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序

　
本
論
文
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
る
「
認
識
」
（
o
o
α
q
三
菖
o
）
に
つ

い
て
論
じ
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
に
私
が
興
味
を
も
っ
た
の

は
、
彼
の
『
知
性
改
善
論
』
（
ぎ
ら
ミ
器
§
ミ
ミ
§
ミ
肋
鳴
§
§
－

§
職
§
鳴
）
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
彼

の
初
期
の
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
の
認
識
に
つ
い
て
の

方
法
が
書
か
れ
て
お
り
、
認
識
す
る
際
に
使
う
「
観
念
」
（
己
＄
）
が

分
類
さ
れ
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
未
完
で
終

わ
っ
て
い
る
。
彼
の
認
識
論
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い

う
の
が
私
の
最
初
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
私
は
、
そ
の
行
き
先
が
彼
の

最
後
の
作
品
『
エ
チ
カ
』
（
肉
§
ミ
）
で
あ
る
と
考
え
た
。
『
エ
チ
カ
』

第
二
部
で
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
よ
う
に
観
念
や
認
識
の
方
法
の
説

明
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
て
人
間
精
神
と
い
う

観
点
か
ら
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
ま
た

認
識
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
あ
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
考

察
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
倫
理

学
と
も
訳
さ
れ
る
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、
認
識
論
を
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
倫
理
学
と
認
識
論
が
結
び
う
く
の
か
、
こ
れ
が

新
た
な
疑
問
と
し
て
湧
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
新
た
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
冒
頭

の
次
の
文
章
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

℃
o
ω
8
仁
9
ヨ
ヨ
Φ
国
×
需
ユ
魯
ユ
p
g
o
ロ
貫
o
ヨ
三
斜
ρ
二
器
貯
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8
∋
ヨ
ロ
三
≦
＄
陣
8
器
暮
o
「
0
8
霞
歪
葺
闇
く
餌
づ
P
俸
甘
畝
一
冨

Φ
ω
ω
Ω
o
＝
∋
＜
乙
興
Φ
日
o
∋
三
P
鋤
ρ
巳
σ
二
ρ
露
ρ
＝
器
証
ヨ
？

げ
蝉
ヨ
”
5
ぎ
＝
昌
Φ
ρ
ロ
Φ
σ
〇
三
鴇
づ
①
ρ
仁
Φ
目
巴
＝
コ
ω
Φ
げ
p
σ
Φ
お
三
ω
一

ρ
屋
讐
窪
ロ
ω
餌
げ
房
鋤
三
ヨ
⊆
ω
筥
o
＜
⑦
σ
p
ξ
お
8
房
鼻
三
8
づ
α
Φ
ヨ

ぎ
ρ
三
H
Φ
「
ρ
鋤
コ
巴
δ
岳
α
匹
9
お
ε
お
ρ
ロ
o
山
く
①
毎
ヨ
げ
o
コ
ロ
ヨ
｝
卿

ω
巳
8
目
ヨ
ニ
三
〇
餌
σ
出
Φ
Φ
ω
ω
o
け
｝
卿
p
ρ
⊆
o
ω
o
一
ρ
「
Φ
言
o
広
ω

o
器
什
Φ
ユ
ω
o
ヨ
⇒
ぴ
島
噂
餌
旺
ヨ
器
㌶
睦
o
臼
Φ
け
霞
ニ
ヨ
o
蝉
昌
巴
7

ρ
三
α
α
費
Φ
ε
が
ρ
＝
o
ぎ
く
Φ
導
ρ
碧
ρ
忌
゜
。
詳
ρ
o
o
⇔
鼠
昌
ロ
p
皆

ω
ロ
日
ヨ
餌
ぎ
器
8
ヨ
ロ
巳
ヰ
ロ
Φ
H
Φ
H
冨
Φ
は
口
卑
（
目
α
）

＝
般
生
活
に
お
い
て
た
び
た
び
起
こ
る
す
べ
て
が
空
虚
で
無

価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
恐
れ
て
い
た
も
の
の
原
因
あ
る
い

は
対
象
と
認
識
し
て
い
た
も
の
す
べ
て
が
、
善
で
も
悪
で
も
な

く
、
た
だ
そ
れ
（
善
あ
る
い
は
悪
）
に
よ
っ
て
魂
が
動
か
さ
れ

た
限
り
で
は
善
あ
る
い
は
悪
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
経
験
に

よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
時
、
私
は
つ
い
に
決
心
し
た
、
そ
れ
自
体

で
私
た
ち
が
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
真
の
善
で
、
そ
の
他
の

