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三
四
〇

道
元

と

ス
ピ

ノ
ザ

の
因
果
観

-

比
較
哲
学
的
研
究
-

笠

井

貞

道
元

(1200-
1
2
5
3
)

と
ス
ピ
ノ
ザ
(B
aru
ch
 de
 Sp
im
za
,
 
1632
-
1677
)

と
は
、
生
存
し
て
い
た
時
代
が
異
な
り
、
そ
し
て
伝
統

の
異
な
る
思
想

の
中
で
思
索
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
オ
ラ
ソ
ダ
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
、

十
七
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
り
、
彼
の
思

想
は
現
代
哲
学
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

こ
こ
で
は
、
因
果
観
の

比
較
を
中
心
に
し
て
、
両
者
の
類
似
性
と
差
異
性
と
を
考
察
し
、
両
思

想

の
根
本
的
特
徴
を
、
よ
り
明
確
に
把
捉
し
た
い
。

『
正
法
眼
蔵
』
・
「深
信
因
果
」
の
巻
で
、
道
元
は
、
「仏
法
参

学
.に

は
、
第

一
因
果
を
あ
き
ら
む
る
な
り
」
と
し
て
、
因
果
を
否
定
す
る
よ

う
で
は
、
恐
ら
く
は
猛
利
の
邪
見
を
起
し
て
、
断
善
根
の
人
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

お
よ
そ
因
果
の
道
理
は
明
白
で
、
公
平
無
私
で
あ
る
。
造
悪

の
者
は
堕
落
し
、
修
善
の
者
は
向
上
す
る
。
そ
こ
に
僅
か
の
相
違
も
な

い
、
と

い
う
。
原
因

・
結
果
の
法
則
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
仏

法
を
学

ぶ
上
で
第

二
に
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の

「
深
信
因
果
」
の
巻
を
見
て
行
く
と
、
大
略
次
の
よ
う
な
こ
と

を
、
道
元

は
説

い
て
い
る
。
不
落
因
果
を
邪
見
の
説
で
あ
る
と
知
ら
な

い
人
々
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
如
来
の
正
法
が
流
通
す
る
所
で
、
仏
祖

か
ら
仏
祖
に
正
伝
す
る
中
に
い
な
が
ら
、
擾
無

因
果
、
因
果
の
道
理
を

否
定
す
る
邪
党
と
な
る
と
は
哀
れ
む
べ
き
で
あ
る
。
仏
道
を
学
ぶ
人
々

は
、
ま
さ
に
急
い
で
因
果

の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
が
よ
い
。
不
落
因

果
と
い
う
考
え
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
因
果
の
無
視

・
否
定
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
悪
趣
に
堕
ち
る
。
不
昧
因
果
、

因
果
を
因
果
と
し
て
、

こ
れ
に
随
う
こ
と
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
深
く
因
果

の
道
理
を
信
ず
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
趣
を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
を
怪
し
ん
だ

り
疑

っ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
参
禅
学
道
の
人
々
の
多
く
は
、
因
果

を
否
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
所
謂
、
不
落
因
果
と
不

昧

因

果

と

は
、
同
じ
こ
と
で
異
な
る
こ
と
で
は
な
い
と
思

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
因
果
の
理
法
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

こ
の
因
果
の
道
理
は
、
孔
子
や
老
子
等
が
明
ら
か
に
す
る
所

で
は
な

く
、
た
だ
仏
祖
た
ち
が
明
ら
か
に
し
て
伝
え
て
来
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

と
、
道
元
は
説
く
。
孔
子
や
老
子
の
教
え
で
は
、
因
果
に
つ
い
て
仏
教

の
よ
う
に
明
確
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
中
国
人
に
、
中
国
思
想
に
因
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果
の
観
念
は
勿
論
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
因
果
」
(h
etup
hala
)
と
い

