
西
洋
に
お
け
る
直
観
思
想
の
発
展

　
教
育
学
が
一
様
に
言
う
と
こ
ろ
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
教
授
画
学
習
は
す
べ
て
直
観
の
原
理
の
上
に
立
っ
て
行
な

わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
は
つ
ぎ
の
こ
と
が

問
題
に
な
る
。
こ
の
原
理
が
教
育
方
法
の
考
察
の
中
に
入
っ
て
き

た
の
は
一
体
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
と
。
そ
う
す
る
と
、

西
洋
の
教
授
理
論
に
は
い
つ
で
も
直
観
か
ら
の
認
識
獲
得
の
思
想

が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
に
つ
い
て
見
る
と
、
教
授
の
天
才
で
あ

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
研
究
④
教
授
の
方
法
は
帰
納
法
に
よ
る
べ
き

も
の
と
し
て
い
た
。
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
「
具
体
的
に
も
の

を
直
観
さ
せ
て
概
念
を
教
授
せ
よ
」
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
育
の
仕
ぶ
り
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
度
述
べ
て

お
こ
う
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
彼
の
教
育
方
法
の
根
底
に
は
、
直
観

に
よ
る
教
授
の
原
則
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う
。

そ
の
上
彼
の
対
話
法
や
帰
納
法
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
理
解
で

冨
　
　
田

竹
三
郎

き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
か
れ
の
教
授
は
当
時
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
た

よ
う
に
、
学
問
を
街
い
知
識
を
飾
り
た
て
て
人
に
誇
示
す
る
と
い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
は
全
く
な
く
、
形
式
ば
っ
た
と
こ
ろ
の
な
い
会

話
で
行
っ
た
。
そ
し
て
会
話
は
き
わ
め
て
卑
近
な
、
あ
り
ふ
れ
た

も
の
か
ら
実
例
や
証
明
を
と
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を

当
時
の
人
た
ち
は
ま
た
悪
口
の
種
に
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
語
る

こ
と
は
、
い
つ
で
も
ロ
バ
や
鍛
冶
屋
や
靴
屋
や
、
皮
革
工
の
こ
と

ば
か
り
だ
、
等
と
も
い
っ
た
。
毎
日
朝
は
や
く
か
ら
夜
お
そ
く
ま

で
、
市
場
や
仕
事
場
や
体
育
場
で
老
若
の
人
々
と
人
生
の
目
的
や

使
命
に
つ
い
て
語
り
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
間
の
う
ち
に
真
の
自
己

認
識
と
道
徳
的
心
術
（
情
）
を
鼓
舞
し
よ
う
と
し
た
。
と
く
に
国

家
を
根
本
か
ら
改
善
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
青
年
を
有
能
な
も
の

に
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
確
信
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
一
生

の
仕
事
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
研
究
と
教
授
の
方
法
は
消
極
と
積
極
の
二
面
を

も
っ
て
い
る
。
消
極
面
と
は
有
名
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
皮
肉
（
ア
ロ

ニ
ー
一
エ
イ
ロ
ネ
イ
ア
）
で
あ
る
。
か
れ
は
知
ら
な
い
よ
う
な
ふ
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り
を
し
、
話
し
相
手
か
ら
教
え
を
乞
う
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、

ひ
っ
き
り
な
し
に
質
問
を
あ
び
せ
、
思
い
が
け
ぬ
結
論
を
引
き
出

し
、
相
手
を
矛
盾
に
ま
き
込
む
。
そ
れ
で
人
が
知
識
を
も
っ
て
い

る
と
思
い
な
が
ら
、
実
際
は
そ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
当
人

に
気
づ
か
せ
る
。
話
し
手
が
答
に
窮
し
、
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
こ
と
を
、
ほ
ん
と
う
は
知
っ
て
い
な
い
の
だ
と
悟
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
虚
偽
の
知
識
は
自
ら
崩
れ
お
ち
る
。
知
っ
て
い
る
と
自

称
し
て
い
た
人
は
、
自
分
の
も
っ
て
い
た
諸
前
提
や
確
信
を
疑
う

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
の
大
多
数
は
っ
ぎ

の
文
旬
で
お
わ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
さ

れ
た
」
と
。

　
も
し
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
は
無
知
の
自

覚
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
ほ
か
に
他
の
積
極

面
で
あ
る
助
産
術
が
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
分
を
産
婆
で
あ
っ
た
母
フ
ァ
イ
ナ
レ
テ
に
く

ら
べ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
自
身
は
思
想
を
生
む
こ
と
が

で
き
な
く
と
も
、
他
の
人
々
が
そ
れ
を
生
む
の
に
助
力
で
き
る
か

ら
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
こ
の
助

産
術
な
る
も
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
話
し
相
手
に
び
っ
き
り
な
し

に
質
問
し
、
質
問
し
な
が
ら
相
手
の
も
っ
て
い
る
観
念
を
分
析
し

て
、
当
人
が
気
付
か
な
か
っ
た
新
し
い
思
想
を
さ
そ
い
出
し
、
そ

れ
を
生
み
出
す
の
を
助
け
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
用
い
た
主
な
手
段
が
帰
納
の
方
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

