教

の
無
差
別
平
等
観
に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
し
た
︑
と
小
坂
は
考

え
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
﹁
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
根
本
経
験
概
念
と
ヘ
ー

ゲ
ル
の
真
無
限
の
観
念
を
︑
禅
仏
教
の
見
性
成
仏
の
立
場
か
ら
統

一
し
よ
う
と
す
る
試
み
﹂︵
小
坂
四
七
九
頁
︶
だ
と
さ
れ
る
︒

　

本
来
純
粋
経
験
は
﹁
主
客
未
分
の
統
一
的
な
意
識
状
態
﹂
と
し

て
唯
心
論
で
も
唯
物
論
で
も
な
い
︒
し
か
し
実
際
に
は
﹃
善
の
研

究
﹄
の
時
期
に
は
バ
ー
ク
レ
ー
や
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
共
感
か
ら
も
証

さ
れ
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
﹁
主
観
即
客
観
・
客
観
即
主
観
︑
個
体

即
普
遍
・
普
遍
即
個
体
を
主
観
や
個
体
の
側
か
ら
見
る
心
理
主
義

な
い
し
﹁
意
識
﹂
の
立
場
﹂︵
小
坂
四
九
四
頁
︶
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
︒

　
﹁
個
々
の
純
粋
経
験
﹂と﹁
統
一
的
或
者
﹂な
い
し﹁
普
遍
的
意
識
﹂

と
の
関
係
は
現
象
と
本
体
の
関
係
で
あ
り
︑
さ
ら
に
両
者
は
﹁
内

在
的
超
越
主
義
﹂
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
小
坂
は
考
え
る
︒﹁
内

在
的
﹂
と
は
︑
意
識
現
象
が
実
在
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
意
識

の
統
一
力
が
実
在
な
い
し
宇
宙
の
統
一
力
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑

真
の
自
己
な
い
し
人
格
・
精
神
が
神
と
同
一
と
な
る
︑
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
宇
宙
の
統
一
力
が
神
で
あ
る
と
い
う
汎
神

論
は
同
時
に
実
在
の
統
一
力
が
真
の
自
己
で
あ
る
と
い
う
唯
心
論

二
五



に
な
る
︒
即
ち
個
人
的
な
心
︵
主
観
的
唯
心
論
:
バ
ー
ク
レ
ー
︑

フ
ィ
ヒ
テ
︶
と
普
遍
的
な
心
︵
絶
対
的
唯
心
論
:
ス
ピ
ノ
ザ
︑ヘ
ー

ゲ
ル
︶
は
一
体
不
二
の
関
係
と
な
る
︒
し
か
し
同
時
に
両
者
の
関

係
は
﹁
超
越
的
﹂
で
も
あ
る
︒
そ
れ
は
西
洋
に
特
徴
的
な
﹁
外
へ

の
超
越
﹂
で
は
な
く
東
洋
に
特
徴
的
な
﹁
内
へ
の
超
越
﹂
で
あ
る
︒

両
者
の
内
在
︑
即
ち
﹁
天
地
同
根
万
物
一
体
﹂
の
境
位
に
到
る
た

め
に
は
偽
我
を
殺
し
尽
す
と
い
う
﹁
至
誠
﹂
の
﹁
否
定
の
論
理
﹂︑

禅
的
な
﹁
行
﹂
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
超
越
﹂
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
内
在
的
超
越
主
義
﹂
を
な
お
﹁
主
観
と
客
観
の
対
立

を
超
え
た
立
場
を
な
お
主
観
の
側
か
ら
見
よ
う
と
す
る
立
場
﹂
が

﹁
内
在
的
超
越
的
主
観
主
義
﹂︵﹃
西
田
哲
学
と
宗
教
﹄
大
東
名
著

選
20
︑一
九
九
四
年
︑一
〇
一
頁
︶
で
あ
り
︑こ
れ
が
﹃
善
の
研
究
﹄

に
お
け
る
西
田
の
立
場
で
あ
る
︑
と
小
坂
は
考
え
る
︒
そ
も
そ
も

の
始
め
の
純
粋
経
験
が
主
客
未
分
の
事
実
と
し
て
独
立
自
全
の
事

実
で
あ
り
︑
そ
こ
に
統
一
が
あ
る
以
上
自
己
な
い
し
︑
自
然
に
対

す
る
精
神
の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
唯
心
論
を
﹃
善

の
研
究
﹄は
な
お
主
観
の
立
場
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

小
坂
の
解
釈
に
よ
れ
ば
汎
神
論
即
ち
絶
対
的
唯
心
論
︑
即
主
観

的
唯
心
論
が
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
主
観
︵
意
識
︶
の
側
か
ら

見
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
純
粋
経
験
そ
の
も
の

が
内
在
的
超
越
と
は
い
え
︑
な
お
主
観
の
側
か
ら
形
而
上
学
的
な

実
体
︵
い
わ
ば
内
な
る
実
体
︶
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
︒
そ
の
こ
と
は
遡
っ
て
小
坂
が
純
粋
経
験
を﹁
意
識
状
態
﹂

と
し
て
見
た
時
に
す
で
に
そ
の
純
粋
経
験
が
実
体
化
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
す
で
に
反
省
の
埒
内
で
あ
る
︒
小

坂
は
純
粋
経
験
を
上
田
の
よ
う
に
反
省
の
破
れ
た
所
で
見
て
は
い

な
い
︒
小
坂
の﹁
意
識
状
態
﹂は﹁
意
識
す
る
意
識
﹂で
は
な
く﹁
意

識
さ
れ
た
意
識
﹂
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
小
坂
は
こ
の
こ
と
を
﹃
善

