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第
一
章
　
『
人
間
知
性
論
』
の
あ
ら
ま
し

一
－
一
『
人
間
知
性
論
』
の
成
り
立
ち

　
一
六
七
一
年
、
ロ
ッ
ク
は
知
識
人
た
ち
と
の
会
話
か
ら
自
分
達
を

悩
ま
す
問
題
の
解
決
が
出
来
る
か
を
知
る
為
に
は
、
そ
の
問
題
は
、

知
性
が
取
り
扱
う
の
に
、
適
し
た
問
題
で
あ
る
の
か
否
か
を
知
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
、
信
念
（
げ
Φ
一
一
Φ
｛
）
・
臆
見
（
o
且
コ
ー

δ
コ
）
．
同
意
（
国
ω
ω
Φ
昌
什
）
の
根
拠
と
程
度
を
探
求
す
る
事
を
目
的
と

し
て
、
知
識
な
い
し
認
識
の
探
求
を
思
い
つ
く
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
年

の
夏
ま
で
に
『
人
間
知
性
論
』
草
稿
A
と
呼
ば
れ
る
原
稿
を
書
き
上

げ
る
。
さ
ら
に
草
稿
B
で
は
生
得
論
批
判
を
大
き
く
取
り
上
げ
「
実

践
的
生
得
原
理
」
を
批
判
し
た
。
「
実
践
原
理
」
と
い
っ
て
あ
ら
わ

そ
う
と
し
た
も
の
は
、
「
神
認
識
に
さ
せ
ら
れ
た
道
徳
法
則
の
体
系
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
の
観
念
を
元
に
し
て
理
性
的
に
宗
教
と
道
徳

を
理
由
付
け
よ
う
と
し
た
者
の
考
え
を
詳
し
く
批
評
し
た
の
で
あ
っ

た
。

一
－
二
『
人
間
知
性
論
』
の
時
代
背
景

　
一
七
世
紀
、
人
々
は
生
得
観
念
の
存
在
を
肯
定
し
、
神
に
よ
っ
て

私
た
ち
の
心
に
観
念
が
文
字
ど
お
り
記
さ
れ
、
そ
れ
が
信
仰
と
道
徳

の
根
底
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
真
理
を
自
分
で
獲
得
す
る
知
性

の
自
由
は
奪
わ
れ
、
ひ
い
て
は
、
人
間
の
自
主
・
自
立
は
失
わ
れ

る
。
ロ
ッ
ク
は
生
得
観
念
を
否
定
す
る
事
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
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況
を
崩
壊
さ
せ
、

あ
る
。

自
立
的
な
人
間
像
を
生
み
出
す
事
を
求
め
た
の
で

第
二
章
生
得
観
念

一
－
三
　
ロ
ッ
ク
の
意
図

　
ロ
ッ
ク
は
生
得
観
念
を
排
撃
す
る
事
に
よ
り
、
自
立
的
な
人
間
像

を
打
ち
出
す
事
を
目
指
し
た
。
「
神
」
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
人
間
を
理
解
す
る
の
に
人
間
以
外
の
原
理
を
も
っ
て
す
る

事
を
出
来
る
だ
け
避
け
、
人
間
を
自
分
自
身
の
主
人
公
に
し
よ
う
と

し
た
。
ロ
ッ
ク
は
あ
ま
り
に
も
生
得
観
念
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
極
端
だ
っ
た
た
め
、
あ
る
意
味
で
一
部
認
め
て
い
た
生
得
観
念

を
も
否
定
し
、
彼
の
生
得
論
批
判
に
的
は
ず
れ
な
点
を
生
む
事
に
な

っ
た
。
ロ
ッ
ク
も
あ
る
種
の
（
原
理
を
素
質
と
し
て
持
つ
）
生
得
観

念
は
認
め
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
生
得
観
念
を
か
た
く
な
に
否
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
ロ
ッ
ク
に
は
あ
っ
た
。
人
々
が
安
易
な

思
想
に
従
事
し
て
、
自
分
自
身
の
理
知
と
判
断
力
を
使
わ
な
く
さ

せ
、
教
説
を
検
討
せ
ず
に
信
じ
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
信
用
す
る
よ
う

な
盲
目
的
な
狂
信
者
に
な
ら
な
い
様
に
。

二
⊥
　
　
生
得
観
念
に
つ
い
て

　
生
得
観
念
説
と
は
、
あ
る
種
の
観
念
や
表
象
は
す
べ
て
人
間
に
生

来
一
様
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
な
す
説
を
い
う
。
生
得
観
念
説
に
対

し
、
ロ
ッ
ク
は
探
求
の
精
神
を
失
わ
せ
権
威
へ
の
盲
信
に
導
く
と
し

て
斥
け
る
の
で
あ
る
。

二
－
二
　
生
得
観
念
の
種
類

　
近
世
で
は
生
得
観
念
を
知
る
「
能
力
」
、
そ
れ
ら
を
意
識
化
す
る

「
素
質
」
の
意
に
生
得
性
を
解
す
る
事
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
「
観
念
」

の
用
法
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
（
一
）
思
考
対
象
、
（
二
）

思
考
の
現
実
的
働
き
、
（
三
）
思
考
機
能
な
い
し
能
力
、
な
ど
を
意

味
し
て
い
た
。
ロ
ッ
ク
は
（
］
）
、
（
二
）
の
意
味
に
即
し
て
議
論
を

展
開
し
た
。
さ
ら
に
「
観
念
」
は
次
の
三
つ
の
種
類
に
分
類
す
る
事

が
出
来
る
。
（
一
）
生
得
の
観
念
、
（
二
）
外
来
の
観
念
、
（
三
）
私

の
作
っ
た
観
念
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
（
一
）
生
得
の
観
念
を
文
字
通

り
に
取
り
、
原
理
や
観
念
を
子
供
も
心
に
備
え
て
い
る
事
と
解
し

た
。
生
得
的
で
あ
る
な
ら
、
子
供
や
白
痴
で
も
、
原
理
を
理
解
で
き

る
は
ず
な
の
に
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
生
得
的
原
理
は
な
い
と
述
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べ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
得
原
理
は
な
い
と
い
う
議
論
に
基
づ
く
な
ら

