
In An Inquiry into the Good, Nishida makes his standpoint clear, repeatedly using the 

phrase “from the viewpoint of pure experience” and from that standpoint he develops his 

original theory.

This paper aims to clarify three points concerning “the viewpoint of pure experience.” 
First, (1) “the viewpoint of pure experience” has three developing stages: the viewpoint 

from outside---reflection, the viewpoint from inside---intuition, and the viewpoint to 

see these two are the both sides of the same thing.  Then, (2)the second book “Reality” 
shows the viewpoint of reflection and the third book “the Good” leads to the way to the 

viewpoint of intuition.  However, it has been frustrated, and in the end, the fourth book 

“Religion” shows that it is with religious intuition that reflection and intuition can be seen 

as the both sides of the same thing.  Therefore, (3)An Inquiry into the Good needs the 

second, the third, and the fourth book in order to make its own standpoint clear.
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西
田
は
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
い
て
し
ば
し
ば
﹁
純
粋
経
験
の
立

脚
地
よ
り
見
れ
ば
﹂﹁
純
粋
経
験
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
﹂
と
い
う

よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
鮮
明
に
し
︑
そ
こ
に
立
っ
て
自
ら
の
理
論

を
展
開
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
純
粋
経
験
そ
の
も
の
が
い
く
つ
か

の
発
展
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
に︵
１
︶︑﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
も
い
く
つ
か
の
発
展

的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
︑
主

と
し
て
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
第
二
章
に
拠
り
な
が
ら
明
ら
か
に

し
た
い
︒

　

問
題
に
し
た
い
の
は
以
下
の
箇
所
で
あ
る
︒

　

更
に
余
が
曩
に
述
べ
た
実
在
の
見
方
に
由
れ
ば
︑
物
体
と
い
う
の
は
意

識
現
象
の
不
変
的
関
係
に
名
づ
け
た
名
目
に
す
ぎ
な
い
の
で
︑
物
体
が
意

識
を
生
ず
る
の
で
は
な
く
︑
意
識
が
物
体
を
作
る
の
で
あ
る
︒
最
も
客
観

的
な
る
機
械
的
運
動
と
い
う
如
き
者
も
我
々
の
論
理
的
統
一
に
由
り
て
成

立
す
る
の
で
︑
決
し
て
意
識
の
統
一
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
之
よ
り

進
ん
で
生
物
の
生
活
現
象
と
な
り
︑
更
に
進
ん
で
動
物
の
意
識
現
象
と
な

る
に
従
っ
て
︑
其
統
一
は
愈
々
活
発
と
な
り
多
方
面
と
な
り
且
つ
深
遠
と

な
る
の
で
あ
る
︒
意
志
は
我
々
の
最
も
深
き
統
一
力
で
あ
っ
て
︑
又
実
在

統
一
力
の
最
も
深
遠
な
る
発
現
で
あ
る
︒
外
面
よ
り
見
て
単
に
機
械
的
運

動
で
あ
り
生
活
現
象
の
過
程
で
あ
る
も
の
が
︑
其
内
面
の
真
意
義
に
於
て

は
意
志
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
恰
も
単
に
木
で
あ
り
石
で
あ
る
と
思
っ
て
居

た
も
の
が
︑其
真
意
義
に
於
て
は
慈
悲
円
満
な
る
仏
像
で
あ
り
︑勇
気
満
々

た
る
仁
王
で
あ
る
が
如
く
︑
所
謂
自
然
は
意
志
の
発
現
で
あ
っ
て
︑
我
々

は
自
己
の
意
志
を
通
し
て
幽
玄
な
る
自
然
の
真
意
義
を
捕
捉
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
︒
固
よ
り
現
象
を
内
外
に
分
ち
精
神
現
象
と
物
体
現
象

と
が
全
く
異
な
れ
る
現
象
と
見
做
す
時
は
︑
右
の
如
き
説
は
空
想
に
止
ま

る
様
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
直
接
経
験
に
於
け
る
具
体
的
事
実
に

︿
研
究
ノ
ー
ト
﹀

西
田
幾
多
郎
﹃
善
の
研
究
﹄
に
お
け
る

　
　

 

﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
と
は
い
か
な
る
立
場
か
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は
内
外
の
別
な
く
︑
斯
の
如
き
考
が
反
っ
て
直
接
の
事
実
で
あ
る
の
で
あ

る
︒

　

右
に
述
べ
し
所
は
物
体
の
機
械
的
運
動
︑
有
機
体
の
合
目
的
を
も
っ
て

意
志
と
根
本
を
一
つ
に
し
作
用
を
同
じ
う
す
る
と
見
る
科
学
者
の
い
う
所

と
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
︑
併
し
其
根
本
と
す
る
所
の
者
は
全
く
正
反
対

で
あ
る
︒
彼
は
物
質
力
を
以
て
本
と
な
し
︑
是
は
意
志
を
以
て
本
と
す
る

の
で
あ
る
︒

　

此
考
に
由
れ
ば
︑
前
に
行
為
を
分
析
し
て
意
志
と
動
作
の
二
と
し
た
の

で
あ
る
が
︑
こ
の
二
者
の
関
係
は
原
因
と
結
果
と
の
関
係
で
は
な
く
︑
寧

ろ
同
一
物
の
両
面
で
あ
る
︒
動
作
は
意
志
の
表
現
で
あ
る
︒
外
よ
り
動
作

と
見
ら
る
る
者
が
内
よ
り
見
て
意
志
で
あ
る
の
で
あ
る
︒︵
第
三
編
第
二

章
第
四
～
六
段
落
︶

　