の
研
究
﹄
の
時
期
に
お
け
る
西
田
の
限
界
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

い
る
︒
即
ち
純
粋
経
験
は
﹁
外
か
ら
反
省
さ
れ
た
経
験
﹂
で
は
な

く
︑﹁
内
か
ら
体
験
さ
れ
た
経
験
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
﹁
哲
学

的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
思
惟
の
対

象
と
し
て
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
﹂
ず
︑
こ
こ
に
﹁
明
白
な

矛
盾
﹂
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑西
田
が
こ
う
し
た
矛
盾
を
﹁
十

分
に
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒︵﹃
思
想
﹄
九

六

九
七
頁
︶

　

西
谷
啓
治
は
﹁
純
粋
経
験
と
い
わ
れ
る
場
は
︙
そ
れ
の
発
展
の

う
ち
か
ら
真
な
る
知
︵
第
一
編
︶︑
真
実
在
︵
第
二
編
︶︑
真
の
善

︵
第
三
編
︶
が
本
来
の
姿
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
立

場
で
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
ら
が
自
得
的
に
究

明
さ
れ
得
る
立
場
で
あ
る
︒の
み
な
ら
ず
︑神
と
の
合
一︵
第
四
編
︶

と
い
う
と
こ
ろ
へ
ま
で
通
じ
て
い
る
立
場
で
あ
る
︵﹃
西
谷
啓
治

著
作
集
第
9
巻
﹄
創
文
社
︑
一
九
八
七
年
︑
一
二
九
頁
︶﹂
と
あ

る
よ
う
に
︑
純
粋
経
験
の
全
体
系
の
展
開
そ
の
も
の
で
あ
る
﹃
善

二
六



の
研
究
﹄が
同
時
に
純
粋
経
験
の
立
場
を
自
得
す
る
道
で
あ
る︵
そ

れ
は
同
時
に
真
の
自
己
を
体
得
す
る
道
で
も
あ
る
︶︑
と
い
う
よ

う
に
解
釈
し
て
い
る
︒﹁
自
得
﹂
と
は
﹁
意
識
す
る
意
識
﹂
す
な

わ
ち
独
立
自
全
の
純
活
動
を
内
か
ら
見
る
︵
直
観
す
る
︶
こ
と
で

あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
上
田
は
何
よ
り
も
純
粋
経
験
を
出
来
事
と
し

て
解
釈
し
た
︒
こ
れ
も
内
か
ら
見
る
直
観
の
立
場
で
あ
る
が
︑
独

立
自
全
の
純
活
動
は
反
省
に
受
け
取
ら
れ
た
後
の
言
語
活
動
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
し
小
坂
は
純
粋
経
験
を
本
体

と
し
て
︑﹁
意
識
さ
れ
た
意
識
﹂
と
し
て
捉
え
た
︒
我
々
が
こ
の

書
を
﹁
初
め
て
読
む
﹂
場
合
に
は
﹁
意
識
す
る
意
識
﹂
も
﹁
意
識

さ
れ
た
意
識
﹂
と
し
て
読
む
以
外
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
小
坂
の

よ
う
に
読
む
以
外
に
は
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
読

め
な
い
︒
主
観
的
唯
心
論
で
は
ど
う
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
な

い
︒
そ
う
し
た
躓
き
を
通
じ
て
上
田
の
言
う
出
来
事
が
起
こ
る
︒

そ
れ
が
第
三
編
と
第
四
編
の
間
の
出
来
事
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
根

本
経
験
に
よ
っ
て
西
谷
の
言
う
よ
う
に
﹁
意
識
す
る
意
識
﹂
を
自

得
す
る
︒
そ
れ
は
事
実
を
意
識
現
象
と
し
て
自
得
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
﹁
経
験
す
る
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
を
自
得
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
が
第
一
編
冒
頭
の
文
で
あ
る

と
解
釈
し
た
い
︒

第
三
章　

西
田
の
根
本
経
験
１

　
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
に
相
当
す
る
部
分
を
書
き
始
め
た
時
︑

西
田
は
す
で
に
か
か
る
立
場
に
立
ち
得
て
い
た
が
︑
彼
は
同
時
に

こ
の
書
を
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
も
読
め
る
も
の
と
し
て
書
い
て
い

る
︒
そ
れ
故
こ
の
書
は
か
か
る
立
場
の
生
成
を
含
ん
で
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
同
時
に
か
か
る
立
場
自
身
の
正
当
化
で
あ

り
基
礎
づ
け
で
も
あ
る
︒
そ
こ
で
ま
ず
西
田
が
上
で
述
べ
た
よ
う

な
純
粋
経
験
の
立
場
に
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
相
当
部
分
を
書
き

始
め
た
時
に
す
で
に
立
ち
得
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　

西
田
は
﹁
真
摯
な
る
人
﹂
で
あ
っ
た
︒
彼
を
衝
き
動
か
し
た
も

の
は
一
方
で
は
﹁
実
在
は
現
実
其
儘
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂
と
い
う
純
粋
経
験
の
原
風
景
と
も
い
う
べ
き
考
え
に
導
か
れ