ば
、
い
ま
、
生
得
原
理
や
生
得
観
念
と
し
て
知
れ
渡
っ
て
い
る
原
理

や
観
念
を
違
っ
た
や
り
方
で
、
つ
ま
り
、
生
得
的
で
な
い
、
外
来
の

観
念
つ
ま
り
内
外
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
得
ら
れ
る
事
を
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
そ
う
な
る
と
、
そ
の
原
理
や
観
念
を
、
理
解
で
き
る
「
能
力
」
が

備
わ
っ
て
い
る
事
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
は
生
得
的
「
原
理
」

や
「
観
念
」
を
否
定
し
て
も
、
そ
の
「
能
力
」
や
「
機
能
」
を
生
得

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
能
力
」
を

持
つ
な
ら
ば
、
生
得
観
念
を
持
つ
と
主
張
す
る
説
で
さ
え
も
ロ
ッ
ク

は
否
定
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
ロ
ッ
ク
が
あ
ま
り
に
も
極
端
に
生
得
観

念
を
否
定
し
す
ぎ
て
、
矛
盾
し
、
説
得
力
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
点
で

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
生
得
観
念
は
二
分
類
さ
れ
る
。
①
純
粋
（
素
朴
）
生
得
論
（
生
得

の
真
理
が
文
字
ど
お
り
そ
の
ま
ま
心
に
記
さ
れ
る
）
と
②
素
質
生
得

論
（
生
得
真
理
が
生
ま
れ
な
が
ら
意
識
的
に
知
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
心
に
潜
在
的
に
存
在
し
、
経
験
の
進
展
の
う
ち
に
知
ら
れ
て
く

る
。
人
間
は
生
得
真
理
を
素
質
な
い
し
、
性
向
と
し
て
本
来
も
っ
て

い
る
）
で
あ
る
。

　
ロ
ッ
ク
が
否
定
し
よ
う
と
し
た
生
得
論
は
①
純
粋
生
得
論
で
あ

る
。
②
素
質
生
得
観
念
の
場
合
、
数
学
の
公
理
の
よ
う
な
理
知
的
基

本
原
理
は
万
人
が
承
認
す
る
。
そ
の
よ
う
な
真
理
を
知
る
力
を
知
性

は
素
質
な
い
し
、
性
向
と
し
て
持
つ
事
を
ロ
ッ
ク
は
論
理
の
上
で

は
、
否
定
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
素
質
生
得
論
の
条
件
が
「
能

力
」
と
持
つ
事
、
だ
と
す
る
と
、
ロ
ッ
ク
は
生
得
論
を
否
定
す
る
事

は
出
来
な
い
。

第
三
章
　
ロ
ッ
ク
が
取
り
扱
っ
た
も
の

三
⊥
　
知
識
の
対
象
と
な
る
も
の

　
対
象
化
さ
れ
て
初
め
て
知
性
は
そ
れ
に
つ
い
て
機
能
す
る
。
知
性

に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
す
べ
て
を
観
念
と
呼
ぶ
。
観
念
と
は
「
お

よ
そ
人
間
が
考
え
る
と
き
知
性
の
対
象
で
あ
る
も
の
」
「
思
考
に
さ

い
し
て
心
が
た
ず
さ
わ
る
こ
と
の
で
き
る
い
っ
さ
い
」
（
－
）
で
あ
っ

た
。

三
－
二
　
二
つ
の
真
知
（
ス
コ
o
≦
一
Φ
Ω
σ
q
Φ
）
の
問
題

　
ロ
ッ
ク
は
真
知
を
二
つ
に
大
別
す
る
。
一
つ
は
］
般
的
真
知
で
あ

り
、
「
真
な
る
観
念
」
に
基
づ
き
そ
れ
を
論
証
に
よ
っ
て
展
開
す
る

事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
真
知
（
数
学
と
道
徳
学
な
ど
）
、
も
う
一
つ

は
、
事
実
に
も
と
づ
き
、
論
証
に
は
い
た
り
え
ず
、
事
実
の
蓋
然
的
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な
諸
原
因
を
探
索
し
、
諸
原
因
の
働
き
と
そ
の
生
み
出
す
結
果
と
の

「
類
似
」
を
見
出
す
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
真
の
意
味
で
の
「
真
知
」

と
は
言
え
ず
「
臆
見
」
と
い
う
べ
き
も
の
（
自
然
学
・
政
治
論
・
経

済
論
な
ど
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
真
知
と
事
実
か
ら
得
ら
れ

る
真
知
の
2
種
類
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

三
⊥
一
一
理
知
（
刀
8
ω
o
コ
）

　
『
人
間
知
性
論
』
の
中
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る
理
知
と
は
知
性
の
一

つ
の
機
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
理
知
と
は
、
既
知
の
原
理
も
し
く
は

命
題
か
ら
未
知
の
真
理
を
演
繹
す
る
機
能
に
ほ
か
な
ら
無
い
」
（
2
）

と
ロ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
。

（
イ
）
　
「
理
知
」
の
定
義

　
「
理
知
」
の
意
味
を
探
る
。
「
私
た
ち
の
観
念
が
か
け
て
い
る
所
で

は
、
理
知
は
完
全
に
私
た
ち
の
役
に
立
た
な
い
、
理
知
は
観
念
の
及

ぶ
以
上
に
及
ぼ
ず
、
及
ぶ
事
が
で
き
な
い
。
」
（
3
）
「
お
よ
そ
ー
つ
の

命
題
を
も
う
一
つ
の
命
題
か
ら
演
繹
す
る
事
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言

葉
で
推
論
す
る
事
は
、
理
知
の
大
切
な
役
目
」
（
4
）

（
ロ
）
　
「
理
知
の
使
い
は
じ
め
」
の
定
義

　
「
理
知
の
使
い
は
じ
め
」
と
は
P
　
「
人
間
の
知
性
の
探
求
に
か
か

わ
る
も
ろ
も
ろ
の
課
題
に
た
ず
さ
わ
る
さ
い
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

知
性
は
そ
の
従
事
す
る
と
こ
ろ
を
対
象
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
象
の
な
い
と
こ
ろ
に
知
性
は
働
か
ず
、
対
象
化
さ
れ
て
始
め
て
知

性
は
そ
れ
に
つ
い
て
機
能
す
る
。
こ
れ
が
人
間
知
性
の
正
常
な
働
き

方
で
あ
り
、
（
中
略
）
知
性
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
い
っ
さ
い
を