彼
は
、
個
々
の
具
体
的
な
場
合
か
ら
出
発
し
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ

れ
た
平
凡
な
現
象
を
手
助
け
と
し
な
が
ら
、
個
別
的
な
も
の
を
相

互
に
比
較
し
て
、
偶
然
的
な
も
の
を
本
質
的
な
も
の
か
ら
分
離
し
、

普
遍
的
原
理
、
普
遍
的
規
定
を
意
識
へ
も
た
ら
し
て
概
念
を
作
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
正
義
の
概
念
や
勇
敢
の
概

念
を
見
出
そ
う
と
す
る
場
合
、
か
れ
は
正
義
や
勇
敢
の
さ
ま
ざ
ま

な
個
々
の
実
例
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
か
ら
普
遍
的
な
本
質
、
正

義
や
徳
の
概
念
を
抽
象
し
た
の
で
あ
る
。
（
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
、

西
洋
哲
学
史
、
谷
川
一
松
村
訳
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
と
い
う
の
は
、
具
体
的

な
場
合
や
平
凡
な
個
々
の
現
象
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
場
合
や
現

象
の
本
質
と
な
っ
て
い
る
概
念
を
と
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
具
体
的
に
直
観
で
き
る
個
々
の
現
象
か
ら
、
一
般
的
普
遍
的

な
概
念
の
認
識
に
達
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

　
プ
ラ
ト
ン
（
ω
、
ρ
亀
⑩
1
。
。
ミ
）
は
、
学
習
は
想
起
す
る
こ
と
で

あ
る
、
と
見
た
。
知
識
は
外
か
ら
心
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
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の
で
は
な
く
、
心
の
う
ち
か
ら
開
示
さ
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
想
起
す
る
事
柄
は
す
べ
て
前
世
で
知
っ
て

い
た
の
で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
に
は
直
観

に
よ
っ
て
教
授
す
る
こ
と
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
甲
O
，
o
．
c
。
心
1
ω
S
）
は
、
学
習
過
程
の
基
礎

は
感
覚
認
識
ま
た
は
直
観
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
が

イ
デ
ァ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
経
験
や
与
え
ら
れ
た
も
の
を
説

明
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
与
え
ら
れ
た

も
の
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
イ
デ
ァ
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
の
方
法
は
帰
納
、
す
な
わ
ち
与
え
ら
れ

た
事
実
お
よ
び
現
象
の
全
体
か
ら
普
遍
的
命
題
や
格
率
を
導
き
出

す
、
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
」
こ
れ
を
教
授
の
方
法
に
す
れ
ば
、

事
実
や
現
象
の
直
観
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
命
題
、
知
識
を
引
き
出

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
か
れ
は
概
し
て
思
惟
す
る
観
察
家
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
、

そ
こ
で
か
れ
は
結
論
が
す
べ
て
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
も
つ
べ
き

で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
近
似
的
な
真
理
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
蓋
然

性
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
満
足
す
る
。
」

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
は
、
中
世
の
認
識
論
と
教
授
学
と
に

と
っ
て
の
規
準
に
な
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
つ
ぎ
の
成
句
は
中
世
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
実
際
の
言
葉
と
し
て
ス
コ
ラ
哲
学
者
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
思
想
を
う
け
て
い
た
）
の
あ
い
だ
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
成
句
峯
巨
窃
二
箏
庄
邑
一
8
9
一
慢
a
肩
庄
ω

ぼ
＆
二
箏
ω
彗
竃
せ
ま
く
解
釈
す
る
と
、
こ
う
で
あ
る
。
「
感
覚

の
中
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
な
い
と
、
知
性
に
出
て
く
る
こ

と
は
な
い
。
」
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
は
感
覚
主
義
的
な
考
え

が
つ
よ
く
出
て
い
て
、
こ
の
成
句
の
思
想
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や

ス
コ
ラ
学
派
の
思
想
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
人

々
は
、
感
官
か
ら
概
念
（
た
と
え
ば
徳
一
正
義
一
神
と
い
う
よ
う

な
）
を
う
け
と
る
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　
ト
マ
ス
個
ア
ク
イ
ナ
ス
（
H
ぽ
O
竃
易
＞
ρ
邑
づ
～
卯
嵩
α
α
－
嵩
べ
仁
）

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
伝
統
の
上
に
立
っ
て
、
っ
ぎ
の
よ

う
に
言
っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
根
源
は
感
覚
的
直
観
に
あ

る
」
と
。
し
か
し
「
そ
の
こ
と
は
精
神
の
認
識
す
る
も
の
は
す
べ

て
感
官
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
風
に
と
る
べ
き
で
は
な

い
。
精
神
は
、
感
官
が
と
ら
え
た
も
の
を
通
っ
て
、
よ
り
高
い
認

識
に
導
か
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
感
官
認
識
が
神
的
な
も
の
の
認
識
に