つ
つ
︑﹁
す
べ
て
を
説
明
し
た
い
﹂と
い
う
哲
学
へ
の
要
求
で
あ
り
︑

他
方
で
は
﹁
人
生
の
悲
哀
﹂
に
基
づ
く
﹁
人
心
の
疑
惑
﹂︑即
ち
﹁
人

は
何
の
為
に
生
き
何
の
為
働
き
何
の
為
に
死
す
る
の
で
あ
る
か
﹂

に
決
着
を
つ
け
ん
と
す
る
宗
教
へ
の
要
求
で
あ
る
︒
前
者
は
知
的

要
求
︑
後
者
は
情
意
的
要
求
で
あ
る
︒
西
田
は
始
め
哲
学
の
道
を

志
し
た
が
家
庭
生
活
と
の
葛
藤
に
苦
し
む
︒
明
治
三
〇
年
︑
始
め

て
の
大
接
心
へ
の
参
加
や
山
口
で
の
独
居
生
活
︑
マ
タ
イ
伝
と
の

出
会
い
︑
さ
ら
に
は
鈴
木
大
拙
と
の
交
流
を
通
じ
て
︑
外
に
向
い

て
い
た
眼
を
内
面
へ
と
向
け
︑
真
の
自
己
を
求
め
て
猛
烈
に
禅
の

修
行
に
励
む
よ
う
に
な
る
︒
見
性
を
得
て
﹁
人
心
の
疑
惑
﹂
に
決

二
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着
を
つ
け
て
か
ら
哲
学
し
よ
う
と
い
う
の
が
彼
の
目
論
見
で
あ
っ

た
が
︑
こ
う
し
た
目
論
見
が
彼
を
見
性
か
ら
遠
ざ
け
︑
そ
れ
が
ま

た
彼
を
猛
烈
な
修
行
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
修
養

の
行
き
詰
ま
り
が
頂
点
に
達
す
る
か
と
思
わ
れ
た
明
治
三
六
年
に

彼
は
無
字
の
公
案
を
透
過
す
る
︒
西
田
自
身
は
満
足
し
な
か
っ
た

が
︑
こ
れ
ま
で
の
焦
燥
か
ら
は
解
放
さ
れ
︑
禅
を
楽
し
む
趣
が
出

て
来
る
と
共
に
︑
自
ら
に
哲
学
を
許
す
よ
う
に
な
る
︒

　

明
治
三
七
年
か
ら
明
治
三
八
年
の
講
義
で
西
田
は
始
め
て
﹁
純

粋
経
験
﹂と
い
う
語
を
用
い
︑そ
の
立
場
か
ら﹃
心
理
学
講
義
﹄﹃
倫

理
学
草
案
第
一
﹄
を
書
く
︒
前
者
は
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
か
ら

科
学
︵
心
理
学
︶
を
︑
後
者
は
哲
学
︵
倫
理
学
︶
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
が
︑
後
者
は
宗
教
体
験
に
基
づ
け
ら
れ
た
形
而
上
学
で
あ

る
︒
こ
う
し
て
西
田
は
﹁
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ

て
を
説
明
﹂
し
始
め
る
︒

　

し
か
し
西
田
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
を
書
き
上
げ
る
と
す
ぐ

に
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
を
書
き
始
め
る
︒
飽
き
足
ら
ぬ
も
の
を

感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
は
明
治
三

八
年
か
ら
明
治
三
九
年
の
講
義
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
﹁
人
心
の
疑

惑
﹂
が
復
活
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
伴
い
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
で

は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
学
問
的
反
省
的
で
あ
っ
た
﹁
純
粋
経
験
の

立
場
﹂
が
世
界
の
内
で
生
き
活
動
す
る
﹁
作
者
の
立
場
﹂
に
ま
で

引
き
戻
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
は
そ
の

倫
理
学
に
お
い
て
も
宗
教
論
に
お
い
て
も
悪
の
問
題
で
躓
い
て
い

る
︒
即
ち
前
者
で
は
﹁
或
人
は
至
誠
に
て
悪
事
を
な
す
こ
と
な
き

や
と
い
う
﹂
で
︑
後
者
で
は
﹁Erbsünde

﹂
で
叙
述
が
中
断
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
明
治
三
九
年
三
月
二
五
日
ま
で
は
宗
教
問
題
に

解
決
を
得
て
い
な
い
︵
日
記
︶︒
西
田
が
﹁
独
我
論
﹂
に
陥
っ
た

の
は
こ
の
間
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

そ
の
後
同
年
の
夏
休
み
ま
で
に
こ
の
問
題
に
解
決
を
得
て
西
田

は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
に
相
当
す
る
部
分
を
高
ら
か
に
書
き
始

め
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
間
に
彼
は
﹁
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ

ら
ず
︑
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
﹂
と
い
う｢

考｣

に

よ
っ
て
﹁
独
我
論
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
﹂
た
こ
と
に
な
る
︒
そ

れ
は
﹁
考
﹂
と
あ
る
よ
う
に
哲
学
的
な
気
付
き
で
あ
る
が
︑
そ
こ

か
ら
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
な
思
索
が
発
現
す
る
よ
う
な
根
本
経
験
で

あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
西
田
は
宗
教
問
題
を
解
決
し
得
た
の
で
あ

る
︒
そ
の
意
味
で﹁
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︑経
験
あ
っ

て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
﹂
は
パ
ウ
ロ
の
﹁
既
に
我
生
け
る
に
あ
ら