ロ
ッ
ク
は
観
念
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
」
（
5
）

　
理
知
の
対
象
は
観
念
で
あ
る
の
で
、
対
象
な
き
と
こ
ろ
に
理
知
の

使
用
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
事
か
ら
観
念
の
持
ち

始
め
る
時
こ
そ
が
理
知
の
使
い
は
じ
め
と
い
う
事
に
な
る
。
で
は
、

観
念
の
使
い
は
じ
め
と
は
い
つ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
P
　
知
覚
に
よ

り
観
念
の
素
と
な
る
部
品
を
得
る
。
観
念
は
感
覚
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
る
事
に
な
る
。
「
し
て
み
る
と
、
い
つ
人
間
は
観
念
を
持
ち
始
め

る
か
と
た
ず
ね
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
初
め
て
何
か
感
覚
す
る
時
と
言

う
の
が
真
の
答
え
だ
と
、
わ
た
し
は
思
う
。
」
（
6
）

　
よ
っ
て
、
理
知
の
使
い
は
じ
め
と
は
、
知
覚
の
使
い
は
じ
め
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
　
自
然
法
と
「
自
然
法
論
』
に
お
け
る
生
得
論
批
判

四
－
一
　
自
然
法
と
は
な
に
か

　
「
西
洋
思
想
史
大
辞
典
」
（
平
凡
社
、
第
二
巻
）
に
よ
る
と
、
自

然
法
と
は
人
間
が
理
性
に
よ
っ
て
知
り
得
る
部
分
で
あ
り
、
自
然
の



ジョン・ロックの『生得論』に関して85

す
べ
て
の
も
の
は
神
の
与
え
た
法
則
に
従
っ
て
動
い
て
お
り
、

も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
す
る
。

四
⊥
一
自
然
法
は
い
か
に
し
て
知
ら
れ
る
か

人
間

　
自
然
法
は
い
か
に
し
て
知
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
P
　
ロ
ッ
ク
は
知

識
の
源
泉
と
し
て
「
印
銘
」
、
「
感
覚
的
経
験
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。

　
「
印
銘
」
（
一
ヨ
O
同
Φ
ω
Q
o
一
〇
口
）
に
よ
る
生
得
的
知
識
に
つ
い
て
は
、
幼

児
や
白
痴
の
例
を
上
げ
、
否
定
し
て
い
る
。
結
局
、
自
然
法
の
知
識

の
源
泉
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
「
感
覚
的
経
験
」
を
あ
げ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
十
分
で
は
な
く
、
こ
れ
に
理
知
が
加
わ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
「
自
然
の
光
」
（
Z
鋤
け
9
H
帥
一
］
「
一
α
q
プ
け
）
を
使
う
と
は
、

こ
の
2
つ
の
機
能
を
活
用
す
る
事
と
考
え
ら
れ
る
。

　
理
知
は
単
独
に
働
く
も
の
で
は
な
く
、
「
理
知
」
と
感
覚
的
経
験

か
ら
得
る
「
観
念
」
を
用
い
て
初
め
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
と

さ
れ
る
。四

－
三
　
自
然
法
と
生
得
観
念

　
さ
て
ロ
ッ
ク
は
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
能
力
と
し
て
の
「
感

覚
」
と
人
間
の
推
理
能
力
と
し
て
の
「
理
性
」
と
い
う
「
自
然
の

光
」
を
使
っ
て
自
然
法
を
知
り
得
る
と
し
、
自
然
法
の
知
識
が
生
ま

れ
な
が
ら
に
人
間
の
心
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
見
る
事
を
否
定
し
た

わ
け
だ
が
、
感
覚
す
る
能
力
と
推
理
能
力
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
、
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
素
質
生
得
論
で
「
能
力
」
が
あ

る
事
を
生
得
と
す
る
場
合
は
自
然
法
も
生
得
と
な
る
の
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
P

四
－
四
　
ロ
ッ
ク
が
否
定
し
た
生
得
観
念

　
「
ロ
ッ
ク
は
生
得
知
識
は
否
定
し
た
が
、
（
中
略
）
人
間
の
自
然
の

機
能
の
使
用
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
あ
る
も
の
と
し
て
、
自
然
法
の

観
念
そ
れ
自
体
の
巨
9
0
詳
（
絶
対
的
）
な
生
得
性
は
う
た
っ
が
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
ロ
ッ
ク
の
批
判
眼
目
は
、
単
に

自
然
法
の
知
識
が
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自
然
の
生

得
の
能
力
と
し
て
の
感
覚
と
理
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
う
る
と
す
る
事

に
よ
っ
て
、
生
得
観
念
を
知
識
の
確
実
性
の
根
拠
と
し
て
き
た
伝
統

思
想
を
批
判
す
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
7
）

　
文
中
の
「
生
得
知
識
」
は
、
純
粋
（
素
朴
）
生
得
論
と
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
文
字
ど
お
り
、
認
識
さ
れ
え
る
よ
う
な
生
得
観
念
の
知
識

を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
生
得
観
念
は
否

定
し
た
。
ま
た
「
人
間
の
自
然
の
機
能
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
」
は

人
間
が
自
然
法
の
観
念
を
理
解
で
き
る
「
機
能
」
や
「
能
力
」
を
持

つ
事
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
生
得
で
あ
っ
た
と
す
る
。
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こ
の
事
か
ら
ロ
ッ
ク
は
素
質
生
得
論
を
認
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

四
－
五
　
素
質
生
得
論
と
ロ
ッ
ク
の
言
い
分

　
「
能
力
は
生
得
で
、
知
識
は
獲
得
さ
れ
る
、
そ
う
（
生
得
論
者
の
）

人
々
は
言
う
、
が
そ
う
す
る
と
一
定
の
生
得
公
準
を
求
め
て
こ
ん
な

に
争
う
の
は
何
の
た
め
か
」
（
8
）
と
ロ
ッ
ク
は
い
う
が
、
こ
れ
は

「
生
得
」
と
い
う
も
の
全
体
を
斥
け
る
た
め
で
あ
る
。

　
第
一
に
言
葉
の
う
え
で
「
生
得
」
真
理
と
い
う
の
に
、
そ
れ
を
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
「
生
得
性
」
の
定
義
に