う
語
自
体
は
、
中
国
に
仏
教
が
伝
わ

っ
た
後

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
以

上
、
要
す
る
に
、
こ
の

「深
信
因
果
」
の
巻
に
お
い
て
道
元
は
、
仏
法

を
学
ぼ
う
と
す
る
人
々
は
、
先
ず
菩
提
心
を
発
し
て
、
す
み
や
か
に
諸

々
の
因
果
の
理
法
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

三
世
因
果
思
想
に
つ
い
て
道
元
は
、
例
え
ば

「
艶
声
山
色
」
の
巻
で

次
の
よ
う
に
説
く
。
若
し
菩
提
心
を
発
し
た
ら
、
そ
の
後
、

六
趣

・
四

生
に
輪
廻
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
輪
廻
の
因
縁
は
、
み
な
菩
提

の
行
願

と
な
る
と
い
う
。
ま
た

『
永
平
広
録
巻

一
』
に
、
「
幾
許
無
量
生

生

受

身
来
、

難
然
未
是
好
生
」
と
か

「
往
来
六
道
無
停
止
」
な
ど
と
あ
る
。

道
元
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
・
「
三
時
業
」
の
巻
の
冒
頭
に
、
鳩
摩

羅

多

尊
者
の
次

の
言
葉
を
引
用
し
、
因
果
の
道
理
を
強
調
し
て
い
る
。
善
悪

の
報
に
は
、
過
去

'
現
在

・
未
来

の
三
時
が
あ
る
。
お
よ

そ

人

は

た

だ
、
仁

な
る
人
が
若
死
に
し
、
暴
悪
の
人
が
長
生
き
し
て
、
道
に
逆
ら

う
者
は
吉
、
義
な
る
者
は
凶
な
る
こ
と
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
因
果
は
な

く
、
罪
悪
も
幸
福
も
因
果
に
関
係
が
な
い
と
い
う
。
因
果
の
道
理
は
、

形

に
影
が
、
音
に
響
き
が
随

っ
て
僅
か
も
違
う
こ
と
な
く
、
た
と
い
百

千
万
劫

を
経
て
も
磨
滅
し
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。

所
謂
、

業
報
思
想
に
つ
い
て
、
道
元
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て

い

る

の

か
。
こ
の

「
三
時
業
」
の
巻
に
よ
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。
因
果

の
道
理
を
知
ら
ず
、
業
報
を
知
ら
ず
、

三
世
を
知
ら
ず
、
善
悪
を
弁
え

な
い
邪
見
の
人
達

の
仲
間
に
は
い
っ
て
は
な
ら
な

い

と

い
う
。
そ
し

て
、
所
謂
、
善
悪
の
報
い
に
三
時
が
あ
る
と
す

る
。
第

一
は
順

現

法

受
。
第
二
は
順
次
生
受
。
第
三
は
順
後
次
受
で
あ
る
。

 

『
正
法
蔵
眼
』
・
「大
修
行
」
の
巻

の
冒
頭
に
、
既

述

の

「深

信

因

果
」

の
冒
頭
と
同
じ
く
、
『天
聖
広
灯
録
』
巻
八
か
ら
の
引
用
文

が

あ

る
。
百
丈
山
大
智

(懐
海
)
の
説
法
の
時
、

い
つ
も
堂
内
に

一
老

人
が

居
て
、
人
々
と
共
に
説
法
を
聴
い
て
い
た
。
或

日
そ

の
老
人
が
、
実
は

人
間
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
大
修
行
を
成
就
し
た
人
は
、
因
果
に
落
ち

る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
不
落
因
果
、

即
ち
因
果

の
理
法

に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
答
え
た
た
め

に
そ
の
後
、

五
百
生
の

長
い
間
、
野
狐
の
身

に
堕
ち
て
し
ま

っ
て
い
て
、
い
ま
元
の
人
間
に
も

ど
る

一
転
語
を
与
え
よ
と
い
う
。
そ
し
て
、
大
修
行
を
し
た
人
で
も
、

な
お
因
果
に
落
ち
る
の
か
ど
う
か
、
に
対
し
て
禅
師
は
、
不
昧
因
果
と

い
っ
た
ら
、
そ
れ
を
聞

い
て
、
老
人
は
野
狐
身
を
脱
し
て
、
直
ち
に
大

悟
で
き
た
云
々
の
所
謂

「
百
丈

の
野
狐

の
話
」

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
道
元
は
、
概
略
、
以
下
の
よ
う
に
説
述
し
て