す
べ
て
を
捨
て
て
、
魂
が
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
さ
れ

る
あ
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
、
あ
る
も
の

を
発
見
し
獲
得
し
た
な
ら
、
無
限
で
か
つ
最
高
の
喜
び
を
永
遠

に
享
受
す
る
よ
う
な
あ
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
、
探

究
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
。
］

　
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
無
限
で
最
高
の
喜
び
を
永
遠
に
享
受
で

き
る
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
を
探
究
す
る
」
と
い
う
決

意
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
決
意
こ
そ
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
出
発
点

で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
認
識
」

を
最
高
の
喜
び
や
善
へ
と
繋
が
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
を
念

頭
に
お
い
た
上
で
、
自
ら
の
認
識
論
を
、
倫
理
学
や
感
情
論
を
示
し

た
『
エ
チ
カ
』
へ
と
繋
い
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
『
エ
チ
カ
』
に
見
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
認

識
に
つ
い
て
の
見
解
を
分
析
し
、
人
間
の
認
識
と
人
間
の
幸
福
と
の

関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
二
点
を
中
心
に
し

て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

第
一
章
　
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
認
識
論

　
『
エ
チ
カ
』
で
は
、
認
識
の
方
法
だ
け
で
な
く
、
認
識
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
認
識
す
る
側
の
視
点
か

ら
だ
け
で
な
く
、
精
神
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
が
ど
の
よ
う
に
関

係
し
あ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
問
題
が
解
明
さ
れ

る
。
そ
れ
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
認
識
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
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え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
節
　
認
識
と
は
何
か

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
様
々
な
観
念
を
も
と
に
し
て
認
識
論
を
展
開
す

る
。
そ
の
中
で
重
要
な
の
が
、
「
妥
当
な
観
念
」
で
あ
る
。
彼
は
ど
の

よ
う
な
場
合
に
「
妥
当
な
」
（
四
α
器
ρ
轟
8
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
る
の
か
。
「
妥
当
な
原
因
」
、
「
非
妥
当
な
原
因
」
に
つ
い
て
の
彼
の

定
義
を
例
に
と
っ
て
、
ま
ず
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
三
部

定
義
1
に
よ
れ
ば
「
あ
る
原
因
の
結
果
が
そ
の
原
因
だ
け
で
明
瞭
判

然
と
知
覚
さ
れ
る
場
合
」
、
こ
の
「
原
因
」
の
こ
と
を
「
妥
当
な
原
因
」

と
定
義
す
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
「
非
妥
当
な
原
因
」
と
は
、
原
因

が
「
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
さ
れ
な
い
」
（
O
臼
甘
ω
自
。
ヨ
ω
o
冨
ヨ
ぎ
叶
色
－

＝
σ
q
ヨ
Φ
ρ
三
什
）
場
合
の
原
因
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
を
「
あ
る
い
は
部
分

的
」
原
因
と
い
う
よ
う
に
、
「
非
妥
当
な
」
と
い
う
言
葉
と
「
部
分
的

な
」
と
い
う
言
葉
を
並
べ
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
か

ら
し
て
、
「
妥
当
な
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
れ
の
み
で
理
解
す
る
の

に
十
分
な
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
妥
当
な
観
念
と
は
、
真
の
観
念
の
す
べ
て
の
特
質
、
あ
る
い

は
そ
の
す
べ
て
の
内
的
特
徴
を
有
す
る
た
め
、
そ
れ
だ
け
で
も
の
を

理
解
す
る
の
に
十
分
な
観
念
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
第
2
部

定
理
3
4
で
は
、
「
我
々
の
中
に
お
い
て
絶
対
的
な
あ
る
い
は
妥
当
で

完
全
な
観
念
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
定

理
1
1
系
と
定
理
3
2
か
ら
浮
か
び
上
が
る
定
理
で
あ
る
。
定
理
1
1
系
を

み
る
と
、
私
た
ち
の
精
神
の
中
に
妥
当
な
観
念
を
有
す
る
な
ら
、
神

の
中
に
そ
の
観
念
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
神
が
人
間
精
神
の

本
質
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
部
定
理
1
1
系
）
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
私
た
ち
が
妥
当
な
観
念
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
観
念
は
神

の
中
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
定
理
3
2
で
は
、
神
に
関
す
る
す

べ
て
の
こ
と
は
真
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
第
2
部
定
理
3
4
の

命
題
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
妥
当
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
妥
当
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
「
共
通
概

念
」
（
⇒
o
口
o
昌
Φ
ω
o
o
日
日
ロ
ロ
Φ
ω
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
共
通
概
念
と

は
、
ど
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
か
。
ま
ず
、
私
た
ち
に
妥

当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ
り
、

等
し
く
各
物
体
の
部
分
の
中
に
も
全
体
の
中
に
も
あ
る
も
の
」
（
第

2
部
定
理
3
8
）
や
、
「
人
間
身
体
お
よ
び
人
間
身
体
が
刺
激
さ
れ
る
の

を
常
と
す
る
い
く
つ
か
の
外
部
の
物
体
に
共
通
で
か
つ
特
有
で
あ
る

も
の
」
（
第
2
部
定
理
3
9
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
神
の
中