反
す
る
と
い
う
名
辞
上
の
理
由
か
ら
。
第
二
に
理
知
的
思
考
機
能
が

経
験
の
進
展
に
連
れ
て
、
そ
の
過
程
で
生
得
真
理
を
見
出
し
、
こ
れ

を
知
る
と
い
う
の
は
生
得
真
理
が
な
い
の
と
同
じ
と
い
う
理
由
か

ら
。
第
三
に
、
ど
ん
な
形
態
で
あ
れ
、
生
得
論
を
是
認
す
る
事
は
人

を
独
断
・
狂
信
の
道
へ
と
導
き
、
権
威
の
奴
隷
に
す
る
と
い
う
懸
念

が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
五
章
　
心
に
生
得
の
理
論
的
原
理
は
な
い

　
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
の
第
二
章
「
心
に
生
得
観
念
の
〔
理

論
的
〕
原
理
は
な
い
」
を
細
か
く
検
討
し
て
ゆ
き
つ
つ
、
ロ
ッ
ク
が

生
得
観
念
を
否
定
す
る
論
理
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
『
人
間
知
性
新
論
』
（
9
）
と
対
比
さ
せ
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　
（
一
）
ロ
ッ
ク
は
「
知
性
に
は
い
く
つ
か
の
、
生
得
原
理
、
あ
る

原
生
思
念
、
共
通
思
念
い
わ
ば
人
間
の
心
に
捺
印
さ
れ
た
文
字
〔
な

い
し
刻
印
〕
が
あ
っ
て
、
霊
魂
は
そ
も
そ
も
の
在
り
始
め
に
こ
れ
を

受
け
取
っ
て
世
に
携
え
て
く
る
」
と
い
う
生
得
論
者
の
説
に
答
え
て

言
う
。

　
「
若
干
の
真
理
を
ま
る
で
心
へ
本
源
的
に
印
銘
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
容
易
に
、
ま
た
絶
対
確
実
に
知
る
の
に
適
当
な
機
能
、
そ
う
し
た

機
能
が
私
た
ち
の
う
ち
に
在
る
と
観
察
で
き
る
時
、
そ
の
他
の
真
理

を
自
然
の
印
銘
、
生
得
の
文
字
〔
な
い
し
刻
印
〕
の
せ
い
に
す
る
の

は
道
理
に
あ
わ
な
い
。
」
ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
「
能
力
」
、

「
機
能
」
は
生
得
で
あ
る
と
い
う
事
を
認
め
て
い
る
。
人
間
は
い
か

な
る
生
得
的
印
銘
の
助
け
も
無
し
に
自
然
の
機
能
を
使
う
だ
け
で
、

す
べ
て
の
認
識
を
獲
得
で
き
る
と
す
る
。
（
第
一
節
）
（
1
0
）

　
一
方
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
私
た
ち
の
魂
の
思
考
と
活
動
は
す
べ

て
、
感
覚
に
よ
っ
て
魂
に
与
え
ら
れ
る
事
は
あ
り
え
ず
、
魂
自
身
の

奥
低
に
由
来
す
る
」
と
述
べ
る
。

　
も
し
、
感
覚
が
思
考
の
原
因
に
な
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
外
的

感
覚
が
気
付
く
機
会
を
与
え
、
私
た
ち
の
内
に
見
出
す
と
い
う
意
味
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に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
感
覚
に
由
来
す
る
観
念
や
原
理
が
あ
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
観
念
は
「
魂
自
身
の
奥
底

に
由
来
す
る
」
素
質
と
し
て
私
た
ち
の
中
に
在
る
と
主
張
す
る
、
素

質
生
得
論
を
と
る
。
「
彼
は
知
性
に
源
泉
を
も
つ
必
然
的
真
理
の
起

源
を
、
事
実
の
真
理
の
起
源
か
ら
十
分
に
区
別
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

事
実
の
審
理
は
、
感
覚
の
経
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
私
た
ち
の
内
に

あ
る
錯
然
と
し
た
表
象
か
ら
さ
え
も
引
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
［
第

一
節
］
（
U
）

　
（
二
）
ロ
ッ
ク
は
「
全
人
類
が
あ
ま
ね
く
同
意
す
る
よ
う
な
原
理

は
一
つ
も
無
い
」
し
、
同
一
原
理
や
矛
盾
原
理
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の

原
理
で
さ
え
「
人
類
の
多
く
の
部
分
に
は
知
ら
れ
さ
え
し
な
い
」
と

い
う
。

　
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
生
得
原
理
の
確
実
性
を
普
遍
的
同
意

に
求
め
は
し
な
い
。

　
「
人
々
の
間
で
の
か
な
り
一
般
的
な
同
意
は
生
得
原
理
の
指
標
で

あ
っ
て
生
得
原
理
の
論
証
で
は
な
い
と
す
る
。
」
「
知
覚
す
れ
ば
直
ち

に
承
認
さ
れ
る
」
事
を
も
っ
て
、
生
得
の
証
と
す
る
の
で
あ
る
。
多

く
の
人
に
知
ら
れ
も
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
矛
盾
原
理
も
「
誰
で
も

根
底
で
は
そ
れ
ら
の
原
理
を
知
っ
て
い
て
、
判
明
に
気
付
か
ず
と
も

絶
え
ず
使
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
［
第
二
節
］
［
第
三
節
］
［
第
四

節
］

　
（
三
）
ロ
ッ
ク
は
も
し
生
得
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
魂

が
そ
れ
ら
の
真
理
を
意
識
し
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
す
る
と
い
う
反

論
を
す
る
。
心
の
未
だ
か
つ
て
知
ら
な
か
っ
た
命
題
が
心
に
あ
る
と

言
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
た
だ
そ
う
し
た
命
題
を
知
る
「
能
力
」
が
心

に
在
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
知
る
「
能
力
」
を
持
つ
事
を
生
得
観

念
だ
と
す
れ
ば
、
「
お
よ
そ
人
間
が
い
つ
か
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
い
っ
さ
い
の
真
理
は
、
こ
の
（
い
つ
か
は
知
ら
れ
る
）
ゆ
え
に
ど

れ
も
こ
れ
も
生
得
だ
ろ
う
」
。
と
い
う
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
霊
魂
の
知
覚
せ
ず
、
理
解
し
な
い
真
理
が
霊

魂
に
印
銘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
私
に
は
矛
盾
に
近
い
様
に
思
わ