い
る
。
大
修
行
を
体
得
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
大
因
果
で
あ
る
。
こ
の

因
果
は
、
必
ず
因
が
円
満
に
現
成
し
、
果
も
円
満
に
現
成
す
る
か
ら
、

即
ち
因
果
の
道
理
は
明
ら
か
に
現
成
す
る
か
ら
、
落

・
不
落

・
昧

・
不

昧
の
問
題
で
は
な
い
。
不
落
因
果
が
若
し
誤
り
な
ら
ば
、
ま
た
不
昧
因

果
も
誤
り
で
あ
ろ
う
。
…
…
昔
か
ら
不
落
因
果

は
、
機
無
因
果
と
い
う

の
に
似
た
言
葉
だ
か
ら
、
(そ
の
罪
に
よ
っ
て
野
狐
に
)
堕
ち
た

の
だ

と

い
う
。

こ
の
言
葉
は
、
因
果
の
道
理
で
は
な
く
、
仏
法

の
わ
か
ら
な
い

道

元
と

ス
ピ

ノ
ザ

の
因
果
観
 
(笠

井
)

 

二
四

一
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道
元
と

ス
ピ

ノ
ザ

の
因
果
観
 
(笠

井
)

 
三
四
三

人
の
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…

た
と
え
、
先
百
丈
が
何
か
の
理
由
が
あ

っ
て
、

不
落
因
果
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
大
修
行
の
人
の
因
果

の
理
法
を
体
得
し
た
立
場
か
ら
答
え
た
の
で
、
あ
ざ
む
い
た
の
で
は
な

く
、
因
果
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

上
述

の
通
り
、
「深
信
因
果
」

の
巻
と
、
「
大
修
行
」
の
巻
と
で
は
、

道
元
自
身

の
解
釈
が
異

っ
て
い
て
、
矛
盾

し
て
い
る
。
即

ち
、
「深

信

因
果
」

の
巻
で
は
、
「
不
落
因
果
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
撲
無
因
果
な
り
、

…
…
」

と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

「大
修
行
」
の
巻
で
は
、
「不
落
因

果
は
…
…
揆
無
因
果
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
を
ど
う
す
る
か
。
「深
信
因
果
」
の
巻
は
偽
撰
で
あ
る
と
否

定

し

て
、
「
大
修
行
」
の
巻
が
正
し
い
と
す
る
と
か
、
「深

信

因

果
」
の
巻

は
、
宗
乗
と
は
言
い
難
い
と
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
か
、
そ
の
他
の
見

解
も
あ
る
。

結
局
、
こ
れ
は
面
山
瑞
方
の

『
聞
解
』
に
お
け
る
解
釈
の
通
り
で
よ

い
と
考

え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
不
落
因
果
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う

「
大
修
行
」
の
巻
の
立
場
は
、
所
謂
、
「
勝
義
諦
」
で
あ
り
、

「
深
信
因
果
」
の
巻
よ
り
も
次
元
の
高

い
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
「
深
信
因
果
」
の
巻
に
お
け
る
不
落
因
果
を
、
因
果
を
否
定