第
四
段
落
冒
頭
の
﹁
先
に
述
べ
た
実
在
の
見
方
﹂
と
は
第
二
編

で
述
べ
ら
れ
た
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
な
い
し
﹁
純
粋
経
験
の
立

脚
地
﹂
の
見
方
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
立
場
と
は
凡
そ
﹁
意
識
現

象
を
唯
一
実
在
と
し
︑
そ
こ
を
考
究
の
出
立
点
と
し
て
全
て
を
説

明
す
る
立
場
﹂
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
﹁
説
明
﹂
は
出
立

点
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
﹁
反
省
﹂
す
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ

る
︒
第
二
編
第
四
章
第
一
段
落
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
︒

併
し
我
々
の
種
々
な
る
差
別
的
意
識
と
は
此
の
実
在
を
反
省
す
る
に
由
っ

て
起
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
今
此
の
唯
一
実
在
の
成
立
す
る
形
式
を
考
え
︑

如
何
に
し
て
之
よ
り
種
々
の
差
別
を
生
ず
る
か
を
明
に
し
よ
う
と
思
う
︒

﹁
如
何
に
し
て
之
よ
り
種
々
の
差
別
を
生
ず
る
か
を
明
﹂
に
す
る

の
は
第
二
編
第
七
章
か
ら
の
仕
事
で
あ
る
︒
即
ち
唯
一
実
在
で
あ

る
意
識
現
象
を
統
一
す
る
側
か
ら
見
る
と
﹁
精
神
﹂
な
い
し
精
神

現
象
︑
統
一
さ
れ
る
側
か
ら
見
る
と
﹁
自
然
﹂
な
い
し
物
体
現
象

と
な
る
︒
両
者
は
同
一
実
在
の
両
側
面
で
あ
る
か
ら
︑
精
神
現
象

と
物
体
現
象
を
合
わ
せ
た
も
の
が
万
有
と
し
て
の
宇
宙
で
あ
り
︑

そ
れ
を
統
一
す
る
者
が
神
で
あ
る
︒
即
ち
今
度
は
同
一
実
在
の
統

一
す
る
側
面
が
神
︑
統
一
さ
れ
る
側
面
が
宇
宙
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
こ
れ
等
の
全
て
が
︑
し
た
が
っ
て
ま
た
第
二
編
の
全
体

が
唯
一
実
在
と
し
て
の
意
識
現
象
を
外
か
ら
見
る
︵
反
省
す
る
︶

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
は
注
意
し
た
い
︒
上

に
引
用
し
た
第
三
編
第
二
章
第
四
段
落
末
尾
の
﹁
固
よ
り
現
象
を

内
外
に
分
ち
精
神
現
象
と
物
体
現
象
と
が
全
く
異
な
れ
る
現
象
と

見
做
す
時
は
︑
右
の
如
き
説
は
空
想
に
止
ま
る
様
に
思
わ
れ
る
か

も
知
れ
ぬ
が
︑
直
接
経
験
に
於
け
る
具
体
的
事
実
に
は
内
外
の
別

な
く
︑
斯
の
如
き
考
が
反
っ
て
直
接
の
事
実
で
あ
る
の
で
あ
る
﹂

も
最
初
に
述
べ
た
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
よ
り
な
さ
れ
た
主
張
で

あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
第
五
段
落
で
は
﹁
右
に
述
べ
し
所
﹂
が
﹁
意
志
を
以

二
三



て
本
と
す
る
﹂
立
場
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
た
し
か
に
意
識
現

象
を
唯
一
実
在
と
す
る
な
ら
ば
︑
無
生
物
の
物
体
現
象
も
︑
生
物

の
生
活
現
象
も
︑動
物
や
︵
自
他
の
︶
人
間
の
意
識
現
象
も
︑我
々

の
意
識
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
う
し
て
意
識
現
象
の
統
一

力
が
意
志
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
全
て
の
外
的
な
現
象
は
そ
の

内
面
の
真
意
義
に
お
い
て
は
我
々
の
意
志
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
そ
れ
故
確
か
に
﹁
意
志
を
以
て
本
と
す
る
﹂
立
場
は
﹁
意

識
現
象
を
唯
一
実
在
と
す
る
﹂立
場
か
ら
の
帰
結
な
の
だ
が
︑﹁
意

志
を
以
て
本
と
す
る
﹂
立
場
と
﹁
意
識
現
象
を
唯
一
実
在
と
し
て
︑

そ
こ
か
ら
反
省
に
よ
っ
て
全
て
を
説
明
す
る
﹂
立
場
と
は
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
端
的
に
言
う
な
ら
ば

﹁
外
か
ら
見
る
﹂
立
場
と
﹁
内
か
ら
見
る
﹂
立
場
︑あ
る
い
は
﹁
説

明
す
る
﹂
立
場
と
﹁
直
観
す
る
﹂
立
場
と
の
違
い
で
あ
る
︒

　

第
六
段
落
で
は
再
び
外
か
ら
見
て
動
作
︵
物
体
現
象
︶
と
見
ら

れ
る
も
の
が
︑
内
よ
り
見
て
意
志
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

即
ち
二
つ
の
見
方
は
同
一
物
の
両
面
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の

