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四
十
七 

『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
を
学
ぶ 

 

こ
の
「
蝶
の
雑
記
帳
」
は
、
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
す
試
み
で
あ
る
。
何
か
テ

ー
マ
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
て
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
だ
が
、
考
え
違
い
を
し
、
浅
く
て
部
分
的
な
議
論
し
か

で
き
な
い
な
ど
、
数
多
く
の
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
。
ま
あ
、
自
分
の
身
の
丈
に
合
っ
た
こ
と
し
か
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
試
み
を
す
る
の
は
、
未
熟
な
果
実
で
も
穫
り
入
れ
る
園
丁
が
、
成
果
の
な

い
思
索
だ
と
し
て
も
そ
れ
を
書
き
つ
づ
る
作
業
を
加
え
て
、
日
々
の
生
活
を
整
え
て
過
ご
す
た
め
だ
。
書

き
記
す
の
に
、
見
か
け
が
よ
い
よ
う
に
形
を
つ
く
ろ
っ
た
り
し
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
は
、
ま
と
ま
り
の
な

い
も
の
は
、
自
問
の
形
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
り
す
る
。 

  

さ
て
、
「
蝶
の
雑
記
帳
三
十
九
」
に
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
講
演
録
『
我
々
は
ど
の
よ
う
な
生
き
物
な
の

か
』
に
導
か
れ
て
考
え
た
こ
と
を
記
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ア
マ
ゾ
ン
の
レ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
の
一
人
が
彼
の
言

語
論
を
と
て
も
手
厳
し
く
批
評
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
と
ま
ど
っ
た
。
わ
た
し
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

の
構
想
が
認
識
論
の
構
え
に
関
係
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
た
。
こ
の
理
解
が
必
ず
し
も
彼
の
「
生
成

文
法
論
」
の
一
般
的
な
位
置
づ
け
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
を
、
別
の
書
物
『
文
化
進
化
論
』
を
読
ん
で
知
っ
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た
。
そ
の
こ
と
は
「
蝶
の
雑
記
帳
四
十
四
」
に
書
き
と
め
て
い
る
。
激
し
い
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
批
判
を
し
た

先
の
レ
ヴ
ュ
ー
ア
ー
に
よ
っ
て
、
三
浦
つ
と
む
と
い
う
人
が
言
語
に
つ
い
て
『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
と

い
う
重
要
な
書
物
を
書
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
「
言
語
過
程
説
」
へ
の
展
開
を
川
島
正
平
と
い

う
人
が
ま
と
め
た
『
言
語
過
程
説
の
研
究
』
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
暑
く
な
っ
て
き
た
時
季

の
こ
と
で
、
「
言
語
過
程
説
」
の
概
要
を
、
一
冊
の
概
説
書
で
あ
る
『
言
語
過
程
説
の
研
究
』
で
知
ろ
う

と
思
っ
た
。
古
本
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
そ
の
書
物
に
一
万
円
を
超
え
る
高
値
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
び

っ
く
り
し
、
図
書
館
で
借
り
て
読
ん
だ
。 

 

川
島
正
平
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
を
「
人
間
の
頭
の
中
に
あ
る
観
念
的
な
記
号
の
体
系
」
と
し
た
の

に
対
し
て
、
時
枝
誠
記
が
言
語
の
「
表
現
行
為
お
よ
び
理
解
行
為
」
に
注
目
す
る
見
方
を
提
出
し
た
の
を

受
け
て
、
三
浦
つ
と
む
が
、
観
点
を
広
げ
、
言
語
を
、
「
対
象
」
を
「
認
識
」
し
て
「
表
現
」
す
る
一
連

の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
理
論
に
発
展
さ
せ
た
、
と
整
理
す
る
。
わ
た
し
は
、
近
代
言
語
学
を
開
始
し
た

人
に
、
日
本
の
研
究
者
が
独
自
の
言
語
論
で
対
抗
し
た
こ
と
を
喜
ん
だ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一
般
言
語

学
講
義
』
と
時
枝
誠
記
の
『
国
語
学
言
論
』
を
読
ん
だ
記
憶
も
薄
れ
て
い
て
、
論
点
を
具
体
的
に
比
較
し

て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
が
強
く
響
く
そ
の
記
述
に
対
し
て
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
講
義
録
」
は
、
多
く
の
優
れ
た
考
察
を
含
ん
で
い
て
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
言
語
の
分
節
論
が
「
構
造
主
義
」
ま
で
生
み
出
し
た
の
だ
か
ら
、
『
一
般
言
語
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学
講
義
』
を
一
概
に
批
判
す
る
だ
け
で
事
は
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
と
も
か
く
大
局
的
に
観
る