す

る

も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
所
謂
、
「
世
俗
諦
」
の
立
場

の
真

理

と

い
う
こ
と
に
な
る
。
擾
無
因
果
、

因
果
を
否
定
す
る
よ
う
な
人
々
に
対

し
て
仏
法
の
基
本
的
立
場
を
説
く
た
め
に
、
不
落
因
果
を
擾
無
因
果
で

あ
る
と
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
因
果
の
理
法
を
肯
定
し

な
が

ら

も
、

そ

れ

に
拘

泥

し

な

い

で
、

因
果

を
透

脱

す

る
。

自

己

は
、

因

果

の
連

関

の
中

に
あ

り
な

が

ら
、

因

果

に
落

ち

ず
、

因
果

を
超

克

す

る

の

で
あ

る
。

大

修

行

の
人

は
、

不

落

因

果

・
不

昧

因
果

の
超

越

が

で

き

る

の
で
あ

る
。

因

は
因

の
法

位

に
住

し
、

果

は
果

の
法

位

に
住

す

る

前
後

際

断

の
因

果

で
あ

る

と

す

る

道

元

の
観
点

か

ら

は
、

不

落

因

果

が

認

め

ら

れ

る
筈

で
あ

る
。

ス
ピ

ノ
ザ

(
S
p
in
o
za
 O
p
e
r
a
,
 
I
I
,
 
E
th
ic
a
:
im
 
A
u
ftra
g
 d
e
r
 H
e
id
e
l-

1924
.
)は
、
原
因
と
結
果
、
因
果
の
法
則
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て

い

る
。
即
ち
、
「与
え
ら
れ
た

一
定
の
原
因
か
ら
必
然
的
に
結
果
が

出

て

来
る
。
ま
た
反
対
に
、
若
し
ど
の
よ
う
な

二
定

の
原
因
も
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
、
結
果
が
出
て
来
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ

る
」
(I
公
理
三
)
と

す
る
。
そ
し
て
、
「
存
在
し
て
い
る
各

々
の
物

に
は
、
そ
れ
が
存

在

す

る
所
以

の
、

一
定
の
何
か
あ
る
原
因
が
必
ず
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
」
(I
定
理
八
備
考
三
)
と
言

い
、
ま
た
、
「
そ

の
本

性

か

ら
何
か
あ
る
結
果
が
出
て
来
な
い
よ
う
な
も

の
は
、
何
も
の
も
存
在
し

な
い
」
(I
定
理
三
六
)
と
す
る
。

つ
ま
り
、
存
在
し
て
い
る

一
切
の
物

は
、
神
の
本
性
を
、
即
ち
本
質
を

一
定

の
、
そ
し
て
決
定
さ
れ
た
仕
方

で
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
存
在
し
て
い
る

一
切

の
も
の
は
、
す
べ
て

の
物
の
原
因
で
あ
る
神
の
能
力
を
、

一
定

の
、
そ
し
て
決
定
さ
れ
た
仕

方
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
存
在
し
て
い
る

一
切
の
物
か
ら
、
何

か
あ
る
結
果
が
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
因
果
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
が
、

ス
ピ
ノ
ザ

は
、
「結

果
の
認
識
は
、
原
因
の
認
識
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
原
因
の
認
識

を
包
含
し
て
い
る
」
(1
公
理
4
)
と
す
る
。
次
に
、
因
果
の
関
連
で
あ

る
が
、

「結
果
の
力
は
、
結
果
の
本
質
が
結
果
そ
の
も
の
の
原
因

の
本

質
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
、
或
は
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
結
果
そ

の
も
の
の
原
因
の
力
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
」
(V
公
理
二
)
と
い
う
。

こ
の
公
理
は
、
第
三
部
定
理
七
の
、
各
々
の
物
が
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ

れ
自
体

の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
物
そ
れ
自
体
の
現
実

的
な
本
質
に
外
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と

す
る
。

つ
ま
り
、
各
々
の
物
の
与
え
ら
れ
た
本
質
か
ら
、
必
然
的
に
或

る
こ
と
が
出
て
来
る
。
ま
た
物
は
、
そ
の
決
定
さ
れ
た
本
性
か
ら
必
然

的
に
出
て
来
る
こ
と
以
外

の
何
事
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故

に
、
各

々
の
物
が
そ
れ
自
体
だ
け
で
、
或
は
他
の
物
と
共
に
或
る
こ
と

を
す
る
、
或
は
し
よ
う
と
努
め
る
能
力
又
は
努
力

は
、
物
そ
れ
自
体
の

与
え
ら
れ
た
本
質
、

即
ち
現
実
的
本
質

に
外
な
ら
な
い
と
す
る
。

ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
次

の
よ
う
に
定
義
を
す
る
。
「
妥
当
な
原

因

と

呼
ぶ
の
は
、
そ

の
原
因
の
結
果
が
、
そ
の
原
因
だ
け
か
ら
明
確

に
知
覚

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ

の
原
因
の

結
果
が
、

そ
の
原
因
自
体
だ
け
で
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
を
、
非
妥
当
な
原
凶
又
は
部
分
的
原
因
と
呼
ぶ
」
(皿
定
義
一
)
と
。