内
外
の
解
釈
に
は
注
意
を
要
す
る
︒
同
一
実
在
︵
同
一
物
︶
を
意

識
現
象
と
考
え
︑
そ
の
両
面
に
精
神
現
象
と
物
体
現
象
を
考
え
︑

同
一
実
在
を
外
か
ら
見
る
時
に
物
体
現
象
と
な
り
︑
内
か
ら
見
る

時
に
精
神
現
象
と
な
る
︑
そ
う
し
て
科
学
者
は
物
体
現
象
の
本
を

物
質
力
と
考
え
︑
西
田
は
精
神
現
象
の
本
を
意
志
と
考
え
る
︑
と

理
解
す
る
な
ら
ば
︑こ
の
箇
所
を
誤
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
精
神
現
象
は
物
体
現
象
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
︒
精
神
現
象
と
物
体
現
象
が
唯
一
実
在
で
あ
る
意
識
現
象
の
両

側
面
で
あ
る
こ
と
は
正
し
い
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
意
志
﹂
は
物
体
現

象
か
ら
区
別
さ
れ
た
精
神
現
象
の
根
本
︵
統
一
力
︶
で
は
な
く
︑

意
識
現
象
の
根
本
︵
統
一
力
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
故
こ
の
﹁
内
よ
り

見
る
﹂
は
別
様
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
意
識

現
象
を
内
外
に
分
け
︑
そ
の
上
で
意
識
現
象
を
物
質
現
象
と
対
立

す
る
意
味
で
の
精
神
現
象
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑
す

で
に
意
識
現
象
を
反
省
す
る
︑
そ
の
意
味
で
外
か
ら
見
て
い
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
︒

　

な
ら
ば
こ
の
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
︒
外
か
ら
見
る
と
は
意
識
現
象
を
外
に
お
い
て
こ
れ
を

反
省
す
る
見
方
の
こ
と
で
あ
る
︒
物
体
現
象
︑
生
活
現
象
︑︵
動

物
の
︑
他
人
の
︑
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
︶
意
識
現
象
を
外
に
置

い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
在
り
方
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
﹁
内
よ

り
見
る
﹂
と
は
﹁
自
己
の
意
志
を
通
し
て
幽
玄
な
る
自
然
の
真
意

義
を
捕
捉
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
見
る
︑
捕
捉
す
る
と
は

こ
の
場
合
﹁
知
的
に
直
観
﹂
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
真

意
義
を
捕
捉
す
る
﹂
と
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
目
を
養
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒﹁
知
的
直
観
﹂
は
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
ゆ
く
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
我
々
が
﹁
知
的
直
観
﹂
の
目

を
我
々
の
﹁
意
志
﹂
を
通
じ
て
ど
こ
ま
で
も
深
め
て
行
こ
う
と
す

二
四



る
こ
と
で
あ
る
︒

　

さ
て
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
第
五
段
落
で
の
﹁
意
志
を
以

て
本
と
す
る
﹂
立
場
も
上
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
内
よ
り
見
る
﹂

立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒即
ち
そ
れ
は﹁
知
的
直
観
﹂の
立
場
︑

も
し
く
は
そ
れ
を
求
め
る
立
場
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
少
な
く
と
も
そ
れ
は
意
識
現
象
を
外
か
ら
眺
め
て
物
体
現
象

と
区
別
さ
れ
た
精
神
現
象
と
見
る
立
場
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
第
四
段
落
で
の
叙
述
も
意
識
現
象
を
外
か
ら
眺
め
た
も

の
で
は
な
く
︑
機
械
的
運
動
︑
生
物
の
生
活
現
象
︑
動
物
の
意
識

現
象
︑あ
る
い
は
自
他
の
意
志
も
﹁
内
か
ら
﹂︑即
ち
﹁
知
的
直
観
﹂

に
よ
っ
て
そ
の
根
本
に
我
々
の
﹁
意
志
﹂
を
見
て
い
る
︑
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
う
な
る
と
こ
の
立
場
は
最
初
の
多
分
に

反
省
的
な
﹁
純
粋
経
験
の
立
脚
地
﹂
な
い
し
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

第
六
段
落
末
﹁
外
よ
り
動
作
と
見
ら
る
る
者
が
内
よ
り
見
て
意

志
﹂
の
内
外
二
つ
の
見
方
は
第
三
編
第
四
章
﹁
価
値
的
研
究
﹂
に

お
け
る
﹁
理
論
的
研
究
﹂
と
︑﹁
実
践
的
研
究
﹂
な
い
し
﹁
価
値

的
研
究
﹂
の
区
別
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を

考
察
す
る
前
に
﹃
心
理
学
講
義
︵
一
九
〇
四
～
一
九
〇
五
︶﹄﹃
倫

理
学
草
案
第
二
︵
一
九
〇
五
～
一
九
〇
六
︶﹄
に
お
け
る
﹁
純
粋

経
験
﹂
の
用
法
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

　
﹃
心
理
学
講
義
﹄
に
お
い
て
﹁
純
粋
経
験
﹂
の
語
は
三
箇
所
見

ら
れ
る
が
︑
恐
ら
く
は
こ
の
箇
所
が
初
出
で
あ
る
︒
そ
の
内
﹁
純

粋
経
験
﹂
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
の
は
二
箇
所
で
あ
る
︒
そ
の
一