れ
る
。
」
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
説
に
反
論
し
て
い
う
に
は
、
私
た
ち
は

す
べ
て
の
知
識
を
常
に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
呼

び
出
す
時
に
は
想
起
が
使
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。

　
ま
た
も
し
何
ら
か
の
個
別
的
命
題
が
生
得
的
だ
と
い
え
る
な
ら
、

そ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
合
理
的
な
命
題
や
精
神
が
合
理
的
と
み
な
し

う
る
命
題
は
す
べ
て
魂
の
中
に
既
に
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
に

対
し
こ
う
答
え
る
。
「
私
が
感
覚
の
幻
影
に
対
立
さ
せ
て
い
る
純
粋

観
念
と
、
事
実
の
真
理
に
対
立
さ
せ
て
い
る
必
然
的
真
理
つ
ま
り
理

性
の
真
理
に
関
し
て
は
異
存
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
の
中
に
既
に
持
っ

て
い
る
も
の
を
注
意
深
く
考
察
し
整
理
す
れ
ぼ
経
験
や
他
人
か
ら
伝

え
ら
れ
て
教
え
ら
れ
る
真
理
を
一
切
使
わ
ず
と
も
、
そ
れ
ら
を
私
た
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ち
の
内
に
見
出
し
う
る
。
」
つ
ま
り
、
純
粋
観
念
と
必
然
的
真
理
で

あ
る
理
性
の
真
理
は
生
得
だ
と
す
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
生
得
真
理
も
、
あ
る
意
味
で
は
感
覚
に
頼
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
な
に
も
の
も
見
た
り
触
れ
た
り
し
な
け

れ
ば
問
題
と
な
る
観
念
と
出
会
え
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
自
然
の
配

置
に
よ
り
「
感
覚
的
な
も
の
を
全
く
必
要
と
し
な
い
抽
象
的
な
思
考

は
不
可
能
」
な
の
だ
か
ら
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
原
初
的
な
生
得
認
識
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
真
理

も
す
べ
て
生
得
的
」
と
述
べ
、
ま
た
精
神
は
真
理
を
認
識
す
る
の
み

で
は
な
く
、
自
分
の
う
ち
に
見
出
す
事
も
出
来
る
と
す
る
が
、
す
る

と
経
験
等
に
よ
る
真
理
だ
け
で
は
、
必
然
的
真
理
は
確
立
で
き
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
P

　
「
必
然
的
真
理
の
根
源
的
な
証
明
は
知
性
の
み
に
由
来
し
、
も
う

一
方
の
真
理
（
経
験
の
真
理
）
は
経
験
も
し
く
は
感
覚
の
観
察
に
由

来
す
る
。
私
た
ち
の
精
神
は
そ
の
両
方
の
真
理
を
認
識
す
る
事
が
出

来
ま
す
が
、
前
者
の
真
理
の
源
泉
は
私
た
ち
の
精
神
な
の
で
す
。
」

「
知
性
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
事
は
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
問
題
に
な

っ
て
い
る
真
理
の
源
泉
も
し
く
は
根
源
的
な
証
明
は
知
性
の
う
ち
に

し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
「
知
性
の
中
に
刻
ま
れ
た
知
覚
さ
れ
な
い
真
理

が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
起
原
に
関
し
て
あ
る
は
ず
の
生
得
的
と
後
天

的
の
真
理
の
違
い
を
見
る
事
が
で
き
な
い
」
。
と
反
論
す
る
。
な
ら

ば
、
理
性
的
認
識
と
経
験
的
認
識
と
の
区
別
は
、
判
明
の
程
度
の
差

で
し
か
な
い
と
い
う
事
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
第
五
節
）

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
推
論
の
真
理
」
と
は
永
遠
で
必
然
な
真
理
で

あ
り
、
そ
の
反
対
が
不
可
能
で
究
極
的
で
自
明
で
あ
な
も
の
か
原
初

的
な
原
理
に
還
元
で
き
る
も
の
と
し
、
「
事
実
の
真
理
」
と
は
偶
然

的
な
真
理
で
あ
り
、
そ
の
反
対
が
可
能
で
究
極
的
根
拠
に
至
ろ
う
と

す
れ
ば
分
析
は
無
限
遡
行
に
な
る
も
の
と
る
す
る
。
獲
得
し
た
真
理

の
明
晰
さ
が
、
こ
れ
ら
の
真
理
の
う
ち
ど
ち
ら
と
合
致
す
る
か
を
確

か
め
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
先
天
、
後
天
の
区
別
を

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
定
義
に
の
っ
と
っ
て
証
明
す
る
事
は
出
来
る
。

［
第
五
節
］

　
（
四
）
ロ
ッ
ク
は
「
人
々
は
理
知
を
使
う
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ

ら
の
命
題
を
知
っ
て
、
こ
れ
に
同
意
す
る
」
と
い
う
生
得
論
者
の
節

が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
こ
の
事
は
次
の
2
つ
の
う
ち
ど
ち
ら
か
に

当
て
は
め
ら
れ
る
と
い
う
。
（
第
六
節
）

　
「
（
i
）
人
が
理
知
を
使
う
よ
う
に
な
る
や
否
や
、
こ
れ
ら
い
わ
ゆ

る
生
ま
れ
つ
き
の
記
銘
は
理
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
観
察
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
（
…
1
1
）
人
々
の
理
知
の
使

用
・
行
使
は
人
々
を
援
助
し
て
、
そ
れ
ら
の
原
理
を
発
見
さ
せ
、
こ
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れ
を
人
々
に
絶
対
確
実
に
知
ら
せ
る
。
」
（
第
七
節
）

　
（
i
）
へ
の
反
論
。
公
準
を
知
る
よ
う
に
な
る
前
か
ら
、
理
知
の

使
用
は
認
め
ら
れ
る
の
で
、
使
う
よ
う
に
な
る
と
す
ぐ
公
準
を
知
っ

て
理
解
す
る
と
い
う
の
は
虚
偽
で
あ
る
と
す
る
。
（
第
十
二
節
）

理
知
を
知
る
前
に
は
、
公
準
は
し
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
い
つ
理
知
が

使
わ
れ
、
公
準
に
同
意
す
る
か
は
定
か
で
な
い
。
す
る
と
そ
れ
は
公

準
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
真
理
も
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
公
準
が