そ
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
或
る
物
が
存
在
し
て
い
る
所
以
の
こ
の
原
因

は
、
存
在
し
て
い
る
物

の
本
性
や
定
義
そ
れ
自
体

の
う
ち
に
含
ま
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

勿
論
そ
れ
自
体

の
本
性

に
存
在
す
る
こ
と
が
属

し
て
い
る
場
合
で
あ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
物
の
外
部
に
存
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

必
然
と
偶
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
自
然
の
中
に
は

何

一
つ
偶
然
な
も
の
が
な
く
、

一
切
は
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
、

二

定

の
仕
方
で
存
在
し
作
用
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
て
い
る
」
(1
定
理
二

九
)
と
い
う
。
何
故
な
ら
、
存
在
す
る
物
は
、

一
切
、
神

の
内

に

在

る
。
し
か
し
神
を
偶
然
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
神
は
必
然
的
に
存
在
し
、
偶
然
的
に
は
存
在
し
な
い

か

ら

で

あ

る
。
次
に
、
神

の
本
性
の
様
態
も
ま
た
神

の
本
性
か
ら
必
然
的
に
生
じ

た
の
で
あ
り
、
偶
然
的
に
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と

は
神

の
本
性
が
絶
対
的
に
、
或
は

一
定
の
仕
方

で
働
き
を
す
る
こ
と
を

決
定
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
同
じ
で

あ

る
。
更

に
神

は
、
こ
れ
ら
の
様
態
が
単
純
に
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら

の
様
態
の
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
或
る
こ
と
を
す
る

よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の

様
態
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
若
し
様
態
が
神

か
ら
決
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
ら
、
そ
れ
ら
は
自
己
自
身
を
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

し
、
偶
然
そ
う
な
る
の
で
も
な
い
。
故
に
、

一
切
は
神
の
本
性

の
必
然

性
か
ら
存
在
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

一
定
の

仕
方
で
存
在
や
作
用

へ
と
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
偶
然
的
な
も

の
は
何

二
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
。

道
元
と

ス
ピ

ノ
ザ

の
因
果
観
 
(笠

井
)

 

三
四
三
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三
四
四

あ
ら
ゆ
る
個
物
、
即
ち
有
限
で
、
限
ら
れ
た
存
在
を
持

つ
各

々
の
物

は
、
同
様
に
有
限
で
限
ら
れ
た
存
在
を
持
つ
他
の
原
因
か
ら
、
存
在
や

作
用

へ
と
決
定
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
、
存
在
す
る
こ
と
も
作
用

へ
と

決
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
原
因
も
同
じ
よ

う
に
有
限
で
限
ら
れ
た
存
在
を
持

っ
他
の
原
因
か
ら
、
存
在
や
作
用

へ

と
決
定
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
、
存
在
す
る
こ
と
も
、
作
用

へ
と
決
定

さ
れ
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進

む

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
、
結
局
、
次

の
こ
と
が
出
て
来
る
。

「神
は
、
神
自
身
が
直
接
に
産
み
出
し
た
も
の
の
絶
対
的
な
最
近
原
因

で
あ
る
」
(1
定
理
二
八
備
考
)
と
。

「意
志
は
自
由
な
原
因
で
は
な
く
て
、
た
だ
必
然
的
な
原
因
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
(I
定
理
三
二
)
と
い
う
。
何
故

な
ら
ば
、
意
志

は
知
性
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
単
に
思
惟

の
或
る
様
態
に
過
ぎ
な
い
。

従

っ
て
、
他
の
様
態
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
意
志
は
、
有
限
で
あ
る
と
し
て
も
無
限
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
を
存
在
や
作
用