つ
は

凡
て
の
独
断
的
仮
定
を
す
て
︑
吾
人
が
直
接
に
知
り
得
る
経
験
的
事
実
に

本
づ
き
て
思
索
す
れ
ば
︑
前
に
も
云
っ
た
様
に
物
体
現
象
と
精
神
現
象
と

は
独
立
せ
る
実
体
で
も
な
く
︑
又
一
哲
学
的
本
体
の
両
面
で
も
な
く
て
︑

吾
人
の
純
粋
経
験
の
事
実
を
異
な
れ
る
視
点
よ
り
観
察
し
た
る
者
に
す
ぎ

な
い
︒
即
ち
吾
人
の
経
験
的
事
実
の
中
よ
り
全
く
主
観
的
方
面
を
除
去
し

単
に
客
観
的
内
容
に
就
い
て
考
う
れ
ば
︑
物
体
的
現
象
と
な
り
︑
之
の
事

実
を
主
観
的
方
面
よ
り
考
う
れ
ば
︑
精
神
現
象
と
な
る
︒
異
な
れ
る
現
象

が
相
伴
う
と
い
わ
ん
よ
り
は
同
一
物
を
異
な
れ
る
方
面
よ
り
見
た
の
で
あ

る
︒
此
処
に
赤
と
い
う
感
覚
あ
り
と
す
れ
ば
︑
之
を
主
観
的
に
見
て
自
己

の
感
覚
と
な
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
︑
之
を
客
観
的
に
見
て｢

エ
ー
テ
ル｣

の
波
動
が
脳
に
与
え
た
る
脳
の
作
用
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
︒

︵
旧
岩
波
全
集
版
第
一
六
巻
九
九
～
一
〇
〇
頁
︶

で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は

吾
人
が
物
心
の
関
係
に
就
い
て
取
る
所
の
説
は
之
と
異
な
り
︑
吾
人
の
純

粋
経
験
の
事
実
に
於
て
は
物
心
の
両
現
象
と
し
て
区
別
す
べ
き
者
な
し
︒

二
五



唯
同
一
の
経
験
的
事
実
あ
る
の
み
︒
元
来
客
観
と
主
観
と
分
れ
て
存
す
べ

き
者
に
あ
ら
ず
︒︵
同
一
〇
〇
頁
︶

で
あ
る
︒
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
﹃
善
の
研
究
﹄
で
は
﹁
純
粋
経
験

を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
﹂
反
省
の
立
場
で
あ

る
︒

　

こ
れ
に
対
し
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
の
用
法
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
︒
な
お﹃
倫
理
学
草
案
第
一︵
一
九
〇
四
～
一
九
〇
五
︶﹄

に
は
﹁
純
粋
経
験
﹂
な
る
語
は
登
場
し
な
い
︒

　
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄で
は﹃
善
の
研
究
﹄同
様︵
さ
ら
に
は﹃
倫

理
学
草
案
第
一
﹄
同
様
︶︑﹁
吾
人
の
行
為
を
価
値
的
方
面
よ
り
研

究
す
る
学
︵
同
二
〇
四
頁
︶﹂
で
あ
る
と
い
う
の
が
倫
理
学
の
学

問
的
定
義
で
あ
る
︒
こ
の
倫
理
学
の
立
場
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ

て
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
で
は
﹁
こ
の
自
己
の
生
活
す
る
実
在
界

に
対
し
て
二
様
の
位
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
て
﹁
見
者

の
地
位
﹂
と
﹁
作
者
の
地
位
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒﹁
見
者
の
地
位
﹂

に
お
い
て
世
界
は﹁
冷
静
な
る
論
理
的
判
断
の
対
象
﹂で
あ
り
︑﹁
万

象
は
凡
て
不
可
不
︵m

ust

︶
の
法
則
に
従
う
客
観
的
事
実
﹂
で
あ

り
︑﹁
自
己
の
思
惟
︑
意
思
の
如
き
者
す
ら
皆
此
種
の
対
象
﹂
と

な
る
︒
こ
れ
に
対
し
﹁
作
者
の
地
位
﹂
に
お
い
て
は
﹁
自
分
が
実

在
界
の
中
に
入
り
て
活
動
す
る
作
者
と
し
て
の
地
位
よ
り
世
界
を

見
る
﹂︒﹁
此
時
に
於
て
は
主
を
離
れ
て
客
な
く
︑
万
象
は
凡
て
客

観
的
対
象
で
は
な
く
し
て
主
観
的
活
動
と
な
る
﹂︒
そ
の
法
則
は

﹁
不
許
不(ought)

﹂
の
法
則
で
あ
る
︒
か
く
し
て
﹁
実
在
界
に
於

け
る
経
験
的
事
実
は
同
一
で
あ
る
が
見
解
点
に
よ
り
て
対
象
の
世

界
と
も
な
り
又
価
値
の
世
界
と
も
な
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て

﹁
学
問
も
説
明
的
学
問︵explicative

︶と
規
範
的
学
問︵norm

ative

︶

と
の
二
つ
に
分
れ
る
﹂︒
し
か
し
﹁
近
世
の
科
学
者
は
往
々
見
者

的
見
解
を
以
て
実
在
の
真
相
を
示
す
も
の
と
な
し
﹂︑﹁
不
許
不
の

法
則
も
不
可
不
の
法
則
の
中
に
摂
帰
し
う
る
者
と
考
う
る
人
が
あ

る
﹂︒
こ
う
し
た
脈
絡
の
中
で
次
の
よ
う
に
﹁
純
粋
経
験
﹂
の
立

場
が
語
り
だ
さ
れ
る
︒︵
以
上
同
二
〇
七
～
二
〇
八
頁
︶

併
し
此
の
如
き
考
は
客
観
的
対
象
が
全
く
吾
人
の
主
観
を
離
れ
て
存
在
す

と
い
う
独
断
を
基
礎
と
し
て
之
よ
り
推
論
し
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
若
し
か