で
妥
当
で
あ
り
、
定
理
1
1
系
よ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
を
妥
当
に
知

覚
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
妥
当
な
観
念
か
ら
精
神
の
う
ち
に
生
起
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す
る
す
べ
て
の
観
念
」
も
同
時
に
妥
当
で
あ
る
（
第
二
部
定
理
4
0
よ

り
）
。
こ
う
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
条
件
と
し

て
、
「
共
通
」
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
次
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
が
物
事
を
知
覚
し
、
「
概
念
を
形
成
」
す

る
に
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
認
識
す
る
に
は
三
つ
の
手
段
が
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
手
段
、
つ
ま
り
三
種
の
認
識
が
ど
の
よ
う

に
異
な
る
の
か
を
こ
れ
か
ら
見
て
い
こ
う
。

i
．
意
見
（
o
官
三
〇
冒
）
、
表
象
（
一
巨
牌
讐
冨
㊤
諭
o
）

　
こ
の
認
識
は
、
「
感
覚
を
通
し
て
殿
損
的
・
混
乱
的
に
か
つ
知
性
に

よ
る
秩
序
づ
け
な
し
に
我
々
に
現
示
さ
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
個
物
」

（
国
×
ω
冒
σ
q
巳
費
ま
＝
ρ
8
亘
゜
。
冨
H
ω
9
ω
二
ω
ヨ
仁
巳
讐
ρ
8
三
器
①
”
＆

ω
貯
①
o
「
島
口
Φ
9
。
α
ぎ
8
＝
Φ
9
ロ
ヨ
お
嘆
8
ω
Φ
耳
讐
邑
に
よ
っ
て
生
じ
、

「
漠
然
と
し
た
経
験
」
（
①
×
O
Φ
「
一
①
コ
酢
一
四
　
く
蝉
σ
q
P
）
に
よ
り
起
こ
る
も
の

で
あ
る
（
E
7
8
、
第
二
部
定
理
4
0
、
備
考
2
）
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が

日
常
の
中
で
知
覚
し
、
概
念
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
第
一

種
の
認
識
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
虚
偽
（
誤
謬
）
の
唯

一
の
原
因
で
あ
る
（
第
二
部
定
理
4
1
）
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
認
識
に
は

「
非
妥
当
な
」
「
混
乱
し
た
」
観
念
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（
定
理
4
0
、
備
考
1
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
が
普
段
感

覚
的
に
知
覚
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
読
む
、
書
く
な
ど
し
て
想
起
し

た
こ
と
の
観
念
は
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

”
1
1
．
理
性
（
円
9
鉱
o
）

　
「
事
物
の
特
質
に
つ
い
て
共
通
概
念
あ
る
い
は
妥
当
な
観
念
を
有

す
る
」
（
鵠
o
島
o
口
Φ
゜
。
o
o
日
ヨ
ロ
昌
Φ
ρ
同
Φ
同
ロ
日
ρ
q
Φ
只
o
員
δ
什
讐
¢
B

匡
Φ
餌
ω
p
α
餌
Φ
ρ
亘
讐
餌
ω
び
餌
ぴ
①
日
ロ
ω
）
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
認
識
で
あ

る
（
E
7
8
、
第
二
部
定
理
4
0
、
備
考
2
）
。
こ
の
第
二
種
の
認
識
は
第

一
種
に
比
べ
、
し
っ
か
り
と
し
た
秩
序
、
根
拠
に
基
づ
く
認
識
で
あ

る
。
第
二
種
の
認
識
は
、
第
三
種
の
認
識
と
共
に
「
必
然
的
に
真
」

（
口
Φ
O
Φ
ω
ω
P
目
一
〇
＜
Φ
「
四
）
で
あ
り
（
第
二
部
定
理
4
1
）
、
真
偽
を
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
認
識
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
第
二
部
定
理
4
2
）
。
な
ぜ

な
ら
、
第
二
種
の
認
識
は
妥
当
な
観
念
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
理
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
第

二
種
の
認
識
は
妥
当
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
に
共
有
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