と
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
「
言
語
」
を
限
定
し
て
個
別
科
学
に
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
時
枝
誠
記
は
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
二
次
的
な
課
題
と
し
た
主
体
の
表
現
行
為
な
ど
を
論
じ
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
不
備

を
衝
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
そ
し
て
三
浦
つ
と
む
は
、
言
語
の
背
後
に
あ
っ
て
言
語

を
支
え
る
認
識
に
踏
み
込
み
、
さ
ら
に
、
言
語
が
外
在
化
す
る
表
現
の
過
程
ま
で
考
察
し
て
、
言
語
の
欠

か
せ
な
い
要
素
を
網
羅
し
た
言
語
基
礎
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

『
言
語
過
程
説
の
研
究
』
に
物
足
り
な
か
っ
た
わ
た
し
は
、
『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
に
直
接
当
た
る

必
要
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、
硬
派
の
議
論
に
と
り
組
ん
で
旱
の
夏
に
汗
を
か
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

  
 

 
 

 

＊ 
 

 

＊ 

 

三
浦
つ
と
む
著
『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
は
三
部
構
成
で
あ
る
。
補
遺
で
あ
る
第
三
部
ま
で
手
が
回
ら

ず
、
第
一
部
と
第
二
部
を
読
ん
だ
。
「
ま
え
が
き
」
に
著
者
の
基
本
的
な
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

―
―
ま
ず
、
大
き
な
観
点
か
ら
言
語
の
本
質
を
考
え
る
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
「
言
語
を
さ
ま
ざ
ま
な
表

現
の
中
の
一
種
類
と
と
ら
え
、
表
現
一
般
は
他
の
人
間
と
精
神
的
な
交
通
を
行
お
う
と
し
て
生
ま
れ
る
こ

と
」
を
指
摘
し
、
そ
の
「
交
通
」
で
は
「
精
神
的
と
物
質
的
、
個
人
的
と
社
会
的
な
ど
の
対
立
し
た
両
側



4 

面
が
む
す
び
つ
き
、
か
ら
み
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
」
、
ま
た
、
「
認
識
は
言
語
に
と
っ
て
直
接
の
基
盤

で
、
言
語
規
範
も
認
識
の
一
形
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
た
言
語
の
側
か
ら
規
定
さ
れ
る
」
と
、
言
語

と
認
識
さ
ら
に
表
現
の
「
深
く
多
面
的
な
関
係
」
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著

者
の
立
場
あ
る
い
は
方
法
は
、
「
世
界
を
複
合
的
で
過
程
的
な
で
き
ご
と
と
し
て
と
ら
え
る
」
唯
物
弁
証

法
で
あ
る
。
三
浦
は
、
そ
れ
を
言
語
の
理
論
的
研
究
に
適
用
し
て
、
認
識
の
成
立
か
ら
表
現
に
い
た
る
過

程
的
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
だ
と
言
う
。
認
識
と
表
現
に
つ
い
て
は
、
「
言
語
・
映
画
・
音
楽
な

ど
は
い
ず
れ
も
作
者
の
心
の
摸
像
で
あ
り
、
心(

す
な
わ
ち
認
識)

に
対
す
る
摸
像(

す
な
わ
ち
表
現)

を
そ

の
む
す
び
つ
き
に
お
い
て
正
し
く
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
切
り
は
な
す
こ
と
も
混
同
す
る
こ
と

も
と
も
に
あ
や
ま
り
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
言
語
表
現
以
前
に
頭
の
中
に
存
在
し

て
い
る
の
は
、
語
法
・
文
法
を
規
定
し
た
言
語
規
範
と
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
自

体
は
言
語
で
も
何
で
も
な
い
」
と
い
う
判
断
を
表
明
す
る
。
―
― 

 

三
浦
は
、
言
語
を
「
認
識
と
表
現
」
の
広
い
枠
組
み
の
中
で
考
察
す
る
。
そ
う
い
う
枠
組
み
は
そ
れ
ま

で
の
言
語
の
理
論
で
そ
れ
ほ
ど
意
識
的
に
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
言
語
を
新
し
い
切
り

口
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
創
見
が
彼
を
と
て
も
有
利
な
立
場
に
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
表
現
以
前
に
頭
の
中
に
あ
る
も
の
は
言
語
で
も
何
で
も
な
い
」
と
言
い
切
る
文
は
強
す
ぎ
て
、
わ
た
し

は
疑
問
に
思
う
。
言
語
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
言
語
学
を
立
ち
上
げ
る
た
め
言
語
に
限
定
的
な
定
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義
を
与
え
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
出
発
点
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
が
つ
い
て
ま
わ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
言
語
学
と
の
統
合
を
妨
げ
る
だ
ろ
う
。 