導
か
れ
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。
」
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
、
ス

コ
ラ
的
認
識
論
で
は
、
認
識
は
本
質
的
に
外
界
に
依
存
し
、
物
の

直
観
に
依
存
し
て
い
る
、
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
い
つ
の
時
代
で
も
、
直
観
を
認
識
の

基
礎
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
直
観
の
原
則
を
教
育
に
適
用

す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
如
何
に
適
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

中
世
だ
け
で
な
く
現
代
に
と
っ
て
も
、
な
お
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
問
題
点
は
言
葉
と
直
観
と
の
あ
い
だ
の
関
係
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
教
授
の
手
段
と
し
て
の
言
葉
と
、
教
授
一
学
習
の
基
礎
と
し

て
の
直
観
と
の
あ
い
だ
の
関
係
に
あ
る
。
言
葉
は
直
観
を
1
こ
と

ば
そ
の
も
の
の
音
を
除
外
す
れ
ば
1
－
っ
た
え
る
こ
と
は
一
般
に
は

で
き
な
い
。
言
葉
の
意
味
を
通
し
て
、
言
葉
は
外
と
内
の
直
観
を

お
こ
し
表
象
を
完
成
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
教
師
の
術
、
と
く
に

直
観
教
授
の
術
を
つ
か
っ
て
の
み
そ
れ
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
言
葉
に
よ
る
教
授
の
方
法
を
全
く
排
斥
し
て
し

ま
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
学
校
は
教
授
の
さ
い
、
と
く
に
、
言

葉
と
い
う
手
段
に
ふ
か
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

い
つ
の
時
代
で
も
教
授
は
言
葉
崇
拝
、
概
念
崇
拝
に
陥
る
危
険
を

も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
危
険
に
備
え
て
直
観
の
原
則
を
堅
持

し
、
言
葉
崇
拝
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
人
文
主
義
の
重
要
な
教
育
家
、
教
育
思
想
家
で
あ
る

』
＄
箏
－
庄
ω
≦
く
易
（
に
竃
－
嵩
ε
）
は
言
語
主
義
と
一
方
的
な

言
語
研
究
に
対
抗
し
て
登
場
し
た
。
日
く
「
言
葉
だ
け
を
学
ぶ
人

は
知
識
の
戸
口
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
　
卑
麸
8
易
き
¢

肉
O
箒
H
註
蟹
が
い
っ
た
よ
う
に
知
識
の
道
は
、
言
葉
か
ら
事
物
に

で
は
な
く
、
事
物
か
ら
言
葉
へ
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
も
っ
と
も

容
易
な
も
の
に
、
す
な
わ
ち
感
官
に
近
い
も
の
に
と
り
か
か
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
官
が
す
べ
て
の
認
識
を
仲
介
す
る
か
ら

で
あ
る
。
」
「
未
知
の
も
の
へ
の
道
は
知
っ
て
い
る
も
の
を
こ
え
て

行
く
、
判
断
へ
の
道
は
感
官
の
機
能
を
こ
え
て
行
く
。
」
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
ま
ず
、
外
の
自
然
に
つ
い
て
見
て
知
っ
た
も
の
、

観
察
し
た
も
の
が
あ
る
。
絵
や
地
図
の
よ
う
な
感
官
の
領
域
に
属

す
る
も
の
1
そ
れ
で
町
や
民
族
、
山
、
川
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
ー
そ
う
い
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
観
察
す
る
と
か
直
感
す
る
と

い
う
。

　
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
が
推
奨
し
た
「
直
観
資
料
」
は
な
お
少
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
だ
け
に
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
は
自
然
や
生
活
を
直
接
に
教

授
に
使
う
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
生
活
術
を
身
に
つ
け
さ
す
た
め

に
、
「
お
じ
け
ず
に
仕
事
場
や
作
業
室
に
入
っ
て
行
っ
て
職
業
や

作
業
に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
。

ま
た
早
く
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
今
日
見
学
と
い
っ
て
い
る
こ
と
を
す

す
め
て
い
る
。
医
学
研
究
は
と
く
に
観
察
に
よ
っ
て
研
究
さ
せ
よ

う
と
し
た
。
「
人
文
主
義
者
と
し
て
の
彼
が
医
学
の
手
か
ら
キ
ケ
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口
や
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
を
奪
い
と
っ
て
、
そ
の
代
り
患
者
の
ベ
ッ
ト

の
観
察
や
解
剖
力
を
与
え
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
尊

敬
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
哲
学
的
教
育
的
経
験
主
義
の
力
強
い
時
代
は
厚
竃
q
ω
ω
8
8

（
嵩
3
1
ま
塞
）
の
新
機
関
乞
O
曽
旨
○
〔
窟
昌
竃
（
一
六
二
〇
）

に
よ
っ
て
初
ま
る
。
「
吾
々
は
精
神
の
目
を
物
そ
の
も
の
か
ら
決

し
て
は
な
す
こ
と
な
く
、
物
の
姿
を
あ
る
が
ま
＼
に
受
け
と
る
と

い
う
こ
と
に
す
べ
て
は
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
彼
は
教
え
た
。