…
川
．
直
観
知
（
口
o
O
一
①
冨
酔
一
曽
一
冒
昏
一
　
一
け
一
く
僧
）

　
第
三
種
の
認
識
、
す
な
わ
ち
直
観
知
は
、
「
神
の
い
く
つ
か
の
属
性

の
形
相
的
本
質
の
妥
当
な
観
念
か
ら
事
物
の
本
質
の
妥
当
な
認
識
へ

進
む
」
（
寓
o
o
①
α
詳
鋤
ぴ
蝉
匹
鋤
Φ
ρ
ロ
讐
p
一
匹
8
Φ
ω
ω
Φ
⇒
口
簿
Φ
h
o
目
琶
9
。
＝
の

ρ
貫
ロ
ロ
α
p
。
ヨ
∪
虫
讐
口
ま
暮
o
歪
∋
鋤
α
餌
匹
器
ρ
‘
讐
鋤
ヨ
8
α
q
巳
訟
o
昌
Φ
ヨ
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Φ
ω
ω
①
暮
冨
Φ
目
Φ
歪
ヨ
）
（
E
7
8
、
第
二
部
定
理
4
0
、
備
考
2
）
と
さ
れ

て
い
る
。
第
二
種
と
共
に
「
必
然
的
に
真
」
で
あ
る
と
さ
れ
（
第
2

部
定
理
4
1
）
、
真
偽
を
区
別
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
第
二
部
定
理
4
2
）
。

こ
の
認
識
は
、
第
二
種
の
認
識
よ
り
も
確
実
性
を
持
っ
た
認
識
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
属
性
に
よ
っ
て
起
こ
る
認
識

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
部
か
ら
、
す
べ
て
の
原
因
は
神
で
あ
り
、

神
な
し
に
は
何
も
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
世
界
の
認
識
に
つ
い
て
も
思
惟
は
神
の
属
性
、
つ
ま

り
本
質
で
あ
り
（
第
二
部
定
理
1
）
、
人
間
精
神
も
神
の
知
性
の
一
部

な
の
で
あ
る
（
第
二
部
定
理
1
1
系
）
。

　
こ
こ
で
、
も
う
一
度
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
知
性
改
善
論
』
で
示
さ
れ
て

い
た
認
識
の
方
法
を
思
い
出
し
て
み
た
い
。
彼
は
、
事
物
の
本
質
を

理
解
す
る
こ
と
が
認
識
で
あ
る
と
し
（
9
4
節
）
、
正
し
い
認
識
の
方
法

は
、
そ
の
事
物
の
真
の
観
念
を
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と

し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
エ
チ
カ
』
で
述
べ
ら
れ
る
「
直
観
知
」

と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
考
え
る
本
当
の
認
識
へ
と
人
間
を
導
く
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
三
種
の
認
識
は
、
以

上
の
三
種
の
中
で
最
も
正
し
い
認
識
の
段
階
を
表
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

認
識
と
は
何
で
あ
る
か
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
考

え
る
最
も
確
実
性
を
も
つ
認
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
彼
は
、
大
き
く
分
け
て
、

確
実
な
認
識
を
す
る
た
め
の
三
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
条
件
は
「
真
の
観
念
」
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
知
性
改
善
論
』
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
あ

る
事
物
の
「
真
の
観
念
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
事
物
を
確

実
に
理
解
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
（
『
知
性
改
善
論
』
3
3
節
）
。

で
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
何
な
の
か
。
そ
れ
が
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
4
3
の
次
の
文
章
に
お
い
て
で
あ

る
。

．
．
O
巳
く
Φ
鑓
ヨ
げ
帥
σ
①
ユ
α
⑦
p
ヨ
b
一
巳
巳
8
騨
ω
Φ
＜
Φ
鑓
ヨ
ゴ
曽
σ
Φ
お

己
Φ
p
β
器
o
α
Φ
「
蝕
く
Φ
葺
四
け
Φ
O
o
什
Φ
ω
叶
山
＝
⊆
け
霞
p
、
、
（
国
お
）

［
真
の
観
念
を
有
す
る
者
は
、
同
時
に
、
自
ら
が
真
の
観
念
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
か
つ
そ
の
こ
と
の

真
理
に
関
し
て
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
］

　
な
ぜ
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
の
も
つ
「
真
の
観
念
」
が
確
実
性
を
も

つ
と
強
く
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
神
と
人
間
精
神
が
関

係
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
彼
の
考
え
方
か
ら
き
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
私
た
ち
が
も
つ
「
真
の
観
念
」
は
、
第
二
部
定
理
1
1
系
よ
り
、
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神
が
「
人
間
精
神
の
本
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
神
が
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
」

（
ρ
ロ
鉾
8
拐
冨
「
口
鋤
ε
鑓
日
げ
ロ
旨
p
コ
器
］
≦
2
口
ω
Φ
×
O
匡
o
鉾
o
が
ω
貯
Φ

ρ
轟
け
Φ
2
ω
巨
目
9
。
き
Φ
ζ
窪
ぼ
ω
Φ
ω
ω
①
暮
冨
ヨ
0
8
ω
巨
三
け
）
（
国
㎝
O
）
、

神
の
中
で
妥
当
で
あ
る
よ
う
な
観
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第

二
部
定
理
2
0
よ
り
、
神
は
「
思
惟
の
属
性
」
で
あ
る
か
ら
、
人
間
精

神
に
つ
い
て
も
神
の
中
に
観
念
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
真
の
観
念
」
は