  

第
一
章
は
「
認
識
論
と
矛
盾
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
第
一
節
「
認
識
論
と
言
語
学
と
の
関
係
」
は
、 

精
神
活
動
に
関
す
る
学
問
が
い
ま
だ
に
哲
学
と
名
の
る
も
の
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
で

始
ま
り
、
そ
の
原
因
が
認
識
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
理
論
を
持
た
な
い
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

「
言
語
は
話
し
手
や
書
き
手
の
頭
の
中
に
ま
ず
訴
え
よ
う
と
す
る
思
想
や
感
情
が
成
立
し
、
そ
れ
か
ら
音

声
や
文
字
を
創
造
す
る
活
動
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
言
語
学
に
と
っ
て
必
要
な
認
識
論
を
述

べ
始
め
る
。
わ
た
し
は
、
書
物
の
表
題
か
ら
、
い
く
ら
か
認
識
論
が
展
開
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
認
識
は
現
実
の
世
界
の
映
像
で
あ
り
模
写
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
の
方
に
あ
る
だ

け
で
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
に
達
す
る
か
と
い
う
理
論
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
著
者
が
、

認
識
論
は
唯
物
弁
証
法
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
物
論
的
「
反
映
論
」
が
そ
の
認
識
論
だ
と
考

え
て
い
る
か
ら
の
よ
う
だ
。
第
一
部
全
体
が
「
認
識
の
発
展
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
論
述
さ
れ
る
の
に
、

期
待
し
た
よ
う
な
認
識
の
仕
組
み
や
認
識
の
道
筋
は
考
察
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
部
の
「
言
語

の
理
論
」
で
も
、
認
識
か
ら
言
語
が
生
み
出
さ
れ
る
機
序
も
十
分
に
は
議
論
さ
れ
な
い
。
わ
た
し
は
、「
反

映
論
」
を
知
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
処
理
の
仕
方
に
不
満
だ
っ
た
。
「
反
映
論
」
の
書
物
を
探
し
て
み
て
も
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適
当
な
も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
。
ど
う
も
、
認
識
論
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
し
て
み
せ
る
「
反
映
論
」

の
論
述
は
な
い
ら
し
い
。 

 
代
わ
り
に
、
言
語
に
関
連
す
る
認
識
論
的
に
重
要
な
概
念
が
、
唯
物
弁
証
法
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唯
物
弁
証
法
は
体
系
的
な
知
識
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
唯
物
論
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
観

念
論
的
な
部
分
を
削
り
取
っ
た
弁
証
法
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
学
習
用
の
教
科
書
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
っ
か
り
し
た
論
述
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
物
の
中
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
唯
物
弁
証
法
は
、

具
体
的
な
問
題
に
対
面
し
て
運
用
す
べ
き
原
理
か
方
法
に
近
い
。
『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
の
論
述
が
あ

の
よ
う
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
唯
物
弁
証
法
の
そ
の
性
質
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
三
浦
つ
と
む
の
唯
物
弁

証
法
は
熟
練
を
積
ん
だ
優
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
を
あ
る
程
度
か
じ
っ

た
こ
と
の
あ
る
わ
た
し
は
、
修
得
に
雲
泥
の
差
が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
書
物
で
は
エ
ン
ゲ
ル

ス
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
が
、
著
者
が
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
読
み
込
ん
で
自
分
の
も
の
に
し
て

い
る
こ
と
が
論
述
に
現
わ
れ
て
い
る
。
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
多
く
の
注
目
す
べ
き
文
章
に
出
会
う
。 

  

第
一
節
の
「
認
識
は
現
実
の
世
界
の
映
像
で
あ
り
模
写
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
あ
る
第
二
段
落
に
、

人
間
の
生
活
が
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
交
通
関
係
を
む
す
ぶ
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
、
註
に
、
マ
ル
ク
ス
の
含
蓄
あ
る
言
葉
「
も
ろ
も
ろ
の
個
人
は
、
た
し
か
に
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
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も
相
互
に
つ
く
り
合
う
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
あ
い
だ
の
「
交
通
関
係
」
は
一
般
的
な
事
実
を

述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
い
て
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
が
認
識
と
言
語
を
生
み
出
す
本
質

的
な
契
機
で
あ
る
。
三
浦
は
、
人
間
が
、
「
精
神
的
交
通
関
係
を
む
す
ん
で
、
他
の
人
間
の
認
識
を
自
己

の
頭
に
受
け
と
め
た
り
自
己
の
認
識
を
他
の
人
間
に
伝
え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、
そ
れ
を
言
語
に