生
得
で
あ
る
事
も
説
明
さ
れ
な
い
。
「
公
準
を
知
る
よ
り
前
に
特
殊

な
真
理
を
た
く
さ
ん
知
る
の
で
、
公
準
は
私
た
ち
が
他
の
す
べ
て
の

真
理
を
演
繹
す
る
原
理
で
あ
る
事
は
出
来
な
い
。
」
（
1
2
）
の
で
あ
る
。

（
第
十
三
節
）

　
（
h
）
へ
の
反
論
。
あ
る
思
念
は
「
心
」
に
生
得
的
に
印
銘
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
と
は
全
く
違
う
作
用
領
域
で
あ
る
、
「
理
知
」
が
使

わ
れ
る
時
に
初
め
て
観
察
さ
れ
、
同
意
さ
れ
る
と
い
う
の
は
お
か
し

い
事
だ
と
す
る
。
「
理
知
が
援
助
し
、
原
理
を
発
見
さ
せ
る
」
と
い

う
意
味
で
表
せ
る
の
は
、
一
般
抽
象
観
念
を
作
り
、
｝
般
名
を
理
解

す
る
事
は
理
知
機
能
に
伴
う
事
が
ら
で
、
こ
の
機
能
と
と
も
に
成
長

す
る
の
で
、
理
知
を
使
う
ま
で
は
観
念
を
得
る
事
が
出
来
な
い
と
い

う
事
だ
け
で
あ
ろ
う
。
（
第
十
四
節
）

　
（
五
）
ロ
ッ
ク
は
言
う
「
理
知
の
教
え
る
一
切
の
絶
対
確
実
な
真

理
は
生
得
だ
と
し
な
い
限
り
、
発
見
す
る
の
に
理
知
を
必
要
と
す
る

も
の
が
生
得
だ
と
は
ど
う
し
て
も
絶
対
確
実
に
考
え
る
事
が
出
来
な

い
」
。
（
第
九
節
）

　
公
準
の
知
識
は
理
知
の
演
繹
だ
と
断
言
す
る
事
は
生
得
観
念
を
否

定
す
る
事
に
な
る
。
数
学
の
論
証
と
は
理
知
や
立
証
の
使
用
を
要
す

る
事
を
意
味
す
る
。
公
準
の
論
証
と
は
聞
く
や
い
な
や
た
ち
ま
ち
同

意
す
る
事
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
推
理
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の

で
、
一
般
的
な
真
理
の
発
見
に
推
理
が
す
こ
し
も
使
わ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
理
知
が
使
わ
れ
る
や
否
や
同
意
と
い
う
事
に
反
す

る
事
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
（
第
十
節
）

　
「
公
準
に
私
た
ち
を
同
意
さ
せ
る
の
に
、
理
知
は
何
も
し
な
い
」

の
だ
か
ら
、
理
知
が
私
た
ち
を
援
助
し
て
そ
れ
ら
の
公
準
を
知
ら
せ

る
と
い
う
の
は
虚
偽
で
あ
り
、
真
だ
と
し
て
も
そ
の
公
準
は
生
得
で

は
な
い
。
（
第
十
一
節
）

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
心
が
そ
の
一
致
あ
る
い
は
不
一
致
を
そ
の
直
接

比
較
に
よ
っ
て
見
出
す
、
私
た
ち
の
魂
か
ら
真
理
を
引
き
出
す
よ
う

な
機
能
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
生
得
観
念
を
持
つ
と
い
え
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
必
然
的
真
理
の
源
泉
で
あ
る
知
的
観
念
は
決

し
て
感
覚
に
は
由
来
し
な
い
と
い
う
。

　
（
六
）
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
観
念
の
獲
得
は
経
験
に
基
づ
く
も
の
と

し
、
「
色
々
な
感
官
が
こ
こ
の
観
念
を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
ま
で
あ

い
て
い
た
室
へ
備
え
付
け
る
。
そ
し
て
心
は
観
念
の
あ
る
も
の
に
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段
々
な
じ
む
の
で
、
観
念
は
記
憶
に
宿
り
、
こ
れ
に
名
前
が
つ
け
ら

れ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
進
ん
で
、
心
は
観
念
を
抽
象
し
、
一
般
名
の

使
用
を
だ
ん
だ
ん
に
学
ぶ
。
こ
う
し
て
心
は
そ
の
推
論
機
能
を
行
使

す
る
材
料
の
観
念
と
言
語
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
」
と
い
う
。
（
第

十
五
節
）

　
「
公
準
の
名
辞
や
観
念
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
ひ
と
は
名
辞

が
表
す
観
念
を
心
の
中
で
並
べ
、
公
準
の
命
題
に
表
現
さ
れ
る
通
り

に
観
念
が
一
致
し
て
い
る
か
一
致
し
て
い
な
い
か
を
観
察
す
る
よ
う

に
さ
せ
ら
れ
る
一
番
始
め
の
機
会
に
こ
の
公
準
の
真
理
を
知
る
事
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
と
」
主
張
す
る
。
（
第
十
六
節
）

　
す
る
と
「
聞
く
と
す
ぐ
に
一
般
的
に
同
意
す
る
よ
う
な
命
題
を
す

べ
て
生
得
と
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
の
で
、
何
百
万
も
の
命

題
が
生
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
「
命
題
の
関

わ
る
観
念
が
生
得
で
な
い
限
り
、
ど
ん
な
命
題
も
生
得
で
あ
る
は
ず

は
な
い
」
。
（
第
十
八
節
）

あ
ら
ゆ
る
学
に
お
い
て
聞
く
や
否
や
理
解
す
る
の
で
生
得
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
生
得
だ
と
言
い
張
る
の
な
ら
色
や
音
な
ど

の
観
念
も
す
べ
て
生
得
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
で
は

理
知
と
経
験
に
反
す
る
。
観
念
は
経
験
か
ら
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
特
殊
な
命
題
は
、
生
得
原
理
と
さ
れ
第
一
命
題
と
呼
ば
れ
る
命

題
よ
り
も
先
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
原
理
を
知
ら
な
く
と

も
、
特
殊
な
命
題
は
確
実
に
同
意
さ
れ
る
。
特
殊
な
命
題
の
方
が
先

に
認
識
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
生
得
原
理
の
帰
結
さ
れ
た
結
果
と
し
て