へ
と
決
定
さ
れ
る
原
因
を
必
要
と
す
る
。
従

っ
て
、

意
志
は
自
由
な
原
因
で
は
な
く
て
、
単
に
必
然
的
な
原
因
、
ま
た
は
強

制
さ
れ
た
原
因
と
だ
け
呼
ぼ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「神

の
本
性

の
必
然
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も

の
が
無
限
に
多
く

の
仕
方

で
出
て
来
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
(I
定
理
一
六
)
と
い
う

こ
と

や
、
既

に
引
用
し
た
、
I
定
理
三
九
の
、

一
切
は
神
の
本
性
の
必
然
性

か
ら
、

一
定

の
仕
方

で
存
在
し
作
用
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
物
に
は
偶
然
と
言
わ
れ
る
も
の
が
絶
対
に
存

在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
或
る
物
が
偶

然
と
呼
ぼ
れ
る
の
は
、

我

々
の
認
識
の
欠
陥
に
関
し
て
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外

に
は
ど
の

よ
う
な
他
の
理
由
か
ら
も
偶
然
と
は
言
わ
れ
な
い
と
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自
由
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
自

体
の
本
性
の
必
然
性
だ
け
に
よ

っ
て
存
在
し
、

ま
た
そ
れ
自
体
だ
け
に

よ

っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
る
も
の
は
、
自
由
で
あ
る
と
云
わ

れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
或
る

一
定

の
仕
方
で
存
在
し
作
用
す
る
よ
う

に
他

の
も

の
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
を
、
必
然

的

で

あ

る
、
或
は
寧

ろ
、
強
制
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
」
(I
定
義
七
)
と
す
る
。

神
だ
け
が
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
自
由
原
因

で
あ

る

(I
定
理
一
七

系
二
)
。何
故
な
ら
、
神
だ
け
が
自
己
の
本
性
の
必
然
性
だ
け
に
よ
っ
て

存
在
し
、
ま
た
働
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
は
、
意
志

の
自
由

に
よ
っ
て
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
神
の
自
由
は
、
意
志

の
自
由
で

は
な
い
。
神
は
自
由
原
因
で
あ
る
が
、
神
は
意
志

の
自
由
に
よ

っ
て
作

用
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
精
神
の
中
に
は
、
絶
対
的
な
或
は
自
由

な
意
志
は
存
在
し
な
い
。
精
神
は
、
こ
の
こ
と
或
は
あ

の
こ
と
を
欲
す

る
よ
う
に
原
因
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
原
因
も
ま
た
他

の
原
因

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
、
更

に
そ
の
原
因
も
ま
た
他
の
原
因
に
よ

っ
て
決

定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進
む

(II
定
理
四
八
)
と
す

る
。
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意
志

の
自
由
、
自
由
意
志
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ス

ピ
ノ
ザ
哲
学
の
根
本
思
想

の
一
つ
で
あ
る
。
必
然
性
の
学
説
は
、
ど
の

よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
彼
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
論

述
し
て

い
る

(
II
定
理
四
九
備
考
)
。

第

一
に
、
我

々
が
神

の
命
令
だ
け
に
よ
っ
て
行
動
し
、
そ
し
て
神

の

本
性
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
、
我
々
の
行
動
が
、
よ
り
完
全
に
な
る
に

つ
れ
て
、
そ
し
て
よ
り
深
く
神
を
認
識
す
る
に
つ
れ
て
、

一
層
そ
う
な

っ
て
く

る
。
故
に
、
こ
の
説
は
心
を
全
く
平
静
に
す
る
こ

と

の
ほ

か

に
、
我

々
の
最
高

の
幸
福
ま
た
は
至
福
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
我
々
に
教

え
る
。
第
二
に
、
こ
の
説
は
運
命

に
関
す
る
事
ど
も
に
関
し
て
、
或
は

我

々
の
力
の
中
に
無

い
事
柄
に
対
し
て
と
る
、
運
命
に
耐
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