ず
基
督
我
に
あ
り
て
生
け
る
な
り
﹂
に
比
定
し
得
る
宗
教
的
覚
悟

で
あ
り
︑
先
の
哲
学
的
根
本
経
験
は
こ
う
し
た
宗
教
的
覚
悟
を
含

み
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
以
前
﹁
無
字

の
公
案
﹂
を
透
過
し
た
際
に
自
ら
納
得
で
き
な
か
っ
た
宗
教
的
経

験
が
真
に
宗
教
的
経
験
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
う
し

た
哲
学
的
根
本
経
験
に
よ
っ
て
︑
彼
は
人
間
の
悪
を
神
が
自
ら
の
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愛
を
顕
す
の
に
不
可
欠
な
一
要
因
︑
換
言
す
れ
ば
神
の
実
在
発
展

の
一
要
件
と
考
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
が
﹁
経
験
を
能
動

的
と
考
う
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
西
田
は
第
二
編
の
始
め
に

﹁
真
摯
な
る
人
は
必
ず
知
識
と
情
意
と
の
一
致
を
求
む
る
様
に
な

る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
ま
さ
し
く
彼
は
﹁
真
摯
に
考
え
︑
真
摯

に
生
き
る
﹂
こ
と
を
通
じ
て
宗
教
的
覚
悟
を
含
み
得
る
哲
学
的
な

根
本
経
験
に
到
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
根
本
経
験
は
﹁
出
来
事
﹂
で
あ
る
︒
反
省
が
破
れ
て
い
る
︒

し
か
も
そ
の
前
段
で
﹁
人
心
の
疑
惑
﹂
に
向
き
合
う
こ
と
を
通
じ
︑

﹁
個
人
あ
っ
て
﹂
と
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
︑
即
ち
悪
の
問
題
︑

独
我
論
の
問
題
に
躓
い
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
反
省
の
枠

組
み
そ
の
も
の
が
破
れ
て
い
る
︒
西
田
は
こ
こ
で
自
力
他
力
の
実

定
諸
宗
教
の
別
を
超
え
た
仕
方
で
無
限
な
生
命
︑
大
な
る
生
命
と

い
う
﹁
事
実
﹂
に
触
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
仕
方
で
事
実
に

触
れ
得
た
の
は
︑
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
︑
仏
教
を
そ
の
本
質
的
な
部

分
で
捉
え
よ
う
と
し
て
来
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
哲
学
的

表
現
が
﹁
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
経
験
あ
っ
て
個
人

あ
る
の
で
あ
る
﹂
で
あ
る
︒
宗
教
的
に
神
で
あ
り
真
の
自
己
で
あ

る
も
の
が
︑
哲
学
的
に
経
験
な
い
し
意
識
現
象
の
統
一
力
な
の
で

あ
る
︒
そ
う
し
て
我
々
が
ど
れ
ほ
ど
迷
お
う
と
も
そ
の
背
後
に
神

の
働
き
が
届
い
て
い
る
よ
う
に
︑
我
々
の
反
省
の
背
後
に
は
常
に

経
験
な
い
し
意
識
現
象
の
統
一
力
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
こ
と
の
目
覚
め
が
﹁
実
在
即
経
験
﹂
で
あ
る
﹁
純
粋
経
験
の
立

場
﹂
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
あ
る
︒

第
四
章　
「
純
粋
経
験
の
立
場
」へ
の
導
入
と
し
て
の『
善
の
研
究
』

　

こ
う
し
て
西
田
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
を
書
き
始
め
た
時
に

す
で
に
﹁
実
在
即
経
験
﹂
の
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
に
立
ち
得
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
︑
次
に
明
ら
か
に
す
べ
き
は
彼

が
﹃
善
の
研
究
﹄
を
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
へ
の
導
入
と
し
て
意

図
し
て
い
た
こ
と
︑
即
ち
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に
﹁
純
粋
経
験
の

立
場
﹂
を
自
得
さ
せ
る
こ
と
で
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
の
正
当
化

な
い
し
基
礎
づ
け
を
行
お
う
と
し
て
い
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
西
田
が
﹁
実
在
﹂
を
書
き
始
め
た
時
に
す

で
に
﹁
実
在
﹂﹁
善
﹂﹁
宗
教
﹂
か
ら
成
る
体
系
を
念
頭
に
置
い
て

い
た
こ
と
２

︑﹁
善
﹂
と
﹁
宗
教
﹂
の
間
で
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に

道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
飛
躍
的
な
転
入
を
自
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
︒

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
西
田
の
根
本
経
験
は
宗
教
問
題
︵
悪
の

問
題
︶
に
解
決
を
得
て
得
ら
れ
た
哲
学
的
根
本
経
験
で
あ
る
︒
そ

れ
故
西
田
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第
二
編
に
相
当
す
る
部
分
を
自
信
を

持
っ
て
書
き
始
め
た
時
に
は
第
四
編
に
相
当
す
る
﹁
宗
教
﹂
ま
で

含
め
た
体
系
︵
実
在
︑
道
徳
︑
宗
教
︶
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
故
﹃
善
の
研
究
﹄
の
成
立
に
関
し

二
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て
︑
そ
れ
が
﹁
種
々
の
冊
子
や
論
文
の
い
わ
ば
寄
せ
集
め
︵
小
坂

四
六
二
頁
︶﹂
と
す
る
説
や
︑﹁
実
在
﹂
か
ら
次
第
に
構
想
が
拡
大

し
て
い
っ
た
と
す
る
説
︵
藤
田
正
勝
︑岩
波
文
庫
版
﹃
善
の
研
究
﹄

三
五
三

三
五
六
頁
︑
以
下
藤
田
︶
は
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒

　