誇
張
し
て
い
っ
た
が
た
め
、
彼
は
直
観
と
思
考
と
に
実
際
あ
る
相

関
関
係
を
不
明
に
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
然
し
知
識
の
経
験
的

基
礎
に
つ
い
て
彼
は
注
意
を
向
け
て
い
る
。

　
べ
ー
コ
ン
の
立
場
は
経
験
的
、
実
用
的
、
功
利
的
な
イ
ギ
リ
ス

の
伝
統
的
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、

学
問
一
知
識
そ
の
も
の
は
目
的
で
は
な
く
、
人
の
生
活
が
目
的
で

あ
る
。
人
が
自
然
を
制
御
し
、
こ
れ
を
生
活
に
利
用
し
て
そ
の
生

活
を
豊
か
に
す
る
に
は
、
知
識
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
手
段
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
知
は
力
で
あ
る
」
ω
9
§
戌
～
①
黒
8
清
㌣

叶
旺
。
そ
れ
で
は
知
識
を
え
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
自
然
は

そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
征
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

同
じ
よ
う
に
、
自
然
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
は
え
ら
れ

る
。
又
自
然
を
予
量
す
る
こ
と
を
避
け
、
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
を

解
釈
す
る
こ
と
で
知
識
が
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
二
つ
の
こ
と
が
知

識
を
え
る
た
め
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
点
を
の
べ
た
の

が
べ
ー
コ
ン
の
イ
ド
⊥
フ
論
で
あ
り
、
第
二
の
点
を
の
べ
た
の
が

べ
ー
コ
ン
の
帰
納
法
の
提
唱
で
あ
っ
た
。

　
イ
ド
⊥
フ
（
偶
像
）
と
は
自
然
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
先
入
見
と
空
想
で
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
に
尊
敬
を
払

っ
て
い
る
妄
見
で
あ
る
。
そ
れ
に
四
つ
あ
る
。
洞
窟
、
劇
場
、
市

場
、
種
族
の
イ
ド
ー
ラ
で
、
こ
の
四
っ
の
偶
像
を
昨
除
せ
よ
、
と
。

そ
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
象
に
関
す
る
事
例
（
積
極
的
事
例
、

消
極
的
事
例
、
程
度
的
事
例
）
に
よ
っ
て
、
・
そ
れ
か
ら
現
象
の
原

因
、
本
質
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
が
帰
納
法
で
あ
る
。
べ
ー
コ
ン
で

は
伝
統
や
権
威
、
言
語
、
妄
想
を
排
し
て
、
も
の
そ
の
も
の
、
自

然
そ
の
も
の
の
直
観
か
ら
知
識
を
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
言
語
的
実
学
主
義
」
、
十
七
世

紀
の
教
授
学
の
特
徴
と
な
っ
た
こ
の
実
学
主
義
の
父
と
な
っ
て
い

る
。

ざ
ぽ
P
o
箏
箏
》
S
o
ω
O
o
員
8
｛
易
（
嵩
竃
－
嵩
ぎ
）
は
ヴ
ィ
ー
ヴ

ェ
ス
と
べ
i
コ
ン
の
二
人
か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
、
直
観
原
理
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の
思
想
の
典
型
的
代
表
者
で
あ
る
。
彼
の
場
合
で
も
つ
ぎ
の
よ
う

な
教
え
が
強
調
さ
れ
た
。

　
「
す
べ
て
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
感
官
の
前
に
出
せ
、
と
い
う

こ
と
は
教
授
者
に
と
っ
て
の
黄
金
律
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
は

視
覚
に
、
き
か
れ
る
も
の
は
聴
覚
に
、
よ
く
に
お
う
も
の
は
嗅
覚

の
前
に
、
味
わ
う
も
の
は
味
覚
に
、
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
は
触
覚
に
、

も
し
多
く
の
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
さ
す
も
の
な
ら
ば
、
多
く
の

感
官
に
同
時
に
入
っ
て
い
く
。
」
と
。
し
か
し
直
観
さ
す
事
物
が
な

い
と
き
は
、
そ
の
代
理
を
使
う
こ
と
が
セ
き
る
。
す
な
わ
ち
人
は

コ
ピ
ー
や
絵
を
教
授
の
た
め
に
利
用
で
き
る
。
教
え
る
一
っ
一
っ

の
ラ
テ
ン
語
に
一
つ
一
つ
の
画
を
配
当
し
た
世
界
図
絵
9
匡
ω

ω
窒
ω
冨
一
巨
憂
且
g
易
は
こ
の
黄
金
律
を
教
科
書
に
適
用
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
経
験
主
義
は
H
ト
肉
O
易
ω
①
豊
（
ミ
嵩
ー
べ
o
。
）
に
よ
っ
て
極
端
に