よ
っ
て
実
行
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
交
通
関
係
に
よ
っ
て
、
「
認
識
が
さ
ら
に
広
く
深
く

な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
「
人
間
の
認
識
は
社
会
的
な
も
の
」
に
な
る
こ
と
も
言
い
忘
れ
な
い
。 

あ
と
の
方
で
も
、
「
認
識
が
成
立
し
て
か
ら
言
語
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
と
る
以
上
、
認
識
は
言

語
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
言
語
の
ほ
う
か
ら
も
ま
た
認
識
の
あ
り
か
た
を
規
定

し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
相
互
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
で
認
識
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に

は
言
語
に
つ
い
て
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
実

の
言
語
の
あ
り
方
を
反
省
し
、
交
通
関
係
を
む
す
ぶ
手
段
で
あ
る
音
声
言
語
と
文
字
言
語
に
ふ
れ
、
言
語

の
背
後
に
人
間
の
認
識
が
ひ
そ
ん
で
い
て
さ
ら
に
現
実
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
述
べ
て
、

「
言
語
を
理
解
す
る
に
は
こ
の
過
程
的
構
造
を
正
し
く
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
課
題
を
表
明
す

る
。
最
初
の
三
つ
の
段
落
に
、
言
語
基
礎
論
の
骨
子
が
構
想
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

を
深
く
耕
せ
ば
「
認
識
と
言
語
」
の
認
識
が
深
ま
る
だ
ろ
う
、
と
わ
た
し
も
思
う
。 

 

三
浦
は
、
「
言
語
学
の
確
立
に
は
ど
う
し
て
も
認
識
論
の
援
助
を
必
要
と
し
、
も
し
認
識
論
が
あ
や
ま
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っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
依
存
し
た
場
合
に
は
、
言
語
学
の
直
接
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
存
在

を
あ
や
ま
っ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
学
も
ま
た
あ
や
ま
っ
た
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
」

と
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
言
語
学
の
現
状
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
だ
も
の
で
な
い
と
判
定
し
、
「
な
ぜ
・
い
か

に
し
て
・
単
語
を
構
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
」
が
、
「
人
間
の
認
識
構
造
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ

て
い
る
」
か
ら
、
現
在
の
文
法
論
の
対
立
を
検
討
す
る
に
も
正
し
い
認
識
論
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
と
こ

ろ
が
、
肝
心
の
認
識
論
に
つ
い
て
は
、
「
認
識
の
科
学
も
、
科
学
者
の
手
に
よ
っ
て
一
つ
の
個
別
科
学
と

し
て
体
系
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
認
識
論
の
現
在
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
の

議
論
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
議
論
は
哲
学
批
判
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
流
れ
を
く
む
学
派
や
論
理
実

証
主
義
者
の
記
号
論
も
、
正
し
い
認
識
論
で
は
な
い
不
可
知
論
な
い
し
観
念
論
の
立
場
に
立
ち
不
純
だ
と

す
る
。
俗
流
唯
物
論
者
や
自
称
マ
ル
ク
主
義
者
の
議
論
も
、
練
達
の
唯
物
弁
証
法
の
鋭
い
眼
を
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
、
第
一
章
第
一
節
は
、
「
言
語
学
の
建
設
へ
と
す
す
む
た
め
に
は
、
ま
ず
認

識
論
を
哲
学
か
ら
脱
皮
さ
せ
る
こ
と
が
先
決
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。 

  

先
ほ
ど
の
「
認
識
の
科
学
も
、
科
学
者
の
手
に
よ
っ
て
一
つ
の
個
別
科
学
と
し
て
体
系
化
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
個
別
科
学
と
し
て
の
認
識
の
研
究
が
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
言
う

の
だ
ろ
う
か
、
「
認
識
の
発
展
を
論
述
す
る
」
と
さ
れ
る
第
一
部
は
、
こ
れ
以
後
、
認
識
論
を
体
系
的
に
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記
述
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
認
識
論
を
哲
学
か
ら
脱
皮
さ
せ
る
先
決
問
題
」
の
解
決
が
、
認
識
や
言
語

に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
や
概
念
を
唯
物
弁
証
法
で
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

言
語
論
の
展
開
に
必
要
な
観
点
や
概
念
な
ど
を
整
理
し
て
、
第
二
部
へ
の
準
備
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
せ
っ
か
ち
な
わ
た
し
は
、
そ
の
論
述
が
言
語
学
へ
の
準
備
と
し
て
は
手
の
広
げ
す
ぎ
だ
と
感
じ
た
。