次
に
西
田
が
﹃
善
の
研
究
﹄
を
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
が
﹁
純
粋

経
験
の
立
場
﹂
を
自
得
す
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
と
い
う
点
を
明

ら
か
に
し
た
い
︒
そ
の
た
め
に
は
﹃
善
の
研
究
﹄
を
﹃
倫
理
学
草

案
第
一
﹄﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄﹃
善

の
研
究
﹄
と
続
く
流
れ
の
中
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
着

目
す
べ
き
第
一
は
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
に
も
﹃
倫
理
学
草
案
第

二
﹄
に
も
ど
こ
ま
で
も
理
想
を
求
め
続
け
る
と
い
う
﹁
理
想
の
無

限
進
行
﹂
が
説
か
れ
て
い
る
︵16 ,190

191

︑16 ,231
︶
の
に
﹃
善

の
研
究
﹄
に
は
そ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
な
い
︑
と
い
う
点
で
あ

る
︒﹃
倫
理
学
草
案
第
一
﹄
で
は
こ
の
無
限
進
行
を
肯
定
的
に
捉

え
て
い
た
が
︑﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
は
そ
の
内
に
﹁
ど
こ
ま

で
も
達
成
で
き
な
い
﹂
と
い
う
矛
盾
を
見
る
︒

　

着
目
す
べ
き
第
二
の
点
は
﹃
善
の
研
究
﹄
に
は
こ
の
﹁
道
徳
の

矛
盾
﹂
に
関
す
る
記
述
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
既
述
の

よ
う
に
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
は
悪
の
問
題
を
巡
っ
て
暗
礁
に
乗

り
上
げ
て
い
た
︒
ま
た
﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
で
西
田
は
︑

悪
の
問
題
に
何
と
か
解
決
を
与
え
て
︑
道
徳
を
宗
教
に
結
び
付
け

よ
う
と
懸
命
に
努
力
し
て
い
た
︒
し
か
し
﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
そ

れ
ら
に
つ
い
て
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒
と
な
る
と
西
田
は
結

局
悪
の
問
題
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
道
徳
の
矛
盾
を
語
ら

ず
︑
さ
ら
に
そ
の
原
因
と
な
る
理
想
の
無
限
進
行
に
つ
い
て
も
語

ら
な
か
っ
た
︑
つ
ま
り
は
隠
蔽
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が

起
こ
る
︒
し
か
し
﹁
真
摯
な
る
人
﹂
で
あ
る
西
田
に
そ
れ
は
あ
り

得
な
い
︒

　

そ
こ
で
着
目
す
べ
き
第
三
の
点
は
第
三
編
末
尾
が
﹁
真
の
自
己

を
知
れ
﹂
と
い
う
命
令
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
う
し
て
そ
れ

に
直
接
続
く
第
四
編
﹁
宗
教
﹂
冒
頭
が
自
己
の
有
限
性
を
知
れ
︑

と
い
う
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
で
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

も
し
宗
教
編
が
独
立
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
︑
西
田
が
京

大
時
代
に
行
っ
た
よ
う
に
宗
教
の
概
念
か
ら
始
ま
る
は
ず
で
あ

る
︒
い
き
な
り
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
か
ら
始
ま
る
の
は
や
は
り
異
様

で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
唯
一
つ
︑
西
田
が
読
者
に

自
分
と
同
じ
体
験
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
読

者
に
﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂
と
命
ず
る
︒
無
限
進
行
も
矛
盾
も
語

ら
な
い
︒
命
令
は
そ
れ
が
無
限
に
進
も
う
と
矛
盾
し
て
い
よ
う
と

た
だ
命
ず
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
我
々
は
そ
れ
に
た
だ
従
わ

ざ
る
を
得
な
い
︒
第
三
編
は
読
者
に
と
っ
て
自
分
が
そ
う
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
編
で
あ
る
︒﹁
ど
う
に
も
な

ら
な
い
﹂︑
こ
れ
が
第
三
編
と
第
四
編
の
間
の
文
字
の
書
か
れ
て

三
〇



い
な
い
所
で
我
々
が
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

そ
こ
で
突
然
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
が
﹁
大
な
る
生
命
﹂
の
側
か
ら
自

己
に
起
こ
っ
て
来
る
︒
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
を
語
ら
な
か
っ

た
の
は
︑
道
徳
か
ら
宗
教
へ
至
る
道
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ

に
あ
る
の
は
飛
躍
的
な
転
入
の
み
で
あ
る
︒
西
田
が﹁
真
摯
の
人
﹂

で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
ほ
か
は
な
い
︒

　

従
来
第
三
編
と
第
四
編
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
道
徳
の
挫
折
を

通
じ
て
宗
教
へ
の
飛
躍
転
入
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
お
ら
ず
︑
純

粋
経
験
の
立
場
で
は
両
者
は
連
続
す
る
と
す
る
説
︵
上
田
﹃
読
む
﹄

一
六
三
頁
︑
藤
田
三
四
二
頁
︑
小
坂
四
八
五
頁
︶
が
有
力
で
あ
る

が
︑﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
の
点

に
つ
い
て
も
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
西
田
が﹁
序
﹂で
︑第
一
編
に
つ
い
て﹁
初

め
て
読
む
人
は
こ
れ
を
略
す
る
方
が
よ
い
﹂
と
述
べ
た
こ
と
を
振

り
返
る
な
ら
ば
︑
そ
の
意
味
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︒
最
初
か
ら
す
べ
て
は
程
度
の
差
で
あ
り
す
べ
て
が
純
粋
経