ま
で
強
調
さ
れ
た
。
「
物
、
物
い
く
ら
く
り
返
し
て
も
十
分
で
は

な
い
。
こ
と
ば
に
重
き
を
お
き
す
ぎ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
饒
舌
の
歓

育
に
よ
っ
て
は
饒
舌
（
お
し
ゃ
べ
り
）
だ
け
し
か
教
育
で
き
な

い
。
」
「
精
神
を
初
め
て
は
た
ら
か
せ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
結
局

感
官
が
エ
ミ
ー
ル
の
指
導
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
「
世
界
が
エ

ミ
ー
ル
の
本
、
事
実
が
彼
の
教
師
で
あ
る
。
」
一
つ
の
教
育
小
説

で
あ
る
ル
ソ
ー
の
教
育
論
で
は
、
こ
と
ば
と
直
観
と
の
あ
い
だ

の
緊
張
関
係
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
は
な
い
。

彼
は
は
な
し
言
葉
と
、
教
授
に
必
要
な
文
宇
言
葉
さ
え
も
、
教
育

か
ら
排
斥
し
て
、
そ
の
代
り
に
行
為
を
使
っ
た
。
そ
し
て
「
エ
ミ

ー
ル
に
は
学
問
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
、
学
問
を
発
見
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
エ
ミ
ー
ル
は
地
図
と
い
う
も
の
は

知
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
エ
ミ
ー
ル
は
自
分
で
そ
れ
を
つ
く
る

で
あ
ろ
う
ピ
エ
ミ
ー
ル
は
機
械
や
物
理
学
の
道
具
を
使
わ
な
い
で
、

「
そ
れ
を
っ
く
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
エ
ミ
ー
ル

に
は
成
熟
す
る
年
頃
ま
で
本
式
に
学
習
さ
せ
ず
、
自
分
で
遊
び
な

が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ト
申
忍
ω
邑
O
§
一
（
ミ
農
1
－
O
。
ミ
）
は
「
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
子
女

教
育
法
」
の
第
九
信
の
は
じ
め
に
自
分
は
直
観
が
教
育
の
最
高
の

原
理
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
と
い
っ
て
い
る
。
「
友
よ
、
私
は
教

授
の
本
質
の
た
め
に
一
体
何
を
し
た
の
か
、
自
ら
問
う
と
き
、
私

は
思
う
。
直
観
が
全
認
識
の
絶
対
的
基
本
で
あ
る
と
み
と
め
る
こ

と
が
、
教
授
の
最
高
最
上
の
原
則
で
あ
る
と
、
私
は
確
定
し
た
。

そ
し
て
個
々
の
教
え
を
排
し
て
、
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
人
類

の
教
育
は
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
点
に
教
授
の
本
質
や
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原
型
を
見
出
そ
う
と
努
め
た
」
と
い
っ
て
、
自
分
の
教
授
学
上
の

努
力
を
ま
と
め
て
書
い
て
い
る
。

　
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
i
は
教
授
の
最
高
の
原
則
と
し
て
直
観
を
強
調

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
教
授
で
目
ざ
す
と
こ
ろ
の
も
の

は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
民
衆
の
救
済
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
は
「
あ
な
た
方
（
上
流
社
会
の
人
々
）
の
家
で
は
な
く
、
庶
民

の
あ
ば
ら
屋
の
中
に
自
ら
の
功
績
の
栄
冠
を
求
め
た
」
の
で
あ
づ

た
。
そ
の
た
め
教
授
は
「
子
供
た
ち
が
う
け
て
い
る
通
例
の
学
校

教
授
に
か
え
て
ま
ず
貧
困
な
子
供
た
ち
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
も

の
と
し
て
学
校
教
授
で
ま
ず
、
も
っ
と
も
基
礎
と
な
り
、
も
っ
と

も
初
め
に
あ
る
も
の
が
求
め
ら
れ
て
、
直
観
の
考
え
に
達
し
た
の

で
あ
る
。

　
学
校
教
授
の
「
も
っ
と
も
基
礎
と
な
る
最
初
の
も
の
」
と
は
何

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
子
供
を
と
り
ま
く
世
界
を
と
ら
え

る
基
礎
、
つ
ま
り
直
観
一
言
語
一
数
で
あ
る
。
子
供
を
と
り
ま
く

自
然
と
人
間
と
は
子
供
の
精
神
的
成
長
の
栄
養
源
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
子
供
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
身
近
な
自
然
と
人
間
の
世

界
を
正
し
く
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と

は
、
直
接
に
は
眼
と
耳
と
を
伸
立
ち
に
し
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
外
の
世
界
、
日
常
の
環
境
は
多
数
、
多
彩
、
多
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
多
く
の
人
々
の
話
す
こ
と
は
早
く
、
少
い
言
葉
に
多
く