神
の
中
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
第
二
部
定
理
3
2
よ
り

「
す
べ
て
の
観
念
は
神
に
関
係
す
る
限
り
真
」
で
あ
る
か
ら
、
「
真
の

観
念
」
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
は
各
々
の
主
観
的
な
見
方
と
し
て
の

「
真
」
で
は
な
く
、
「
完
全
に
」
、
「
最
も
善
く
」
認
識
す
る
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
条
件
は
、
「
必
然
と
し
て
事
物
を
観
想
す
る
こ
と
」
で
あ

る
。
第
一
部
定
理
2
9
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は
「
必
然
的
に
」

存
在
す
る
神
の
本
性
か
ら
「
必
然
的
」
に
生
起
し
て
い
る
、
と
さ
れ

て
い
る
。
観
念
（
精
神
）
と
物
体
（
身
体
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
第

2
部
定
理
7
の
並
行
論
の
考
え
方
に
よ
り
、
同
一
の
秩
序
か
ら
の
連

結
で
あ
る
。
従
っ
て
、
必
然
性
を
も
っ
て
生
起
す
る
事
物
を
必
然
と

し
て
認
識
す
る
こ
と
が
、
「
事
物
を
そ
れ
自
身
あ
る
通
り
に
知
覚
す

る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
真
実
に
」
知
覚
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
第
三
の
条
件
と
し
て
、
「
あ
る
永
遠
の
相
の
も
と
に
」

（
ω
⊆
σ
ω
O
Φ
9
Φ
器
8
ヨ
詳
讐
一
ω
）
知
覚
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼

の
考
え
る
「
永
遠
性
」
と
「
必
然
性
」
は
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
部
定
理
4
4
の
系
2
に
よ
れ
ば
、

事
物
の
必
然
性
は
、
「
神
の
永
遠
な
る
本
性
の
必
然
性
」
そ
の
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
の
条
件
で
あ
る
「
必
然
と
し
て
」

事
物
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
「
あ
る
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
知
覚
す
る

こ
と
と
が
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
遠
の
相
の
も
と
に
認
識
す

る
と
は
、
時
系
列
で
は
区
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
認
識
の
こ
と
で
あ

る
。

第
二
章
　
認
識
と
倫
理
学

　
前
章
で
は
、
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
認
識
論
を
み
て
き
た
。
し
か

し
、
『
エ
チ
カ
』
と
は
、
そ
の
名
前
の
通
り
、
倫
理
学
に
関
わ
る
著
作

で
あ
る
。
そ
の
第
一
部
「
神
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
形
而
上
学
が
、

ま
た
第
2
部
「
人
間
精
神
の
本
性
と
そ
の
起
源
に
つ
い
て
」
で
は
認

識
論
が
主
に
展
開
さ
れ
る
。
実
際
に
感
情
論
が
示
さ
れ
、
倫
理
学
が

論
じ
ら
れ
始
め
る
の
は
第
三
部
「
感
情
の
起
源
及
び
そ
の
本
性
に
つ

い
て
」
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
ス
ピ
ノ
ザ
は
肉
ミ
ミ
（
倫
理
学
）
と
い

う
題
の
つ
い
た
書
物
に
お
い
て
、
彼
の
形
而
上
学
と
認
識
論
を
詳
し

く
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
私
は
、
彼
の
認
識
論
と
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倫
理
学
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
そ
の
疑
問
に
も
部
分
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
節
理
性
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と

　
有
徳
な
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
妥
当
な
認
識
か
ら
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
今
こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
前
章
の
三
種
の
認
識
の
う

ち
の
第
二
種
、
つ
ま
り
「
理
性
」
に
よ
る
認
識
は
、
徳
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
感
情
と
行
為
に
と
っ

て
、
第
二
種
の
「
理
性
」
に
よ
る
認
識
は
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
前

者
は
後
者
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
「
理
性
」
は
私
た
ち
人
間
を
、
ど
の
よ
う
な
感
情
や
行
為
へ
と
導

く
の
だ
ろ
う
か
？

　
第
一
に
理
性
は
、
私
た
ち
を
「
善
」
（
σ
o
髭
∋
）
へ
と
導
く
。
第
4

部
定
理
2
4
で
は
、
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
理
性
の

導
き
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
、
自
己
の
有
を
維
持
す
る
こ
と
が
、

み
な
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
理
性
の

導
き
に
従
っ
て
」
行
動
し
た
り
生
活
す
る
こ
と
は
、
「
自
己
の
有
を
維

持
す
る
」
こ
と
が
決
し
て
利
己
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と

を
証
明
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
四
部
定
理
3
5
を
み
て
み
た