験
で
あ
る
︑
な
ど
と
言
わ
れ
て
﹃
善
の
研
究
﹄
を
読
み
進
め
て
も

﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
は
混
乱
す
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
︒

第
五
章　

純
粋
経
験
の
立
場
と
論
理

　
　
　
　
　

―
『
善
の
研
究
』
の
構
成
に
即
し
て

　

そ
れ
で
は
﹃
善
の
研
究
﹄
を
一
度
目
に
読
む
場
合
と
二
度
目
に

読
む
場
合
と
で
実
際
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
に

そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に
と
っ
て
第
二
編
は
日
常
の
個
々
の
純
粋

経
験
を
想
起
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
実
在
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
︵
第
一
章
~
第
六
章
︶︑
そ
こ
か
ら
反
省
に
よ
っ
て

如
何
に
し
て
種
々
の
差
別
が
生
ず
る
か
︵
第
七
章
~
第
一
〇
章
︶

を
理
解
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
純
粋
経
験
も
主
客
未
分
と
い

う
仕
方
で
反
省
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
３

︒
そ
れ
故
こ
こ
で
は
ま

だ
﹁
人
生
﹂
も
自
分
の
事
柄
と
し
て
は
問
題
に
な
り
え
な
い
︒
第

三
編
で
は
﹁
人
間
は
何
を
為
す
べ
き
か
﹂
が
説
明
さ
れ
る
︒
そ
れ

に
先
立
っ
て
﹁
行
為
﹂
と
は
何
か
︑そ
の
﹁
要
部
﹂
た
る
﹁
意
志
﹂

と
は
何
か
が
心
理
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
︵
第
一
章
︶︒
次
い

で
第
二
編
で
明
ら
か
に
な
っ
た
純
粋
経
験
説
に
基
づ
い
て
意
志
の

統
一
力
の
根
本
が
実
在
の
統
一
力
で
あ
る
こ
と
が
哲
学
的
に
説
明

さ
れ
︵
第
二
章
︶︑
そ
の
性
質
で
あ
る
﹁
自
由
﹂
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
も
合
わ
せ
て
説
明
さ
れ
る
︵
第
三
章
︶︒
さ
ら
に

第
三
編
は
倫
理
学
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
目
的
を
論
ず
る
﹁
価
値
的

研
究
﹂
で
あ
り
︑
原
因
を
論
ず
る
﹁
理
論
的
研
究
﹂
か
ら
区
別
さ

れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
︵
第
四
章
︶
後
︑
意
志
の
目
的
が
善
で

あ
る
こ
と
か
ら
︑
何
が
善
で
あ
る
か
︑
そ
の
価
値
判
断
の
基
準
を

明
ら
か
に
す
べ
く
様
々
な
倫
理
学
説
の
批
判
的
な
検
討
が
行
わ
れ

︵
第
五
章
~
第
八
章
︶︑
最
後
に
本
書
の
立
場
が
﹁
活
動
説
﹂
と
し

三
一



て
説
明
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
意
志
の
目
的
が
善
で
あ
る
か
ら
︑
善
は

意
志
の
内
面
的
要
求
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も

の
で
あ
る
︵
第
九
章
︶︒
こ
こ
ま
で
一
般
的
な
説
明
を
受
け
た
反

省
は
︑
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
人
間
︵
自
分
︶
の
人
生
の
全
体
を
問

題
に
す
る
よ
う
に
な
る
︒
人
間
の
意
志
は
観
念
活
動
で
あ
る
か

ら
︑
そ
の
根
本
は
理
性
で
あ
り
︑
そ
れ
は
実
在
の
統
一
力
に
他
な

ら
な
い
︒
そ
れ
は
各
人
に
お
い
て﹁
人
格
﹂と
し
て
現
わ
れ
る︵
第

一
〇
章
︶︒
か
く
し
て
善
と
は
﹁
人
格
の
要
求
﹂
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
動
機
と
し
て
は
﹁
自
己
の
知
を
尽
し
情
を

尽
す
﹂﹁
偽
我
を
殺
し
尽
す
﹂
と
い
っ
た
﹁
至
誠
﹂︵
第
一
一
章
︶︑

目
的
と
し
て
は
個
人
性
︑
家
族
︑
国
家
︑
人
類
社
会
を
各
々
人
格

と
見
て
︵
何
故
な
ら
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
か
ら
︶︑
そ
の

人
格
の
実
現
即
ち
真
正
の
世
界
主
義
を
実
現
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
︵
第
一
二
章
︶︒
人
格
が
実
在
の
統
一
力
で
あ
れ
ば
当
然
そ

う
な
る
︑
と
い
っ
た
論
法
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
最
後
に
動
機
が
至

誠
で
あ
れ
ば
必
ず
目
的
を
実
現
で
き
る
︑
即
ち
完
全
な
る
善
行
は

可
能
で
あ
る
こ
と
が
︑
純
粋
経
験
説
と
我
々
の
内
面
の
事
実
に
訴

え
つ
つ
説
明
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
﹁
真
の
自
己
を
知
れ
︑
そ
う
す

れ
ば
宇
宙
の
本
体
と
融
合
し
神
意
と
冥
合
す
る
︒
や
れ
！
﹂
と
命

じ
ら
れ
て
終
わ
る
︒︵
第
一
三
章
︶

　
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂は
第
二
編
も
第
三
篇
も
個
人
的
自
己︵
反
省
︶