か
る
独
断
を
去
り
純
粋
経
験
︵pure experience

︶
の
本
に
立
ち
返
り
て

考
え
て
見
る
と
︑
吾
人
の
主
観
的
活
動
と
い
う
者
が
直
接
に
与
え
ら
れ
た

る
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
っ
て
客
観
的
世
界
の
分
離
以
前
に
基
礎

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
吾
人
は
作
者
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
見

者
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
︒
所
謂
客
観
的
自
然
界
な
る
者
は
吾
人

の
論
理
的
要
求
か
ら
作
り
た
る
所
作
物
に
す
ぎ
な
い
︒︵
同
二
〇
八
頁
︶

こ
こ
で
の
﹁
純
粋
経
験
﹂
の
立
場
と
は
如
何
な
る
立
場
で
あ
ろ
う

か
︒﹁
独
断
﹂を
去
っ
た
立
場
で
あ
る
と
い
う
点
で
は﹃
善
の
研
究
﹄

二
六



に
お
け
る
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
に
等
し
い
︒
し
か
し
こ
こ
で
の

立
場
は﹁
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
﹂

と
い
っ
た
反
省
的
な
立
場
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
そ
れ
は
﹁
作
者
の

地
位
﹂
に
お
け
る
も
の
と
し
て
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
お
け
る
﹁
見
者
の
地
位
﹂

と﹁
作
者
の
地
位
﹂︑お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く﹁
説
明
的
学
問
﹂と﹁
規

範
的
学
問
﹂
の
区
別
は
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
第
四
章
﹁
価
値
的

研
究
﹂
に
お
け
る
﹁
理
論
的
研
究
﹂
と
︑﹁
実
践
的
研
究
﹂
な
い

し
﹁
価
値
的
研
究
﹂
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
︒
し
か
し
全
く
同
じ

と
い
う
の
で
は
な
い
︒
そ
こ
に
新
た
な
観
点
が
加
わ
っ
て
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
原
因
﹂
と
﹁
目
的
﹂
の
区
別
で
あ
る
︒
即
ち
﹁
理
論
的

研
究
﹂
は
﹁
原
因
﹂
を
考
究
し
︑﹁
価
値
的
研
究
﹂
は
﹁
目
的
﹂

を
考
究
す
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
花
が
い
か
に
し
て
で
き
た
か

を
原
因
結
果
の
法
則
か
ら
説
明
す
る
の
が
﹁
理
論
的
研
究
﹂
で
あ

る
の
に
対
し
︑
花
の
目
的
は
﹁
果
実
を
結
ぶ
た
め
﹂
と
見
る
の
が

﹁
価
値
的
研
究
﹂で
あ
る
︒
そ
う
し
て
西
田
に
よ
れ
ば
こ
の﹁
目
的
﹂

を
見
る
の
は
﹁
知
的
直
観
﹂
な
の
で
あ
る
︒

我
々
が
自
然
の
意
義
目
的
を
理
会
す
る
の
は
︑
自
己
の
理
想
及
情
意
の
主

観
的
統
一
作
用
に
由
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
我
々
が
能
く
動
物
の
種
々
の

機
関
及
動
作
の
本
に
横
た
わ
れ
る
根
本
的
意
義
を
理
会
す
る
の
は
︑
自
分

の
情
意
を
以
て
直
に
之
を
直
覚
す
る
の
で
︑
自
分
に
情
意
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
到
底
動
物
の
根
本
的
意
義
を
理
会
す
る
事
は
で
き
ぬ
︒
我
々
の
理
想

及
情
意
が
深
遠
博
大
と
な
る
に
従
っ
て
︑
愈
々
自
然
の
真
意
義
を
理
会
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
第
二
編
第
八
章
第
六
段
落
︶

﹁
理
解
﹂
が
反
省
に
よ
る
の
に
対
し
︑﹁
理
会
﹂
は
直
覚
︵
知
的
直

観
︶
に
よ
る
︒
そ
う
し
て
こ
の
知
的
直
観
は
ど
こ
ま
で
も
深
遠
と

な
る
︒

我
々
は
愛
す
る
花
を
見
︑
又
親
し
き
動
物
を
見
て
︑
直
に
全
体
に
於
て
統

一
的
或
者
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
︒
之
が
其
物
の
自
己
︑
其
物
の
本
体
で

あ
る
︒
美
術
家
は
斯
の
如
き
直
覚
の
最
も
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
る
︒
彼
等
は

一
見
︑物
の
真
相
を
看
破
し
て
統
一
的
或
物
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
︒︵
同

第
五
段
落
︶

こ
の
﹁
統
一
的
或
者
﹂
が
﹁
目
的
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
外
か
ら
見

て
原
因
結
果
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
︑﹁
自
分
の
情
意
を
以
て
直

に
直
覚
﹂す
べ
き
も
の
︑即
ち﹁
内
よ
り
見
る
﹂べ
き
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
が
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
お
け
る
﹁
作
者
の
地
位
﹂
を
引

き
継
い
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
﹃
倫
理
学
草
案
第
二
﹄
に
﹁
純
粋
経
験
の
本
に
立
ち