特
殊
命
題
を
知
る
と
い
う
事
は
出
来
な
い
。

　
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
こ
れ
は
省
略
三
段
論
法
の
一
種
」
で

あ
る
と
す
る
。

　
「
人
は
省
略
三
段
論
法
に
よ
っ
て
推
理
す
る
時
に
は
削
除
さ
れ
て

し
ま
う
大
前
提
に
立
脚
す
る
の
と
同
様
に
一
般
的
準
則
に
立
脚
す

る
」
「
歩
い
た
り
跳
ん
だ
り
し
て
い
る
際
と
同
様
、
推
論
す
る
際
に

し
て
い
る
事
を
判
明
に
思
考
し
て
い
な
い
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
も
結
論
を
出
す
力
の
一
部
は
削
除
さ
れ
た
も
の
の
う
ち

に
あ
り
、
ほ
か
に
由
来
し
得
な
い
。
」
［
第
十
九
節
］

　
（
七
）
ロ
ッ
ク
は
生
得
の
絶
対
確
実
な
標
印
を
「
聞
い
て
理
解
す

る
と
普
遍
的
に
同
意
す
る
」
事
だ
と
す
る
と
、
有
用
な
命
題
も
そ
う

で
な
い
命
題
も
す
べ
て
生
得
命
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
両
者
と
も
生
得
の
根
拠
は
「
聞
い
て
理
解
す
る
と
普
遍
的
に
同

意
す
る
」
と
い
う
全
く
同
じ
事
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
第
二
十
節
）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
確
か
に
そ
う
だ
が
、
よ
り
特
殊
な
個
別
的
な
真
理

は
一
般
的
な
真
理
に
依
存
し
、
前
提
と
し
て
潜
在
す
る
一
般
命
題
が

存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
さ
れ
な
く
と
も
照
合
さ
れ

る
べ
き
生
得
観
念
を
持
つ
と
主
張
し
た
。
［
第
二
十
節
］
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（
八
）
ロ
ッ
ク
は
心
に
印
銘
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
の
原
理
を
聞
か

な
け
れ
ば
同
意
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
し
、
そ
れ
で
は

自
然
と
印
銘
す
る
よ
り
、
原
理
と
聞
く
事
の
方
が
人
間
に
い
っ
そ
う

原
理
を
明
白
に
す
る
事
に
な
る
と
す
る
。
原
理
を
聞
か
さ
れ
た
時

（
人
は
）
「
前
に
は
知
ら
な
か
っ
た
命
題
を
そ
の
時
知
り
始
め
る
」
と

す
る
。
よ
く
観
察
す
る
少
数
の
聡
明
な
人
が
、
観
察
を
し
て
一
般
命

題
と
し
て
ま
と
め
る
の
で
あ
る
。
（
第
二
十
一
節
）

　
ロ
ッ
ク
は
命
題
に
関
わ
る
諸
観
念
自
身
が
人
々
の
生
ま
れ
な
が
ら

に
あ
る
訳
で
は
な
く
、
あ
と
に
伝
え
ら
れ
る
と
し
、
「
初
め
て
聞
い

て
す
ぐ
同
意
す
る
す
べ
て
の
命
題
で
、
命
題
の
名
辞
も
名
辞
が
こ
れ

こ
れ
の
観
念
を
表
す
事
も
命
じ
の
表
す
観
念
も
ど
れ
一
つ
と
し
て
生

得
で
な
い
。
」
命
題
に
納
得
で
き
る
の
は
、
名
辞
を
得
て
か
ら
と
し
、

（
第
二
十
三
節
）
原
理
な
ど
の
一
般
観
念
は
子
供
の
心
を
最
初
に
占

め
る
真
理
で
は
な
い
し
、
一
切
の
獲
得
さ
れ
た
後
天
的
な
念
に
先
立

つ
も
の
で
は
な
い
。
生
得
な
ら
ば
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
。
（
第
二
十
五
節
）

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
知
識
の
現
実
的
認
識
が
生
得
的
な
の
で
は
な

く
て
、
潜
在
的
認
識
と
呼
べ
る
も
の
が
生
得
的
な
の
で
あ
」
り
、
ロ

ッ
ク
の
言
う
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
印
銘
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
意
識
さ
れ
ず
に
保
持
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
言
葉
な
ど
を

結
び
つ
く
時
に
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
。
［
第
二
十
五
節
］

　
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
　
「
一
般
的
で
抽
象
的
な
観
念
や
こ
れ
を
表

す
名
前
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
成
人
に
提
出
さ
れ
る
と
い

つ
も
決
ま
っ
て
即
座
に
同
意
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
一
般
命
題
が
あ
る

事
は
在
る
が
、
そ
う
し
た
命
題
は
幼
年
者
に
見
出
さ
れ
る
は
ず
が
無

い
。
」
　
（
第
二
十
六
節
）

つ
ま
り
、
生
得
観
念
真
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
真
理
は
必
然
的

に
お
よ
そ
考
え
ら
れ
る
も
の
の
最
初
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
思
考
は
活
動
で
あ
っ
て
、
認
識
や
真
理
は
私

た
ち
の
う
ち
に
あ
る
限
り
、
た
と
え
思
考
さ
れ
ず
と
も
習
性
な
い
し

態
勢
で
あ
る
」
と
す
る
。
思
考
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
。
生
得
的
な
思

考
つ
ま
り
、
決
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
真
理
な
ど
存
在
し
え

る
の
だ
ろ
う
か
P
　
そ
れ
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
発
見
す
る
前
に

大
理
石
の
中
に
石
理
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
」
と
い
っ
て
い
る
の

と
同
じ
だ
と
し
て
、
思
考
さ
れ
た
事
の
な
い
真
理
に
も
生
得
性
を
認

め
る
と
す
る
の
だ
。
［
第
二
十
六
節
］

　
ロ
ッ
ク
は
「
（
公
準
を
記
し
た
）
文
字
が
生
ま
れ
つ
き
の
本
源
的

印
銘
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
印
銘
の
痕
跡
も
見
出
さ
れ
な
い

人
物
に
も
っ
と
も
鮮
明
で
明
晰
に
現
れ
よ
う
」
と
い
い
、
子
供
や
白

痴
は
習
慣
な
ど
の
先
入
見
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
の
で
生
得
観
念
が
最

も
よ
く
自
覚
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
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事
を
述
べ
る
。
（
第
二
十
七
節
）