の
立
場
で
理
解
す
る
︒
こ
う
し
て
意
志
は
自
ら
の
分
別
︵
反
省
︶

故
の
相
対
性
有
限
性
の
た
め
に
善
︵
命
令
︶
に
挫
折
す
る
こ
と
に

な
る
︒
こ
れ
が
第
三
編
と
第
四
編
の
間
の
文
字
の
書
か
れ
て
い
な

い
所
で
の
経
験
で
あ
る
︒﹁
ど
う
に
も
な
ら
な
い
﹂︒
そ
こ
に
﹁
宗

教
的
要
求
﹂
が
﹁
大
な
る
生
命
﹂
の
方
か
ら
自
己
に
対
し
て
起
こ

り
︑
第
四
編
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
︒
第
四
編
は
宗
教
的
覚
悟
︑

即
ち
﹁
最
深
最
大
の
知
的
直
観
﹂
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
哲
学

的
表
現
が
﹁
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︑
経
験
あ
っ
て
個

人
あ
る
の
で
あ
る
﹂で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
分
別
的
意
識
が
破
れ︵
個

人
あ
っ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
︶︑
そ
の
内
に
分
別
が
見
出
さ
れ

る
︵
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
︶
経
験
で
あ
り
︑﹁
無
分
別
の
分
別
﹂

と
し
て
真
の
直
観
の
現
成
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
直
観
を
得
た
後
︑
二
度
目
に
﹃
善
の
研
究
﹄
を
読
む

な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
︒
第
一
に
第
二
編
前
半
︵
お
よ

び
第
一
編
︶
の
日
常
性
︵
個
々
の
純
粋
経
験
︶
が
根
底
か
ら
復
活

す
る
︒純
粋
経
験
は
こ
れ
ま
で
反
省
の
対
象
で
あ
り
︑﹁
経
験
す
る
﹂

で
は
な
く
﹁
経
験
さ
れ
た
も
の
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
﹁
経
験

す
る
﹂
と
し
て
復
活
す
る
︒
そ
れ
が
﹁
意
識
現
象
﹂
で
あ
る
︒
あ

ら
ゆ
る
反
省
に
先
立
っ
て
我
々
は
意
識
現
象
を
つ
ね
に
事
実
そ
の

ま
ま
と
い
う
在
り
方
で
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
る
︒

　

ま
た
こ
の
直
観
が
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
分

別
的
で
あ
っ
た
第
二
編
の
反
省
と
第
三
編
の
意
志
が
こ
の
直
観
と

一
つ
に
な
る
︒か
く
し
て
一
方
で
第
二
編
に
お
け
る
学
的
反
省
は
︑

三
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直
観
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
得
て
学
的
体
系
と
な
る
︵
こ
れ
は
宗
教

的
覚
悟
同
様
︑
始
め
が
終
わ
り
に
接
続
す
る
完
結
し
た
体
系
と
な

る
︒
そ
れ
は
学
的
体
系
が
︑
宗
教
的
覚
悟
を
含
み
得
る
哲
学
的
根

本
経
験
を
展
開
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︶︒
も
し
こ
う
し
た
基

礎
づ
け
を
欠
く
な
ら
ば
第
二
編
は
単
に
与
え
ら
れ
た
事
実
を
反
省

的
に
説
明
す
る
﹁
科
学
﹂
に
な
る
か
︑
独
断
的
に
﹁
経
験
さ
れ
た

経
験
﹂
を
唯
一
実
在
と
し
て
こ
こ
か
ら
す
べ
て
を
展
開
す
る
﹁
観

念
論
︵
唯
心
論
︶
的
形
而
上
学
﹂
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
が
第

二
点
で
あ
る
︒

　

他
方
で
第
三
に
︑
個
々
の
経
験
に
つ
い
て
反
省
的
な
思
惟
や
意

志
を
含
め
︑
す
べ
て
が
純
粋
経
験
で
あ
り
知
的
直
観
で
あ
る
こ
と

が
第
一
編
を
通
じ
て
詳
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
４

︒
あ
ら
ゆ
る
反

省
が
純
粋
経
験
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
︑
逆
に
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る

﹁
意
識
の
厳
密
な
統
一
と
し
て
の
純
粋
経
験
﹂
も
微
細
に
見
れ
ば

反
省
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
両
者
の
違
い
は
﹁
程
度
の
差
﹂
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
あ
る
の
は
対
立
矛
盾
と
そ
の
統
一
の

不
息
の
運
動
の
み
で
あ
る
︒

　
﹁
初
め
て
読
む
人
﹂
に
と
っ
て
第
二
編
前
半
に
お
け
る
個
々
の

経
験
も
︑
第
三
編
の
意
志
も
ど
こ
ま
で
も
よ
り
大
な
る
統
一
へ
と

向
か
う
無
限
進
行
で
あ
る
︒
そ
れ
に
伴
っ
て
知
的
直
観
に
お
け
る

理
想
的
要
素
も
ど
こ
ま
で
も
豊
富
深
遠
と
な
る
︒
し
か
し
こ
の
無

限
進
行
こ
そ
が
反
省
を
﹁
ど
こ
ま
で
も
到
達
で
き
な
い
﹂
と
い
う

挫
折
へ
と
導
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
反
省
が
大
小
︑
深
浅
を