返
り
て
考
え
て
見
る
と
︑
吾
人
の
主
観
的
活
動
と
い
う
者
が
直
接

に
与
え
ら
れ
た
る
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
て

二
七



い
た
が
︑
こ
れ
に
よ
く
似
た
表
現
が
﹃
善
の
研
究
﹄
第
三
編
第
四

章
第
四
段
落
に
見
出
さ
れ
る
︒

凡
て
我
々
の
欲
望
又
は
要
求
な
る
者
は
説
明
し
う
べ
か
ら
ざ
る
︑
与
え
ら

れ
た
る
事
実
で
あ
る
︒
我
々
は
生
き
る
為
に
食
う
と
い
う
︑
併
し
こ
の
生

き
る
為
と
い
う
の
は
後
よ
り
加
え
た
る
説
明
で
あ
る
︒
我
々
の
食
慾
は
か

か
る
理
由
よ
り
起
っ
た
の
で
は
な
い
︒
小
児
が
始
め
て
乳
を
の
む
の
も
か

か
る
理
由
の
為
で
は
な
い
︑
唯
飲
む
為
に
飲
む
の
で
あ
る
︒
我
々
の
欲
望

或
は
要
求
は
啻
に
か
く
の
如
き
説
明
し
う
べ
か
ら
ざ
る
直
接
経
験
の
事
実

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
反
っ
て
我
々
が
之
に
由
っ
て
実
在
の
真
意
を
理
解

す
る
秘
鑰
で
あ
る
︒

﹁
食
う
﹂
と
い
う
﹁
目
的
﹂
の
目
的
を
さ
ら
に
﹁
生
き
る
為
﹂
と

す
る
の
も
︑
そ
れ
が
目
的
の
捕
捉
で
あ
る
以
上
知
的
直
観
に
基
づ

く
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
直
観
に
基
づ
い
て
﹁
食

う
﹂
こ
と
の
目
的
を
﹁
生
き
る
為
﹂
と
い
う
よ
う
に
反
省
的
に
説

明
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
到
底
実
在
の
真
意
を
理

解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
は
欲
望
や
要
求
が
﹁
直
接

経
験
の
事
実
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
我
々
の
欲

望
や
要
求
の
真
実
の
目
的
は
美
術
家
や
宗
教
家
の
如
き
極
致
に
達

し
た
者
の
み
が
真
実
に
理
会
︵
知
的
直
観
︶
で
き
る
も
の
で
あ

る
︒
我
々
は
そ
の
つ
ど
知
的
直
観
に
よ
っ
て
﹁
内
よ
り
﹂
目
的
を

立
て
て
は
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
が
︑
真
実
の
目
的
︵
そ
れ
は
後

に﹁
人
格
﹂と
呼
ば
れ
る
︶を
理
会
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
我
々

は
そ
れ
を
知
的
に
は
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹁
目
的
﹂
と
し

て
︑
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
求
め
る
以
外
に
な
い
︒
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
我
々
の
欲
望
や
要
求
の
中
に
﹁
人
格
﹂
の
側
か
ら
の
要
求
︵
あ

る
い
は
命
令
︶は
何
ら
か
の
仕
方
で
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
故
に
我
々
の
欲
望
や
要
求
が
﹁
実
在
の
真
意
を
理
解
す
る
秘

鑰
﹂
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
純
粋
経
験
と
は
意
志
の
要
求
と
実
現
の
間
に
少
し
の
間
隙
も

な
い
﹂
状
態
の
こ
と
で
あ
っ
た
︵
第
一
編
第
一
章
第
五
段
落
︶︒

し
か
し
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
つ
ど
の
目
的
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
︒﹁
我
々
は
種
々
の
肉
体
的
要
求
や
又
精
神
的
要
求
を
も
っ

て
居
る
︒
併
し
そ
は
皆
自
己
の
一
部
の
要
求
に
す
ぎ
な
い
︵
第
四

編
第
一
章
第
五
段
落
︶﹂︒
こ
ち
ら
か
ら
意
識
的
に
設
定
し
た
目
的

に
基
づ
く
こ
ち
ら
か
ら
の
要
求
の
背
後
に
は
﹁
人
格
の
要
求
﹂︑

さ
ら
に
は
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
と
い
っ
た
︑﹁
人
格
﹂
あ
る
い
は
﹁
大

な
る
生
命
﹂
か
ら
の
要
求
が
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
我
々

は
通
常
そ
れ
を
知
的
に
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
場
合

に
は
我
々
に
と
っ
て
要
求
は
ど
こ
ま
で
も
分
か
ら
な
い
︑
実
現
を

欠
い
た
要
求
と
し
て
現
前
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
が
我
々
に

と
っ
て
﹁
直
接
経
験
の
事
実
﹂
と
な
る
︒

　

す
る
と
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

二
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あ
ろ
う
か
︒
第
一
に
そ
れ
は
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
が
す
で
に
成

立
し
て
い
て
︑
そ
れ
を
外
か
ら
反
省
し
︑
説
明
す
る
立
場
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
第
二
に
﹁
内
よ
り
見
る
﹂︑
即

ち
そ
の
つ
ど
の
目
的
を
知
的
に
直
観
す
る
立
場
で
も
あ
っ
た
︒
と

こ
ろ
が
い
ま
考
察
し
た
所
か
ら
す
れ
ば
︑同
じ
く
﹁
内
よ
り
見
る
﹂

立
場
で
あ
っ
て
も
︑
知
的
に
直
観
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
と
き

に
は
自
分
が
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
︑
直
観
と
実

現
を
欠
い
た
目
的
︵
真
善
美
が
こ
れ
に
あ
た
る
︶
を
設
定
す
る
と

い
う
立
場
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
︒
目
的
を
意
識
し
た
場
合
に