い
。

、
．
O
⊆
簿
9
ロ
ω
　
ゴ
o
白
ぎ
Φ
ω
　
Φ
×
　
Ω
函
け
¢

Φ
讐
Φ
⇒
ロ
ω
け
p
コ
ε
ヨ
コ
鋤
ε
轟
ω
Φ
日
ロ
臼

旺
①
暮
゜
、
、
（
国
H
O
。
○
。
）

話
口
〇
三
ω
　
≦
〈
ロ
暮
讐

コ
①
O
Φ
ω
ω
四
「
一
〇
　
∩
O
昌
く
①
－

［
人
間
は
、
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
生
活
す
る
限
り
、
た
だ
本
性

上
常
に
必
然
的
に
一
致
す
る
。
］

各
々
の
人
間
が
、
「
本
性
上
常
に
必
然
的
に
一
致
す
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
各
々
の
求
め
る
「
善
」
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
妥
当
な
認
識
を
す
る
時
、
私
た
ち
人
間
の
本
性

か
ら
明
瞭
判
然
に
事
物
の
本
質
を
知
覚
す
る
か
ら
（
第
三
部
定
義
1

よ
り
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々
の
人
間
が
求
め
る
利
益
が
一

致
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
理
性
は
人
間
を
「
自
由
」
へ
と
導
く
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
理
性
に
関
係
す
る
感
情
は
す
べ
て
「
喜
び
」
と
「
欲
望
」

だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
三
部
定
理
5
9
）
。
理
性
に
関
係
す
る
欲

望
と
は
、
「
勇
気
」
（
鋤
甑
ヨ
o
ω
一
β
ω
）
と
「
寛
仁
」
（
α
q
Φ
昌
霞
o
ω
凶
冨
ω
）
で

あ
り
、
前
者
は
「
自
己
の
有
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
」
欲
望
、
後

者
は
他
の
者
を
援
助
し
、
「
交
わ
り
を
結
ぼ
う
と
努
め
る
」
欲
望
で
あ

る
（
第
三
部
定
理
5
9
備
考
）
。
い
ず
れ
も
、
理
性
の
指
図
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
性
の
指
図
に
従
え
ば
、
自
分
の
欲
す



48

る
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
恐
怖
」
な
ど

の
感
情
に
駆
ら
れ
て
行
為
す
る
こ
と
も
、
理
性
に
従
っ
て
い
れ
ば
起

こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
に
支
配
さ
れ
た
人
間
は
、
自

由
な
の
で
あ
る
↑
）
。

第
二
節
　
認
識
と
至
福
（
げ
①
牌
酔
凶
酔
一
　
島
O
）

　
『
知
性
改
善
論
』
冒
頭
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
不
断
最
高
の
喜
び
を
永

遠
に
享
受
で
き
る
」
も
の
を
探
究
す
る
決
意
を
示
し
、
認
識
の
方
法

を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
序
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼

の
認
識
論
が
人
間
の
幸
福
な
い
し
至
福
（
h
Φ
一
一
〇
一
け
帥
ω
）
と
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
の
は
価
値
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

手
短
か
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
最
高
の
認
識
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
四
部
定
理
2
8
で
は
、
、
、
ω
仁
学

ヨ
ロ
ヨ
ζ
Φ
口
二
ω
げ
o
昌
g
ヨ
①
ω
け
U
Φ
一
8
0
q
三
二
ρ
鱒
霊
日
日
降
o
］
≦
窪
鉱
ω

〈
一
誹
二
ω
U
Φ
ニ
ヨ
o
o
o
q
8
ω
o
臼
ρ
．
、
（
国
H
。
。
幽
）
（
「
精
神
の
最
高
の
善
は
神

の
認
識
で
あ
る
、
そ
し
て
精
神
の
最
高
の
徳
は
神
を
認
識
す
る
こ
と

で
あ
る
。
」
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
の
証
明
で
、
彼
は
「
神
」

を
認
識
で
き
る
最
高
の
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
高
の
も
の

で
あ
る
神
へ
の
認
識
は
、
最
高
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
神
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
？

　
私
た
ち
は
神
を
、
第
三
種
の
認
識
す
な
わ
ち
「
直
観
知
」
に
お
い

て
認
識
し
（
第
五
部
定
理
2
5
）
、
永
遠
の
相
の
も
と
に
認
識
す
る
（
第

五
部
定
理
3
0
）
。
「
直
観
知
」
は
、
神
の
妥
当
な
観
念
か
ら
妥
当
な
認

識
へ
進
む
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
三
種
の
認
識
で
物
を

認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
へ
と
認
識
を
進
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
な
ぜ
永
遠
の
相
の
も
と
に
認
識
す
る
こ
と
が
神
の
認
識