一
切

の
事
柄
は
、
神
の
永
遠
の
決

定
か
ら
出
て
来
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
説
は
共
同
生
活

に
役
立

つ
。
誰
を
も
憎
ま
ず
、
軽
蔑
せ
ず
、
嘲
ら
ず
、
誰

を

も

怒

ら

ヂ
、
嫉

ま
な
い
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
。
そ
し
て
、
単
に
理
性
の
導
き

だ
け
に
よ
っ
て
、
時
と
事
情
の
要
求
に
従

っ
て
隣
人
を
援
助
す
べ
き
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
。
第
四
に
、
こ
の
説
は
共
同
社
会
の
た
め
に
も
役

立
つ
。
人
民
を
自
由
な
動
機
か
ら
最
善

の
こ
と
を
行
わ
せ
る
よ
う
統
治

し
、
指
導
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

人
間

の
自
由
が
何
で
あ
る
か
を
、

ス
ピ

ノ
ザ
は
、
『短

論

文
』
の
最

後

の
箇
所

(第
二
部
二
六
章
)
で
定
義
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
人

間
の
自
由
を
認
め
て
、
そ
の
人
間
の
自
由
が
、
自
然
の
必
然
性
と
矛
盾

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自

由

の
人
、
真

の
自
由
人
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ

る

か
。
「感
情

乃
至
意
見
だ
け
に
導
か
れ
て
い
る
人
間
を
奴
隷

と
云
い
、
理
性
に
導
か

れ
て
い
る
人
間
を
自
由
人
と
呼
ぶ
」
(IV
定
理
六
六
)
と
し
て
い

る
。
こ

の
自
由
人
の
性
格
と
生
き
方
を
、

ス
ピ
ノ
ザ

は
大
略
次

の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

(IV
定
理
六
七
以
下
)
。
自
由
人
は
、
死

に
対
す
る
恐
怖
に
支

配

さ
れ
な
い
。
自
由
人
の
智
恵
は
、
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
生
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
人
が
、
適
当
な
時
期
に

逃
避
す
る
こ
と
は
、
戦
い
と
同
様
に
大
き
な
勇
気
の
証
明
で
あ
る
。
即

ち
、
自
由
人
は
、
戦
い
を
選
ぶ
時
と
同
じ
勇
気
を
以
て
逃
避
を
選
ぶ
。

無
智
な
人
々
の
間
に
生
活
す
る
自
由
人
は
、

で
き
る
限
り
無
智
な
人
々

の
親
切
を
避
け
よ
う
と
努
力
す
る
。
自
由
な
人
達
だ
け
が
、
相
互
に
最

も
感
謝
を
す
る
。
自
由
人
は
決
し
て
欺
隔
に
よ

っ
て
行
動
を
せ
ず
、
常

に
誠
実
に
行
動
す
る
。
理
性
に
導
か
れ
る
人
間

は
、
自
己
自
身
だ
け
に

服
従
す
る
孤
独
に
お
い
て
よ
り
も
、
共
同
の
決
定
に
従

っ
て
生
活
す
る

国
家
に
お
い
て
、
よ
り
以
上
に
自
由
で
あ
る
、

な
ど
と
し
て
い
る
。

道
元
と
ス
ピ
ノ
ザ
と
は
共
に
、
因
果

の
法
則

に
よ
る

一
切
の
必
然
性

を
説
く
。

一
切
は
決
し
て
偶
然
に
生
起
す
る
も

の
で
は
な
い
。
道
元
の

不
落
因
果
は
、
因
果
の
範
躊

の
中
に
あ

っ
て

の
超
越
で
あ

っ
て
、
決
し

て
因
果
の
法
則
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
も
人
間

の
自

由
が
、
自
然
の
必
然
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け

る
自
由
人
は
、
十
七
世

道
元
と

ス
ピ

ノ
ザ

の
因
果
観
 
(笠

井
)

 

二
四
五
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道
元
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
因
果
観
 
(笠

井
)

 