も
こ
う
し
た
こ
と
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
﹃
倫
理
学
草
案
第
一
・
第
二
﹄
に
お
い
て
も
︑﹃
善

の
研
究
﹄
に
お
い
て
も
実
在
の
完
全
な
る
説
明
に
は
﹁
説
明
的
学

問
﹂
と
﹁
規
範
的
学
問
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
理
論
的
研
究
﹂
と
﹁
価

値
的
研
究
﹂
の
両
方
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は

純
粋
経
験
を
外
か
ら
見
る
立
場
と
内
か
ら
見
る
立
場
の
総
合
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
︑
純
粋
経
験
の
立
場
と
し
て
は
第
三
の
立
場
と
考

え
ら
れ
る
︒こ
れ
は
最
初
に
引
用
し
た
第
六
段
落
の
立
場
で
あ
る
︒

そ
れ
故
最
初
に
引
用
し
た
個
所
は
︑
す
べ
て
を
外
か
ら
見
て
︑
物

質
力
を
も
と
に
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
科
学
の
立
場
に
対
抗
し

て
︑
最
初
の
第
四
段
落
の
冒
頭
で
ま
ず
純
粋
経
験
を
反
省
的
に
見

る
第
一
の
立
場
か
ら
出
発
し
︵﹁
余
が
曩
に
述
べ
た
実
在
の
見
方

に
由
れ
ば
︑
物
体
と
い
う
の
は
意
識
現
象
の
不
変
的
関
係
に
名
づ

け
た
名
目
に
す
ぎ
な
い
の
で
﹂︶︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
﹁
内
よ
り
見

る
﹂︑即
ち
﹁
意
志
を
以
て
本
と
す
る
﹂
第
二
の
見
方
が
提
示
さ
れ
︑

最
後
の
第
六
段
落
で
外
か
ら
見
る
見
方
と
︑
内
か
ら
見
る
見
方
を

同
一
物
の
両
側
面
で
あ
る
と
す
る
第
三
の
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

し
か
し
こ
の
第
三
の
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
は
﹃
善
の
研
究
﹄

の
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
す
で
に
確
認
し
た

よ
う
に
第
二
編
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
意
識
現
象
を
反
省
す
る
立

場
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
科
学
の
よ
う
に

意
識
現
象
を
す
べ
て
物
体
現
象
に
還
元
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
が
︑
意
識
現
象
を
反
省
す
る
と
い
う
点
で
や
は
り
︑
意
識
現
象

を
外
か
ら
見
て
い
る
︒
そ
の
点
で
第
二
編
は
﹁
理
論
的
研
究
﹂
に

属
す
る
と
見
て
よ
い
︒
実
際
西
田
は
﹁
実
在
﹂
篇
︵
第
二
編
︶
を

送
付
し
た
後
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
鈴
木
大
拙
宛
の
手
紙

︵
一
九
〇
七
年
七
月
一
三
日
︶
の
中
で
︑西
田
が
﹁
余
の
先
度
送
っ

た
者
は
全
くscientific

の
者
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
実
在

の
完
全
な
る
説
明
に
は
﹁
理
論
的
研
究
﹂
と
﹁
価
値
的
研
究
﹂
の

両
方
が
不
可
欠
だ
と
す
る
第
三
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
︑
第
二

編
の
叙
述
だ
け
で
は
足
り
な
い
︒
第
三
編
は
倫
理
学
で
あ
り
︑
そ

れ
は
価
値
的
研
究
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
に
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
︒

二
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第
三
編
﹁
善
﹂
は
﹁
外
面
か
ら
見
﹂
ら
れ
た
﹁
肉
体
の
運
動
﹂

と
し
て
の
﹁
行
為
﹂
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
次
い
で
﹁
行
為
と

は
︑
其
目
的
が
明
瞭
に
意
識
せ
ら
れ
て
居
る
動
作
の
謂
で
あ
る
﹂

と
さ
れ
て
︑﹁
其
要
部
は
内
界
の
意
識
現
象
に
あ
る
の
で
あ
る
か

ら
︑
心
理
学
上
行
為
と
は
如
何
な
る
意
識
現
象
で
あ
る
か
を
考
え

て
見
よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
か
く
し
て
﹁
行
為
の
意
識
現

象
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
意
志
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
﹂
の
で
あ
る
︒︵
以
上
第
三
編
第
一
章
第
二
～
三
段
落
︶

　

行
為
を
肉
体
の
運
動
と
し
て
み
る
こ
と
か
ら
出
発
し
︑
つ
い
で

そ
の
要
部
を
内
界
の
意
識
現
象
に
求
め
て
い
る
︒
目
は
次
第
に
内

へ
と
向
っ
て
は
い
る
が
︑
心
理
学
的
に
意
志
を
論
じ
る
と
い
う
の

は
や
は
り
﹁
理
論
的
研
究
﹂
に
属
す
る
﹁
外
よ
り
見
る
﹂
立
場
で

あ
る
︒
こ
う
し
て
第
一
章
は
行
為
と
は
如
何
な
る
現
象
で
あ
る
か

を
心
理
学
上
よ
り
論
じ
る
こ
と
に
終
始
す
る
が
︑
そ
の
最
後
で
無

意
識
ま
で
含
め
た
す
べ
て
の
意
識
現
象
の
統
一
力
で
あ
る
自
己
は

我
々
の
意
志
活
動
に
お
い
て
最
も
明
ら
か
に
意
識
さ
れ
る
︑
と

我
々
の
意
識
的
な
意
志
に
お
い
て
意
識
現
象
の
統
一
力
が
明
ら
か

に
な
る
可
能
性
︑
す
な
わ
ち
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
の
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

