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じ
、
知
的
成
長
に
お
け
る
理
性
の
重
要
な
役
割
を
強
調

し
ま
し
た
。

　

ま
た
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
、
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
も
、

聖
書
を
解
釈
し
神
学
的
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
理
性

が
不
可
欠
で
あ
る
と
論
じ
ま
し
た
。
聖
霊
の
助
け
に
よ

り
、
理
性
が
神
と
聖
書
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
考

え
た
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
倫
理
的
な
判
断
や
、
様
々

な
人
間
関
係
上
の
義
務
を
理
解
し
果
た
す
上
で
も
、
理

性
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

観
点
か
ら
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
神
学
に
お
い
て
、
理
性
は

日
常
生
活
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
宗
教
、
科
学
、
倫
理

を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な
道
具
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
四
辺
形
」
と
呼
ば

れ
る
キ
リ
ス
ト
教
教
義
解
釈
の
有
名
な
枠
組
み
に
反
映

さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
神
学
的
考
察
の
基
盤

を
、
聖
書
、
伝
統
、
理
性
、
経
験
と
し
、
中
で
も
聖
書

を
最
重
要
視
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

を
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
伝
統
や
経

験
と
と
も
に
理
性
を
取
り
入
れ
た
の
が
特
徴
で
す
。
こ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
聖
書
、
伝
統
、
経
験
の
複
雑
さ
を

読
み
解
く
鍵
が
理
性
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

彼
の
説
教
や
そ
の
他
の
著
作
は
、
し
ば
し
ば
神
学
的
な

疑
問
に
対
す
る
合
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
反
映
し
て
お

り
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
と
っ
て
理
性
は
、
真
理
へ
の
道
に

お
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
神
聖
な
道
具
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
性
の
支
持

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
３
５
４
―
４
３
０
）
は
神

学
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
真
理
と
理
性
へ
と
再
び
導
く

重
要
な
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
単
に
現
代

的
な
感
覚
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
本
質
的
な
信
条
を
取
り
戻
す
も
の
な
の

で
す
。

　

人
間
の
理
性
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
不
可
欠
で
あ

り
、
健
全
な
宗
教
の
基
礎
原
理
で
す
。
歴
史
的
な
キ
リ

ス
ト
教
神
学
者
と
現
代
の
健
全
な
教
会
は
、
理
性
と
信

仰
を
相
互
に
協
力
し
合
う
も
の
と
見
な
し
て
い
ま
す
。

歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
理
性
と
信
仰
は
敵
対
す

る
も
の
で
は
な
く
、
味
方
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
理
性
は
堅
固
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

不
可
欠
な
要
素
で
す
。
信
仰
と
理
性
の
調
和
し
た
関
係

は
、特
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
す
。

メ
ソ
ジ
ス
ト
の
理
性
の
強
調

　

メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
と
世
界
的
な
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
育
運

学
者
、
哲
学
者
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
、
北
ア
フ

リ
カ
に
あ
る
ヒ
ッ
ポ
・
レ
ギ
ウ
ス
の
司
教
で
し
た
。
彼

の
著
作
は
西
洋
哲
学
の
発
展
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
と
し
て
最
も
重
要
な

人
物
の
一
人
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
４
１
５
年
、
彼

は
『
創
世
記
逐
語
注
解
』
を
著
し
、
信
仰
の
問
題
に
お

い
て
理
性
を
用
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
雄
弁
に
説
き
ま

し
た
。
同
書
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
は

異
な
り
、
創
世
記
を
文
字
通
り
の
意
味
で
解
釈
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
、
科
学
を
宗
教
的

教
義
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
理
性
と
自

然
界
の
観
察
を
用
い
て
聖
書
の
理
解
を
深
め
る
重
要
性

を
論
じ
た
の
で
す
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
信
仰

の
問
題
に
理
性
を
用
い
な
い
場
合
に
生
じ
る
弊
害
を
熟

知
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
特
に
自
然
現
象
な
ど
、
理

性
と
観
察
に
よ
っ
て
明
白
に
理
解
で
き
る
事
柄
に
つ
い

て
、
キ
リ
ス
ト
者
が
無
知
な
聖
書
解
釈
を
述
べ
る
こ
と

は
「
不
名
誉
で
危
険
な
こ
と
」
で
あ
る
と
論
じ
、
自
分

自
身
だ
け
で
な
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
評
判
を
落
と

す
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

キ
リ
ス
ト
者
は
聖
書
に
対
す
る
信
用
を
失
い
、
そ
の
結

果
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
的
な
信
仰
を
失
う
危
険
性
が

あ
る
か
ら
で
す
。
今
日
見
ら
れ
る
科
学
的
理
解
を
否
定

す
る
傾
向
に
も
同
じ
危
険
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
無
謀
で
無
能
な
聖
書
の
解