の
内
容
を
こ
め
て
い
る
し
、
自
然
の
一
つ
の
所
に
で
も
非
常
に
多

く
の
形
を
、
　
一
種
の
花
に
も
多
く
の
色
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
人
間
と
自
然
の
中
で
子
供
が
成
長
す
る
と
き
、
こ
の
人
と
自

然
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
子
供
の
感
受
性
を
十
分
に
開

き
、
そ
れ
を
十
分
に
訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
し
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、
「
直
■
観
の
イ
ロ
ハ
」

が
教
授
の
も
っ
と
も
一
般
的
基
礎
的
な
も
の
と
な
．
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
形
二
言
葉
画
数
の
直
観
で
あ
る
。

　
補
註
一
ω
直
観
が
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
絶
対
的
基
礎
で
あ
る
。
…

　
　
　
　
こ
れ
を
承
認
す
る
以
外
に
市
民
的
、
道
徳
的
及
び
宗
教

　
　
　
　
的
顧
覆
に
対
抗
す
る
、
如
何
な
る
手
段
も
な
い
。

　
　
　
　
②
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
子
女
教
育
法
の
第
十
三
信
に
、
神
へ

の
帰
依
の
感
情
は
、
直
観
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
発
展

す
る
と
い
う
。
即
ち
神
へ
の
帰
依
の
感
情
は
、
母
と
の

あ
い
だ
の
関
係
（
母
子
の
関
係
）
の
体
験
か
ら
（
即
ち

直
観
か
ら
）
発
展
す
る
と
い
う
。

③
「
如
何
に
し
て
私
は
人
間
を
愛
し
人
間
に
信
頼
し
人

間
に
従
順
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
－
人
間
愛
、

人
間
感
情
、
人
間
信
頼
な
ど
の
本
質
的
に
基
礎
と
な
っ

て
い
る
感
情
と
、
人
間
の
従
順
と
を
つ
く
っ
て
い
く
技
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術
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
本
性
の
中
に
入
つ

て
く
る
の
で
あ
る
か
。
ー
そ
し
て
私
は
、
こ
う
い
う

こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
よ
う
な
も
の

は
主
と
し
て
、
幼
い
子
供
と
そ
の
母
親
と
の
あ
い
だ
の

関
係
か
ら
お
こ
る
の
で
あ
る
、
と
。
」

ω
子
供
と
母
と
の
自
然
の
関
係
の
中
に
、
「
自
然
の
原

動
者
に
対
す
る
、
人
間
の
帰
依
の
情
の
感
覚
的
萌
芽
の

本
質
が
、
全
き
姿
で
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
ひ
そ
ん
で

い
る
。
信
仰
に
よ
る
神
へ
の
帰
依
の
情
の
芽
は
本
質

上
、
子
供
が
母
へ
も
つ
帰
依
と
同
一
の
芽
で
あ
る
。
」

⑤
母
と
子
の
あ
い
だ
に
直
観
（
体
験
）
さ
れ
た
道
徳
宗

教
の
芽
を
、
そ
れ
以
上
に
成
長
さ
せ
開
発
す
る
た
め
に

は
、
人
間
の
技
術
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
場
合
人
問
技

術
が
、
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
直
観
を
わ
す
れ
て
は
な

ら
な
い
。
母
と
子
と
の
あ
い
だ
の
道
徳
一
宗
教
の
直
観

が
、
（
道
徳
㊥
宗
教
）
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。

　
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
以
上
の
よ
う
な
直
観
に
よ
る
教
授
に
よ
っ

て
、
人
問
の
教
育
は
十
分
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ル
バ
ル

ト
（
一
七
七
六
－
一
八
四
一
）
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
著
書
「
ゲ

ル
ト
ル
ー
ト
子
女
教
育
法
」
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
一
八
〇
二
年
と

一
八
〇
四
年
に
論
文
を
出
し
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
見
解
の
価
値

と
そ
の
限
界
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
ヘ
ル
バ
ル
ト

は
ま
ず
教
育
の
中
心
目
的
で
あ
る
道
徳
性
の
陶
冶
と
、
ペ
ス
タ
ロ

ッ
チ
i
の
直
観
に
よ
る
基
礎
教
授
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
身
近
な
世
界
に
あ
る
事
物
や
人
間
に
つ
い
て
の
、
直
観
に

よ
る
一
般
的
洞
察
は
つ
ね
に
道
徳
性
の
基
礎
で
あ
る
。
直
観
の
練

習
と
か
訓
練
は
道
徳
的
陶
冶
の
前
提
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
の
道
徳
性
陶
冶
の
た
め
の
真
の
出
発
点

は
他
に
あ
る
、
と
言
う
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
真
意
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
か
の
基
礎
的
訓
練
は
．
不
可
欠
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
教
育

の
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
一
つ
の
「
予
備
的
配
慮
」
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
窮
状
に
あ
る
民
衆
の
た
め
の
救
済
も
必
要
で
あ
る
が
、
「
教

育
の
よ
り
大
き
な
、
よ
り
重
要
な
課
題
」
は
「
も
っ
と
高
度
の
教

養
」
に
あ
る
と
見
る
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
立
場
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
「
今
ま
で
一
般
の
民
衆
に
対
し
、
そ
の
仕
事
に
必
要
な
も