か
と
言
え
ば
、
第
一
部
定
義
8
で
、
神
の
存
在
そ
の
も
の
、
つ
ま
り

神
の
本
質
は
「
永
遠
性
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
、
最
高
の
段
階
と
さ
れ
る
神
へ
の
認
識
は
、
神
へ
の
愛
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
第
三
種
の
認
識
か
ら
「
最
高
の
満
足
」
が
得
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
（
第
五
部
定
理
2
7
）
。

　
次
に
、
人
間
の
至
福
と
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
「
神
に
対
す
る
恒
常
・
永
遠
の
愛
」
（
．
．
〉
ヨ
o
「
餌
卑
臼
轟
Φ
臼
α
q
鋤

U
Φ
q
ヨ
．
、
）
、
あ
る
い
は
「
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
」
（
、
、
》
ヨ
o
「
　
O
色

興
σ
q
四
げ
o
自
ロ
Φ
ω
、
．
）
（
第
五
部
定
理
3
6
備
考
）
に
お
い
て
存
在
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
第
三
種
の
認
識
か
ら
は
、
「
最
高
の
満
足
」
が
生
じ
（
第

五
部
定
理
2
7
）
、
最
高
の
満
足
は
「
最
高
の
喜
び
」
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
第
五
部
定
理
3
2
）
。

　
神
へ
の
愛
が
人
間
の
至
福
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
に
つ
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い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
を
争
い
へ
と

導
い
た
り
、
悩
ま
せ
た
り
苦
し
め
た
り
嫉
妬
さ
せ
る
の
は
、
「
富
」
や

「
名
誉
」
の
よ
う
な
、
い
つ
か
は
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
、

真
の
意
味
で
は
手
に
入
ら
な
い
も
の
を
人
間
が
愛
す
る
か
ら
だ
と
考

え
る
（
『
知
性
改
善
論
』
1
0
節
、
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
2
0
、
備
考
）
。

裏
返
し
て
言
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
永
遠
」
な
る
も
の
へ
の
愛
に
こ

そ
、
人
間
の
至
福
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
部

定
理
2
0
の
備
考
で
は
、
神
に
対
す
る
愛
は
、
「
す
べ
て
の
感
情
の
う
ち

で
最
も
恒
久
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
最
も
恒
久
的
な
の
か

と
言
え
ば
、
神
は
「
永
遠
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
一
部
定
義
6
）
。
神

が
消
え
て
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
永
遠
、
無
限
で
あ
る
唯
一
の
実
体
で
あ
る

神
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
苦
し
み
や
悲
し
み
、
嫉
妬
な

ど
の
わ
ず
ら
わ
し
い
感
情
か
ら
精
神
が
解
放
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
精

神
が
、
感
情
に
支
配
さ
れ
ず
に
、
「
受
動
」
（
8
ω
ω
δ
）
で
は
な
く
「
能

動
」
（
鋤
O
ロ
O
）
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
状
態
こ
そ
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
の
至
福
な
の
で
あ
る
。

結

払口冊

本
論
文
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
の
内
容
を
や
や
詳
し
く
分
析

し
、
人
間
の
認
識
と
人
間
の
至
福
の
関
係
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
か
を
手
短
か
に
考
察
し
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が

人
間
の
認
識
と
人
間
の
至
福
の
関
連
性
を
い
か
に
重
視
し
た
か
を
今

一
度
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
「
永
遠
の
相
の
も
と
」
で
の

認
識
の
意
義
を
明
確
に
し
た
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
『
知
性
改
善

論
』
の
冒
頭
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
無
限
で
最
高
の
喜
び
を
永
遠
に
享
受

で
き
る
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
決

意
し
、
そ
の
上
で
認
識
の
分
析
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
正
し
く
認
識
し
真
理
へ

た
ど
り
着
く
こ
と
と
、
人
間
の
至
福
と
の
関
係
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
た
。
さ
ら
に
、
彼
が
『
知
性
改
善
論
』
で
述
べ
て
い
た
人
間
の
最

高
の
喜
び
と
は
、
「
永
遠
に
」
喜
び
を
享
受
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

と
は
対
照
的
に
、
富
や
名
誉
と
い
っ
た
日
常
私
た
ち
が
追
い
求
め
て

し
ま
う
対
象
は
、
一
度
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
失
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
ら
欲
望
の

対
象
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
悲
し
み
や
苦
し
み
と
い
う
感
情
に
精

神
を
支
配
さ
れ
、
理
性
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
、
と
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私

た
ち
が
通
常
求
め
る
そ
の
よ
う
な
欲
望
の
対
象
は
、
目
先
の
幸
せ
し

か
与
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
本
当
の
幸
せ
（
す
な
わ
ち
彼

に
よ
れ
ば
永
遠
に
続
く
幸
せ
）
は
、
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
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か
。　