二
四
六

紀

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
時
代
思
潮
的
特
色
や
、
彼
自
身

の
個
性

.
境
遇
と

の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
道
元
に
お
け
る
仏
。
菩
薩
に
対
比

す
る
と
類
似
点
も
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
両
者

の
思
想
の
根
底
は
本
質
的
に
異
な

っ
て
い
る
。
ス
ピ

ノ
ザ
の
哲
学
は
、
自
己
原
因
と
し
て
の
神
が
出
発
点
と
な
る
。
こ
の
自

己
原
因
と
は
、
そ
の
本
質
存
在
が
現
実
存
在
を
含
む
も

の
、
即
ち
そ
の

本
性
が
現
実
存
在
す
る
と
し
か
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の

(1
定

義

一
)
と
し
て
、
神
、
即
ち
無
限
な
も
の
の
形
式
的
規
定
を
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
実
体
と
は
、
そ
れ
自
体

の
内

に
存
在
し
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ

て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
実
体

の
内
容
的
規
定

を
し
て
い
る
。
因
果
の
系
列
を
辿

っ
て
、
究
極
的
存
在
を
求
め
れ
ぽ
実

体
の
概
念

に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

神
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
実
体
も
あ
り
得
ず
、

ま
た
考
え
ら
れ
る
こ

と
も
で
き
な
い

(1
定
理
一
四
)
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
神
以
外
に
何
物

も
不
要
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
考
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
在

る
も
の
は
、
す
べ
て
神
の
内
に
在
る
。
そ
し
て
、
神
な
し
に
は
、
何
物

も
在
ゐ
こ
と
も
、
ま
た
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い

(I
定
理
二
五
)
と
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
唯

一
神
に
対
す
る
愛
を
冷
静
な
形
で

表
現
し
て

い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ

の
神
は
、
無
限

の
知
性
に
よ
っ
て
把
握
で

き
る

一
切

の
物

の
動
力
因
で
あ
る
。
神
は
、
そ
れ
自
身
に
ょ
る
原
因
で

あ
り
、
偶
然
に
よ
る
原
因
で
は
な
い
。
神
は
絶
対
に
第

一
原

因

で

あ

る
。
即
ち
先
行
原
因
を
全
く
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
神
は
一
切
の
も
の

の
内
在
的
原
因
で
あ

っ
て
超
越
的
原
因
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

神

の
自
由
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
ょ
れ
ば
必
然
性
と

一
体
な
の
で
あ
る
。

最
高
完
全
者
で
あ
る
神

の
本
性
の
必
然
性
以
外

に
自
由
は
な
い
。
神
は

自
由
即
必
然

の
主
体
で
あ
る
。
こ
の
唯

一
神
が
、

一
切
の
動
力
因
と
し

て
、
無
限

の
一
切

の
個
物
を
展
開
し
た
の
が
自
然
界
で
あ
る
。
彼
は
、

神
と
自
然
と
を
、
能
産
的
自
然
と
所
産
的
自
然

と
に
よ

っ
て
説
述
し
て

い
る
。
能
産
的
自
然
を
第

一
原
因

・
自
由
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
限
り

に
お
い
て
の
神
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
所
産

的
自
然
を
神
の
本
性
、

或
は
神

の
各
属
性

の
必
然
性
か
ら
生
起
す
る

一
切
の
も
の
、
即
ち
、
神

の
内
に
在
り
、
そ
し
て
神
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も

で
き
な
い
物
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
神

の
属
性
の
す
べ
て
の
様

態
と
す
る
。

神
を

一
切

の
も
の
の
内
在
的
原
因
と
し
て
、

ヘ
ブ
ラ
イ
の
神
と
、
ギ

リ
シ
ア
哲
学

の
自
然
と
を
結
合
し
、
「神
即
自
然
」
と
し
た
ス
ピ

ノ
ザ

の
哲
学
は
、
典
型
的
な
汎
神
論
に
な

っ
て
い
る
。

道
元
の
仏
法

に
ょ
れ
ぽ
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け

る
唯

一
の
固
定
さ
れ
た

実
体
で
あ
る
神

の
独
立
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。
道
元
の
縁
起
思
想
に

基
づ
く
因
果
観
と
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
的
因
果
と
は
、
全
く
異
質
の
思

想
な
の
で
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
道
元
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
因
果
観

(群
馬
大
学
教
授
)
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