釈
者
」
に
対
す
る
警
告
は
、
理
性
に
よ
る
知
識
の
追
求

は
信
仰
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
を

補
完
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
時
代

　

宗
教
と
政
治
は
、
そ
の
最
も
建
設
的
な
形
態
に
お
い

て
は
、
個
人
や
社
会
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
可
能

性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
破
壊
的
な
形
態
で
は
、

大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
現

代
社
会
に
お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
の
エ

コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
現
象
な
ど
を
通
し
て
、「
真
理
」
が

主
観
的
解
釈
へ
と
後
退
す
る
傾
向
が
高
ま
る
に
つ
れ
、

そ
の
二
面
性
は
よ
り
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
今

日
の
世
界
は
さ
ら
に
分
極
化
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
現
象
は
、
政
治
の
舞
台
で
顕
著
な
だ
け
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
世
界
の
主
要
な
宗
教
の
多
く
に
も

広
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
25
億
人
を
超
え
る
多

様
な
信
者
を
抱
え
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
内
部
で
の

意
見
の
相
違
や
真
理
の
歪
曲
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
い
て
、
一
部
の
キ
リ
ス
ト

教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
真
理
と
理
性
の
歪
曲
は
、

特
に
問
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
学
校
と

動
の
創
始
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー（
１
７
０
３

―
１
７
９
１
）
は
、
牧
師
、
神
学
者
、
教
育
者
と
し

て
、
人
間
の
知
的
発
達
に
は
理
性
が
不
可
欠
で
あ
る
と

主
張
し
ま
し
た
。
知
的
理
性
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
才

能
で
あ
り
、
人
間
に
は
そ
の
潜
在
能
力
を
最
大
限
に
伸

ば
し
、
日
常
生
活
の
指
針
と
し
て
用
い
る
責
任
が
あ
る

と
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
考
え
ま
し
た
。
理
性
は
文
学
や
科
学

な
ど
様
々
な
知
識
分
野
の
進
歩
に
不
可
欠
で
あ
る
と
論

を
超
え
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
理
性
と
信
仰
の

一
体
化
に
関
す
る
彼
の
著
作
は
、
知
識
と
理
性
的
探
求

を
重
ん
じ
る
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。

今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
お
け
る
理
性

　

理
性
と
批
判
的
探
求
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
学
問

の
基
礎
で
す
。
こ
の
合
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
真
理
と

理
解
を
求
め
る
キ
リ
ス
ト
教
の
原
則
と
シ
ー
ム
レ
ス
に

一
致
し
ま
す
。
例
え
ば
、
神
学
の
学
問
的
研
究
に
お
い

て
は
、
し
ば
し
ば
歴
史
批
評
的
手
法
、
言
語
学
的
分
析

や
考
古
学
な
ど
を
用
い
な
が
ら
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を

丹
念
に
解
釈
し
ま
す
。
神
学
や
聖
書
学
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
厳
格
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
理
性
が
信
仰
の
深
さ

や
信
憑
性
を
低
下
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
め

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

理
性
は
単
な
る
補
完
的
な
要
素
で
は
な
く
、
キ
リ
ス

ト
教
教
育
と
健
全
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
体
系
の
礎
石
な

の
で
す
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え

は
、
信
仰
に
対
す
る
理
性
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
古
代

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
深
く
根
ざ

し
て
い
る
こ
と
を
確
証
し
て
い
ま
す
。
宗
教
的
教
義
は

理
性
と
批
判
的
探
求
の
証
明
力
に
よ
っ
て
、
強
さ
と
信

頼
性
を
増
す
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
理
性
の
統
合
は
、

信
仰
を
減
退
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
堅
固
な
土
台
を

構
築
し
、
知
的
厳
密
性
と
敬
虔
な
信
仰
の
両
方
を
持
っ

て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
関
わ
る
こ
と
を
可
能

に
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
信
仰
と
理
性
の
調
和
の
と
れ

た
融
合
は
、
現
代
世
界
に
お
い
て
強
固
で
弾
力
的
な
キ

リ
ス
ト
教
の
視
点
を
育
む
た
め
に
不
可
欠
な
の
で
す
。

理
性
と
信
仰
の
調
和
的
融
合

─
─ 

メ
ソ
ジ
ス
ト
の
視
点
か
ら
見
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
学
問 

─
─
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