本
論
文
の
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
幸
せ
は
神
へ
の
愛
に

お
い
て
、
神
の
人
間
へ
の
愛
に
お
い
て
に
見
出
さ
れ
、
結
局
は
、
神

を
認
識
す
る
こ
と
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
神
を
認
識
す
る
に
は
、

私
た
ち
は
「
あ
る
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
永
遠
で
あ
り
無
限
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
2
）
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
の
至
福
ま
で
人
間
が
た
ど
り
着
く
た

め
に
は
、
「
あ
る
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
も
の
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
真
な
る
認
識
を
す
る
の
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
永
遠
の
相
の

も
と
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
現

在
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
、
未
来
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
ど

ん
な
に
時
間
が
経
っ
た
と
し
て
も
、
「
あ
る
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
さ

れ
た
認
識
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
し
て
、
私
た
ち
は
永
遠
で
あ

る
こ
と
が
、
必
然
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
そ

し
て
、
正
し
く
認
識
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
結
果
と
し
て
人
間
の
至

福
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
た
め
の

方
法
、
す
な
わ
ち
知
性
を
改
善
す
る
方
法
を
『
知
性
改
善
論
』
で
示

そ
う
と
し
、
さ
ら
に
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
、
精
神
の
能
力
の
限

界
（
い
か
に
精
神
が
感
情
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
）
を
論
じ
た

上
で
、
理
性
的
な
生
活
法
を
示
し
人
間
を
永
遠
の
幸
福
へ
と
導
こ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

　
こ
の
論
文
は
卒
業
論
文
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
」
の
第
一
章
、
第

二
章
、
結
論
の
内
容
を
圧
縮
し
、
そ
れ
に
修
正
を
加
え
て
で
き
あ

が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
使
用
し
た
文
献
や
引
用
箇
所
の
表
記
方
法

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

1
．
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
と
翻
訳
は
次
の
も
の
を
使
用
し
た
。
ω
覧
亭

　
o
N
P
ぎ
ら
ミ
霧
　
§
　
§
ミ
隷
無
霧
　
鳴
§
Q
§
§
職
§
ミ
卑
ミ
§

　
Q
っ
O
ヨ
o
鎚
0
9
鑓
じ
d
9
卜
。
”
訂
ω
瞬
く
8
0
0
二
〇
①
げ
ゴ
9
。
巳
戸
口
Φ
こ
①
〒

　
σ
臼
ゆ
q
H
露
切
．
ス
ピ
ノ
ザ
著
、
畠
中
尚
志
訳
『
知
性
改
善
論
』
、
岩
波

　
書
店
、
一
九
六
八
年
゜
ス
ピ
ノ
ザ
著
、
畠
中
尚
志
訳
『
エ
チ
カ
・

　
倫
理
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
。

2
．
「
　
」
の
付
い
た
日
本
語
の
文
章
は
、
畠
中
尚
志
氏
の
訳
文
で
あ

　
る
。

3
．
［
］
の
付
い
た
日
本
語
の
文
章
は
、
筆
者
自
身
が
ラ
テ
ン
語
原

　
文
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

4
．
ラ
テ
ン
語
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
論
文
の
文
章
に
あ
わ

　
せ
る
必
要
上
、
と
き
お
り
も
と
の
単
語
の
格
を
変
更
し
て
引
用
せ

　
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。



5
．
出
典
を
記
す
際
に
は
、
『
知
性
改
善
論
』
に
は
T
、
『
エ
チ
カ
』

　
に
は
E
と
い
う
略
号
を
用
い
た
。
例
え
ば
、
（
国
一
切
）
は
国
什
甑
o
鋤

　
の
1
5
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

6
．
　
『
知
性
改
善
論
』
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
（
一
節
）
、
（
二
節
）

　
な
ど
の
区
切
り
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
は
な
く
訳
者

　
の
畠
中
氏
が
つ
け
た
節
の
番
号
で
あ
る
。

スピノザの認識論

〔
注
〕

（
1
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
特
に
個
人
に
お
い
て
よ
り
も
、
国
家
に
お
い

　
　
て
人
間
は
自
由
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
第
四
部
定
理
7
3
よ

　
　
り
）
。
国
家
に
お
い
て
人
間
は
、
共
通
の
法
律
を
守
ろ
う
と
す
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
　
第
一
部
定
義
6
参
照
。
神
は
「
絶
対
に
無
限
」
な
存
在
で
あ

　
　
り
、
「
永
遠
・
無
限
の
本
質
を
表
現
す
る
無
限
に
多
く
の
属
性

　
　
か
ら
成
っ
て
い
る
」
実
体
で
あ
る
。
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