の
と
し
て
与
え
れ
ば
よ
か
っ
た
も
の
と
は
全
く
ち
が
っ
た
、
他
の

も
の
、
す
な
わ
ち
繊
細
な
感
情
を
教
育
を
通
し
て
身
に
つ
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
よ
り
広
い
視
野
、
よ
り
豊
か
な
想
像
、
よ
り
深
い
探

究
者
の
洞
察
を
ひ
き
お
こ
す
た
め
に
、
こ
れ
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
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ら
な
い
。
」
し
か
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
す
れ
ば
、
こ
の
繊
細
な
感
情
の

た
め
の
教
育
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
立
場
か
ら
は
出
て
来
な
い
。

そ
れ
と
は
全
く
ち
が
っ
た
他
の
中
心
観
点
か
ら
発
す
る
。
こ
れ
は

何
か
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
こ
れ
を
次
の
一
語
で
表
現
す
る
。
－
「
教

師
は
美
的
感
覚
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
つ
ね
に
配
慮
せ
よ
。
」

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
教
育
に
つ
い
て
こ
う
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

教
育
は
植
物
に
つ
い
て
庭
師
が
す
る
よ
う
な
単
な
る
保
護
や
世
話

で
は
な
い
。
外
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
人
間
は
、
野
獣

の
よ
う
な
も
の
に
も
な
る
し
、
ま
た
理
性
的
な
人
格
と
も
な
る
。

で
あ
る
か
ら
正
し
い
生
活
の
形
式
を
人
に
つ
け
さ
す
た
め
の
技
術

が
わ
れ
わ
れ
に
は
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
子
供
の
と
き
に
は
、

一
定
の
表
象
を
与
え
て
一
定
の
興
味
を
子
供
の
心
に
わ
り
に
容
易

に
う
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「
子
供
は
言
わ
れ
た

こ
と
を
信
じ
、
聞
い
た
こ
と
を
考
え
、
見
た
も
の
を
な
す
。
だ
か

ら
子
供
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
形
象
や
物
語
に
よ
っ
て
一
つ

の
世
界
を
作
り
上
げ
る
」
べ
き
で
あ
る
。
世
界
像
を
子
供
に
つ
く

る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
が
ま
ま

の
現
実
の
世
界
の
表
象
で
は
な
く
、
精
選
さ
れ
た
表
象
に
よ
っ
て

精
神
の
正
し
い
基
本
形
式
を
身
に
つ
け
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な

わ
ち
詩
や
物
語
の
世
界
か
ら
の
精
選
さ
れ
た
表
象
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
子
供
に
人
間
や
社
会
か

ら
選
ば
れ
た
も
の
を
直
観
的
に
表
現
し
て
や
る
こ
と
、
ま
た
そ
の

表
現
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
高
い
趣
味
（
美
的
感
覚
）
を
子
供

に
や
し
な
う
こ
と
が
、
教
育
の
中
心
任
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
身
近
に
あ
る
自
然
や
人
間
に
つ
い
て
の
直
接
の

直
観
よ
り
も
、
詩
や
物
語
や
歴
史
の
中
か
ら
え
ら
ば
れ
た
表
象
（
間

接
の
直
観
）
に
よ
っ
て
教
育
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
以
上
の
よ
う
な
教
育
の
た
め
に
「
単
な
る
表
現

（
模
写
的
）
教
授
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
生
徒
に
教

授
事
項
を
「
あ
た
か
も
生
徒
が
見
た
と
思
う
よ
う
に
表
現
す
る
」

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
「
教
授
は
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
描
写
を
よ
び
集
め
て
助
け
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

　
今
日
、
道
徳
教
育
を
す
る
の
に
、
直
接
に
経
験
す
る
子
ど
も
の

生
活
の
指
導
に
よ
る
と
と
も
に
、
教
師
の
説
話
や
道
徳
資
料
の
利

用
に
よ
っ
て
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ペ
ス
タ
ロ

ッ
チ
ー
と
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
方
法
が
と
も
に
今
日
に
生
か
さ
れ
て
い

る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
間
接
的
直
観
で
あ
る
。
こ
う
い

う
直
観
が
教
授
で
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
は
、
宗
教
教
授
の
場
合
で

あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
直
観
の
重
要
な
こ
と
を
初
め
て
教
え
た
の
は
、

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
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（
一
六
五
一
－
一
七
一
五
）
も
ま
た
表
現
（
模
写
的
）
教
授
の
重
要

な
こ
と
に
説
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
「
聖
書
の
方
法
に
従
え
。

す
な
わ
ち
想
像
を
刺
戟
せ
よ
。
そ
し
て
汝
の
表
現
し
よ
う
と
す
る

も
の
に
は
、
す
べ
て
印
象
的
な
絵
を
つ
け
よ
。
講
義
と
絵
と
を
結

合
せ
よ
」
「
汝
の
説
話
は
新
鮮
な
親
し
み
あ
る
調
子
に
よ
っ
て
、

生
か
し
た
も
の
に
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
子
供
ら
は
、
そ
の
生
き
生