問
題
と
す
る
分
別
を
本
性
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対

し
第
四
編
の
知
的
直
観
は
そ
う
し
た
挫
折
を
く
ぐ
っ
て
飛
躍
的

に
得
ら
れ
た
無
分
別
的
な
︑
そ
れ
故
の
﹁
最
深
最
大
の
知
的
直

観
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
完
結
し
た
知
的
直
観
﹂
と
な
る
︒
即
ち

原
罪
に
よ
っ
て
楽
園
︵
神
の
も
と
︶
を
追
放
さ
れ
︑
再
び
神
の
も

と
へ
帰
る
と
い
う
表
象
の
よ
う
に
︑
こ
の
最
深
最
大
の
知
的
直
観

に
と
っ
て
統
一
は
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ

が
神
を
見
る
と
い
う
こ
と
︵
見
神
の
事
実
︶
で
あ
り
︑
真
の
自
己

を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
第
二
編
で
言
え
ば
﹁
理
﹂︑

第
三
編
で
言
え
ば
﹁
人
格
﹂
を
自
得
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
か
く
し

て
第
四
に
こ
の
直
観
が
反
省
的
な
思
惟
な
い
し
意
志
と
一
つ
に
な

る
時
︑
す
べ
て
は
﹁
最
深
最
大
の
知
的
直
観
﹂
と
な
り
︑
こ
こ
に

静
中
動
︑
動
中
静
が
成
立
す
る
︒
思
惟
と
意
志
の
無
限
進
行
の
中

に
た
だ
一
つ
の
同
じ
も
の
︵
統
一
力
︑
真
の
自
己
に
し
て
神
︶
し

か
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
５

︒

　

そ
う
し
て
第
五
に
ど
こ
ま
で
も
豊
富
深
遠
と
な
り
な
が
ら
も

︵
動
︶
絶
え
ず
最
大
最
深
で
あ
る
よ
う
な
統
一
の
直
覚
︵
静
︶︑
こ

れ
が
第
三
編
末
尾
の
宗
教
道
徳
美
術
の
極
意
に
し
て
平
常
日
常
で

あ
る
︒

　

こ
う
し
て
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
と
は
﹁
実
在
即
経
験
﹂
で
あ

る
﹁
純
粋
経
験
﹂
が
自
ら
を
直
観
し
つ
つ
︑
無
限
に
発
展
す
る
意

三
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志
と
し
て
︑
す
べ
て
を
﹁
純
粋
経
験
﹂
の
自
己
展
開
と
見
る
立
場

で
あ
る
︒

注1 

.
拙
論
﹁
西
田
幾
多
郎
の
根
本
経
験
﹂︵
実
存
思
想
論
集
34
号
︑

実
存
思
想
協
会
︑2019

所
収
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

２ 

.拙
論﹁﹃
善
の
研
究
﹄の
体
系
性
﹂︵
関
西
哲
学
会
年
報
ア
ル
ケ
ー

2018

所
収
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

３ 

.
純
粋
経
験
な
い
し
意
識
現
象
が
対
象
と
な
る
時
︑
そ
れ
は
当

然
バ
ー
ク
リ
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
親
和
性
の
あ
る
主
観
的
観
念
論
の

傾
向
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
西
田
は
さ
ら
に
独
我
論

は
純
粋
経
験
に
加
え
た
独
断
︵
意
識
は
必
ず
誰
か
の
意
識
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
︶
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
か
ら
︑
そ
れ
は
絶
対

的
観
念
論
と
な
る
︒
西
田
自
身
自
ら
の
こ
の
立
場
を
﹁
絶
対
的

観
念
説
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︵16 ,354

︶︒
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
﹁
反
省
に
と
っ
て
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
故
西
田
の
﹁
純
粋

経
験
の
立
場
﹂
を
主
観
的
唯
心
論
︑
絶
対
的
唯
心
論
と
特
徴
づ

け
る
︵
小
坂
︶
の
は
反
省
な
い
し
﹁
意
識
の
立
場
﹂
か
ら
の
批

判
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
西
田
の
立
場
は
﹁
こ
の
書
を
書
い
た

時
代
に
お
い
て
も
﹂
そ
の
﹁
奥
底
に
潜
む
も
の
は
単
に
そ
れ
だ

け
の
も
の
﹂
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
﹁
奥
底
に
潜
む
も
の
﹂
こ

そ
﹁
直
観
の
立
場
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
が
本
来
の
﹁
純
粋
経
験
の

立
場
﹂
で
あ
る
︒︵1 ,6

︶

４ 

.
第
一
編
は
﹁
実
在
編
の
一
の
辺
を
敷
衍
﹂
し
た
も
の
︒︵
明
治

四
一
年
三
月
一
四
日
田
部
宛
書
簡
︶

５ 

.﹃
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
﹄
に
﹁
直
覚
と
い
う
状
態
は
意

識
活
動
の
完
成
せ
ら
れ
た
時
で
あ
る
︒
或
一
意
識
が
活
動
を
終

わ
り
其
全
体
を
現
し
た
と
き
直
覚
と
な
る
︒
全
体
が
一
つ
の
対

象
と
し
て
現
れ
る
︒
意
思
推
論
想
像
な
ど
は
意
識
の
動
の
方

面
︑
分
化
発
展
の
方
面
で
あ
っ
て
︑
直
覚
は
静
の
方
面
︑
完
成

の
方
面
で
あ
る
︒
凡
て
の
意
識
は
此
の
両
面
を
具
し
て
居
る

︵16 ,388

︶﹂
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

三
四