第
六
章
　
結
　
　
び

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
般
原
理
は
す
べ
て
私
た
ち
の
内
に
あ
り
、
特

殊
な
命
題
は
私
た
ち
の
内
の
そ
の
一
般
原
理
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

獲
得
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
生
得
的

に
、
観
念
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
命
題
を
持
っ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
方
も
可
能
と
な
る
。
私
た
ち
の
内

に
、
生
得
観
念
が
あ
る
と
す
る
。
私
た
ち
は
通
常
で
は
そ
れ
ら
の
観

念
を
意
識
す
る
事
は
な
い
が
、
経
験
を
経
て
、
名
辞
を
学
び
、
命
題

が
提
出
さ
れ
、
生
得
観
念
と
同
｝
の
も
の
と
知
っ
た
時
に
は
じ
め
て

生
得
観
念
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
観
念
で
形
成
さ
れ
た
命
題
が
あ
る
事
を
否
定

す
る
。
一
般
命
題
を
理
解
す
る
「
能
力
」
を
持
つ
事
を
生
得
観
念
を

持
つ
事
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
も
肯
定
す
る
所
で
あ
っ
た
。

「
ロ
ッ
ク
も
、
同
一
原
理
や
矛
盾
原
理
を
は
じ
め
数
学
の
公
理
の
よ

う
な
理
論
的
基
本
原
理
お
よ
び
自
然
法
が
教
え
る
よ
う
な
実
践
的
根

本
原
理
は
万
人
が
承
認
す
る
真
理
で
あ
り
、
正
常
な
人
間
知
性
は
こ

れ
ら
の
真
理
を
経
験
の
中
で
知
性
が
開
発
さ
れ
る
に
伴
っ
て
知
り
、

知
性
は
こ
れ
を
知
る
い
わ
ば
力
を
素
質
な
い
し
性
向
と
し
て
持
つ
事

を
あ
え
て
否
定
し
な
い
。
そ
の
限
り
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
は
、
素
質
生

得
論
者
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
」
（
1
3
）
し
か
し
、

人
間
の
自
立
を
目
指
し
た
ロ
ッ
ク
は
「
生
得
」
と
名
の
つ
く
も
の
を

い
っ
さ
い
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

〔
注
〕

（
1
）
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
　
『
人
間
知
性
論
』
大
槻
春
彦
訳

岩
波
文
庫
（
全
4
冊
）
一
九
七
四
年

　
第
一
巻
第
一
章
第
八
節
（
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は

　
『
人
間
知
性
論
』
と
し
、
引
用
文
は
す
べ
て
大
槻
氏
の
訳
文
を

用
い
る
。
）

A　　　A　A　 A　A765432　
一
九
六
八
年

（
8
）

（
9
）

『
人
間
知
性
論
』
第
｝
巻
　
第
二
章
　
第
九
節

『
人
間
知
性
論
』
第
四
巻
　
第
一
七
章
　
第
九
節

『
人
間
知
性
論
』
第
四
巻
　
第
一
七
章
　
第
十
八
節

『
人
間
知
性
論
』
解
説
　
大
槻
春
彦
　
三
〇
三
頁

『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
　
第
｝
章
　
第
二
十
三
節

田
中
　
正
司
著
　
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
』
　
未
来
社

　
　
　
　
五
十
三
頁

『
人
間
知
性
論
』
第
｝
巻
　
第
二
章
　
第
五
節

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
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『
認
識
論
　
人
間
知
性
新
論
』
　
谷
川
多
佳
子
　
工
作
舎
　
一

　
九
九
三
年

（
1
0
）
　
『
人
間
知
性
論
』
第
一
巻
　
第
二
章
　
第
一
節

　
　
以
下
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
第
一
巻
第

　
二
章
か
ら
の
引
用
と
な
り
、
節
末
に
（
第
○
章
）
と
い
う
形

　
で
、
引
用
し
た
章
番
号
を
示
す
。

（
1
1
）
　
『
人
間
知
性
新
論
』
第
一
巻
　
第
二
章
　
第
一
節

　
　
以
下
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
人
間
知
性
新
論
』
第
一
巻
第

　
二
章
か
ら
の
引
用
と
な
り
、
節
末
に
［
第
○
章
］
と
い
う
形

　
で
、
引
用
し
た
章
番
号
を
示
す
。

（
1
2
）
　
『
人
間
知
性
論
』
第
四
巻
　
第
七
章
　
第
十
節

（
1
3
）
　
『
人
間
知
性
論
』
解
説
　
大
槻
春
彦
　
三
一
四
頁

参
考
文
献

｝
o
ぎ
ピ
o
警
曾
》
づ
国
ω
ω
錯
0
8
0
臼
三
づ
σ
q
＝
⊆
ヨ
弩
⊂
巳
臼
ω
β
ロ
匹
－

冒
ひ
q
”
国
虫
8
α
9
℃
°
＝
°
Z
一
＆
一
け
9
0
臥
o
a
⊂
三
く
Φ
邑
q
甲
①
ω
゜
。
樽

6
胡

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
　
『
人
間
知
性
論
』
（
全
四
冊
）
大
槻
　
春
彦
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
㊤
週

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
　
『
認
識

論
　
人
間
知
性
新
論
』
谷
川
　
多
佳
子
訳
、
工
作
舎
、
一
〇
㊤
ω

田
中
　
正
司
　
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
』
未
来
社
、
一
㊤
謡

田
中
　
正
司
、
平
野
　
臥
　
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
』
お
茶
の
水

書
房
、
一
〇
°
。
O

ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
信
仰
・
哲
学
・
政
治
』
加

藤
　
節
訳
、
岩
波
書
店
、
一
り
゜
。
刈

北
中
正
和
『
ロ
ッ
ク
』
　
講
談
社
（
「
講
談
社
現
代
新
書
」

謡
①
）
、
一
〇
°
。
㎝

『
ロ
ッ
ク
　
ヒ
ュ
ー
ム
』
（
『
世
界
の
名
著
』
2
7
）
大
槻
　
春
彦
訳
、

中
央
公
論
社
　
一
㊤
零

野
田
　
又
夫
　
『
ロ
ッ
ク
』
（
「
人
類
の
知
的
遺
産
」
3
6
）
講
談
社
、

一
㊤
c
o
㎝