き
し
た
想
像
力
で
そ
の
説
話
を
あ
た
か
も
見
る
か
の
よ
う
に
、
さ

な
が
ら
聞
く
か
の
よ
う
に
思
う
で
あ
ろ
う
」
と
。

　
へ
ー
ニ
ヒ
ス
ワ
ル
ト
（
一
八
七
五
－
一
九
四
七
）
は
こ
れ
ま
で

の
直
観
の
思
想
に
さ
ら
に
新
し
い
も
の
を
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
直

観
は
教
授
に
よ
っ
て
と
ら
え
さ
す
知
識
一
理
解
一
概
念
一
法
則
の

基
礎
と
な
る
も
の
、
出
発
点
と
な
る
も
の
と
見
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
直
観
は
、
知
識
や
法
則
の
素
材
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ

ろ
が
へ
ー
ニ
ヒ
ス
ワ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
直
観
は
、
直
観
の
一
つ

の
場
合
で
、
他
の
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
が
理
論
（
知
識
や

法
則
の
こ
と
）
を
ふ
く
み
理
論
を
指
示
し
、
理
論
に
導
く
よ
う
な

毛
の
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
前
の
場
合
は
直
観
が
知
識
や

法
則
を
と
ら
え
る
基
礎
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
場
合
は
あ
と
で
明

ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
理
論
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
直
観
が
規

制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
観
は
す
で
に
理
論
と
密
に
結
び
つ

い
た
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ニ
ヒ
ス
ワ
ル
ト
は

こ
の
前
の
方
を
分
析
さ
れ
て
な
い
直
観
、
ま
た
は
理
論
前
の
直
観

と
い
い
、
後
の
方
を
分
析
さ
れ
て
い
る
直
観
、
ま
た
は
理
論
後
の

直
観
と
い
っ
た
。
分
析
さ
れ
て
な
い
と
は
、
理
論
（
知
識
一
法
則
）

が
直
観
か
ら
と
り
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
い
ま
だ
行
っ
て
な
い
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
分
析
と
は
経
験
や
現
象
か
ら
あ
る
知
識
一
法

則
を
と
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
重
い
金
属
は
大
気
中
で
は
軽
い
羽
毛
よ
り
早
く
落
ち
る
。

こ
れ
は
日
常
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ト
ウ
ー
ド

の
落
下
器
（
空
気
を
排
除
し
た
ガ
ラ
ス
筒
）
の
中
で
は
、
金
属
も

羽
毛
も
同
じ
は
や
さ
で
落
ち
る
。
ま
え
の
経
験
を
分
析
さ
れ
な
い

（
理
論
前
の
）
直
観
と
い
い
、
後
の
経
験
は
分
析
さ
れ
た
直
観
と
い

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
の
方
も
教
授
で
よ
く
つ
か
う
の
で
あ
る
が
、

後
の
直
観
は
モ
デ
ル
と
か
証
明
実
験
と
し
て
よ
く
つ
か
っ
て
い
る

直
観
で
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
流
石
に
、
こ
の
二
つ
の
直
観
の
区

別
を
見
落
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
未
熟

の
直
観
と
熟
し
た
直
観
と
を
区
別
し
て
い
た
。
未
熟
な
直
観
と
は
、

「
知
ら
ず
知
ら
ず
の
あ
い
だ
に
お
こ
る
直
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
対
象
が
目
前
に
あ
ら
わ
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
動
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揺
し
て
い
て
、
い
っ
消
え
る
か
も
知
れ
ぬ
、
想
像
の
力
で
ど
の
よ

う
に
も
変
形
す
る
、
」
と
い
っ
た
よ
う
な
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

立
す
る
熟
し
た
直
観
と
は
、
「
注
意
と
研
究
的
精
神
と
の
協
同
に

よ
っ
て
意
識
的
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
こ

の
後
の
方
の
直
観
に
よ
っ
て
、
も
の
の
正
し
い
形
態
一
知
識
一
理

解
。
法
則
が
え
ら
れ
る
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
日
常
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
現
象
の
中
に
理
論
を
予
め
見
通

し
、
予
想
し
仮
定
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
理
論
を
追
求
す
る
研
究
的

精
神
を
も
っ
て
現
象
を
注
意
ぶ
か
く
直
観
す
る
の
が
熟
し
た
直
観

で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
の
が
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
真
意
で
は
な
か
っ

た
か
。

　
こ
う
い
う
直
観
を
さ
せ
る
よ
う
準
備
し
た
直
観
が
へ
ー
ニ
ヒ
ス

ワ
ル
ト
の
分
析
さ
れ
た
（
理
論
後
の
）
直
観
で
あ
ろ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。
彼
は
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
を
直
観
思
想

に
加
え
た
も
の
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
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