　

第
二
章
で
は
﹁
行
為
の
本
た
る
意
志
の
統
一
力
な
る
も
の
が
何

処
よ
り
起
る
か
﹂
が
哲
学
的
に
考
察
さ
れ
る
︒
科
学
者
は
こ
れ
を

物
質
力
︑
生
活
欲
に
求
め
る
が
︑
西
田
は
純
粋
経
験
説
に
基
づ
い

て
︑
意
志
の
統
一
力
は
︑
唯
一
実
在
で
あ
る
意
識
現
象
の
最
も
深

き
統
一
力
と
し
て
の
意
志
よ
り
起
る
︑
と
考
え
る
︒
そ
う
し
て

﹁
我
々
は
自
己
の
意
志
を
通
し
て
幽
玄
な
る
自
然
の
真
意
義
を
捕

捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
物
体
の
機
械
的
運
動
も
有

機
体
の
合
目
的
運
動
も
︑
我
々
の
意
志
を
通
じ
て
知
的
に
直
観
さ

れ
る
が
︑
幽
玄
な
る
自
然
の
真
意
義
を
捕
捉
す
る
の
は
美
術
家
の

如
き
極
致
に
至
っ
た
者
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
西
田
の
考
え
で
あ

る
︒
こ
こ
に
お
い
て
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
が
純
粋
経
験
説
︑
即

ち
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
︑
そ

れ
が
ま
さ
し
く
最
初
に
引
用
し
た
第
四
段
落
に
お
い
て
成
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
第
六
段
落
で
外
か
ら
見
る
立

場
と
総
合
さ
れ
て
第
三
の
立
場
と
な
る
︒
そ
れ
故
最
初
に
引
用
し

た
個
所
は
第
一
の
立
場
か
ら
第
二
の
立
場
へ
の
移
行
の
現
場
で
あ

り
︑
か
ね
て
第
三
の
立
場
成
立
の
現
場
で
も
あ
る
︒

　

第
三
章﹁
意
志
の
自
由
﹂で
は
上
の﹁
幽
玄
な
る
自
然
の
真
意
義
﹂

が
﹁
意
識
の
根
柢
た
る
理
想
﹂
と
呼
ば
れ
︑こ
れ
を
自
知
︵
直
覚
︶

し
て
い
る
場
合
に
意
志
は
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
極
致
に
至
っ

た
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
で
あ
る
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
第

四
章
﹁
価
値
的
研
究
﹂
で
は
倫
理
学
が
行
為
を
価
値
的
方
面
よ
り

研
究
す
る
学
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
我
々
の

考
察
に
よ
る
な
ら
ば
︑﹁
目
的
﹂
を
知
的
直
観
に
よ
っ
て
﹁
内
よ

り
見
る
﹂
立
場
で
あ
り
な
が
ら
︑真
実
の
目
的
︵﹁
実
在
の
真
意
﹂︶

三
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の
直
覚
は
美
術
家
や
宗
教
家
な
ど
の
極
致
に
至
っ
た
者
の
み
に
許

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
第
三
編
の
こ
の
後
の
叙
述
に
お
い
て
も

意
識
的
な
意
志
︵
自
己
︶
が
実
在
の
根
柢
に
お
け
る
意
志
︵
真
実

の
自
己
︶
を
目
的
に
し
て
こ
れ
を
求
め
る
と
い
っ
た
︑
不
合
理
な

構
造
故
に
︑﹁
真
の
自
己
を
知
れ
﹂
と
い
う
命
令
を
残
し
て
第
三

編
の
道
行
き
は
挫
折
す
る
︒
即
ち
真
の
自
己
を
知
る
こ
と
は
﹁
宗

教
道
徳
美
術
の
極
意
﹂
に
達
し
た
者
に
の
み
許
さ
れ
た
も
の
と
な

る
︒
こ
の
挫
折
の
た
だ
中
に
﹁
宗
教
的
要
求
﹂
が
自
己
に
対
し
て

起
こ
っ
て
来
る
︒
そ
れ
は
﹁
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て

有
限
な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
︑
絶
対
無
限
の
力
に
合
一
し

て
之
に
由
り
て
永
遠
の
真
生
命
を
得
﹂
よ
︑と
の
﹁
大
な
る
生
命
﹂

か
ら
の
要
求
で
あ
る
︒
こ
の
要
求
が
聞
こ
え
た
時
が
︑﹁
宗
教
的

覚
悟
﹂
即
ち
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
立
場
の
成
就
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
見
神
の
事
実
﹂
で
あ
り
︑そ
の
徹
底
が
﹁
神

す
ら
も
失
っ
た
所
に
真
の
神
を
見
る
﹂
こ
と
と
し
て
︑﹁
独
立
自

全
の
純
活
動
﹂
と
し
て
の
初
発
の
純
粋
経
験
に
し
て
︑﹁
宗
教
道

徳
美
術
の
極
意
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
﹁
外
よ
り
見

る
﹂
反
省
の
立
場
と
﹁
内
よ
り
見
る
﹂
直
観
の
立
場
を
同
一
物
の

両
面
と
見
る
﹁
純
粋
経
験
の
立
場
﹂
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
こ
と
は
﹃
善
の
研
究
﹄
が
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
に
は

第
二
編
︑
第
三
編
︑
第
四
編
の
叙
述
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
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