第
四
章
で
は
パ
ブ
ロ
フ
理
論
と
フ
ロ
イ
ト
理
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
心
理
や
意
識
が
認
識
に
関
わ
る

重
要
な
こ
と
が
ら
だ
と
し
て
も
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
不
十
分
な
理
論
の
批
判
に
第
一
部
の
三
分
の
一
も
費

や
す
必
要
が
あ
っ
た
か
疑
問
に
思
う
。
第
二
章
「
科
学
・
芸
術
・
宗
教
」
と
第
三
章
「
規
範
の
諸
形
態
」

も
、
認
識
と
表
現
の
重
要
な
諸
側
面
と
言
語
を
貫
く
規
範
に
つ
い
て
、
大
き
な
構
え
の
中
で
論
じ
る
。
啓

発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
認
識
か
ら
言
語
へ
の
議
論
と
し
て
は
広
が
り
す
ぎ
、
要
点
を
把
握

す
る
の
に
難
が
あ
る
と
思
っ
た
。
当
た
る
を
幸
い
広
い
分
野
の
言
説
を
批
判
す
る
鋭
い
論
法
は
、
言
語
学

者
を
遠
ざ
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
部
に
は
、
第
一
章
第
三
節
の
「
人
間
の
観
念
的

な
自
己
分
裂
」
な
ど
独
自
の
お
も
し
ろ
い
論
じ
方
が
あ
る
。 

  
 

 
 

 

＊ 
 

 

＊ 

 

第
二
部
「
言
語
の
理
論
」
の
第
一
章
は
、
大
事
な
「
認
識
か
ら
表
現
へ
」
の
移
行
を
考
察
す
る
。
け
れ
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ど
も
、
こ
の
局
面
も
実
証
的
な
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
か
ら
、
議
論
は
思
弁
的
な
も
の
に
な
る
。
著
者
は
、

表
現
一
般
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
認
識
か
ら
言
語
へ
の
道
筋
を
つ
け
よ
う
と
考
察
を
進
め
る
。
「
対
象

を
認
識
す
る
場
合
に
は
対
象
の
精
神
的
な
摸
像
を
つ
く
り
出
し
、
反
映
と
よ
ば
れ
る
関
係
が
成
立
」
す
る

け
れ
ど
も
、
「
こ
れ
を
さ
ら
に
他
の
人
間
に
伝
え
る
場
合
に
は
逆
に
精
神
の
物
質
的
な
摸
像
を
つ
く
り
出

し
、
こ
れ
を
他
の
人
間
の
認
識
の
対
象
と
し
て
提
供
す
る
か
た
ち
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
こ

で
「
赤
ん
坊
で
も
、
精
神
活
動
を
肉
体
で
示
そ
う
と
す
る
」
が
、
「
そ
れ
は
、
精
神
の
あ
り
か
た
を
そ
れ

に
対
応
す
る
物
質
的
な
あ
り
か
た
に
摸
写
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
間
に
理
解
で
き
る
よ
う
表
面
化
し

た
と
い
う
意
味
で
、
表
現
と
よ
ば
れ
る
」
。
こ
れ
が
、
「
認
識
が
表
現
へ
も
た
ら
さ
れ
る
過
程
」
の
三
浦

に
よ
る
概
括
的
な
説
明
で
あ
る
。 

 

三
浦
は
、
物
質
的
な
存
在
と
な
っ
た
表
現
を
強
調
す
る
が
、
表
現
に
は
意
味
と
内
容
が
伴
い
、
「
表
現

さ
れ
た
個
々
の
語
の
内
容
に
は
規
範
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
抽
象
的
な
対
象
と
の
結
び
つ
き
が
ふ
く
ま

れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
第
二
節
か
ら
は
、
言
語
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
表
現
の
形
式
と
内
容
に
つ
い
て
、

唯
物
弁
証
法
か
ら
の
議
論
が
続
く
。
そ
の
中
で
、
「
認
識
が
、
客
観
的
な
物
質
的
な
世
界
の
、
精
神
的
な

摸
像
と
し
て
成
立
し
」
、「
表
現
が
、
主
観
的
な
精
神
的
な
世
界
の
、
物
質
的
な
摸
像
と
し
て
成
立
す
る
」

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
形
式
と
内
容
の
議
論
の
途
上
で
、
「
表
現
の
内
容
は
対
象
に
も
作
者
の
認
識
に
も

鑑
賞
者
の
認
識
に
も
存
在
せ
ず
」
、
「
内
容
は
作
品
に
存
在
す
る
」
と
い
う
結
論
が
提
出
さ
れ
る
。 
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言
語
が
貨
幣
と
似
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
第
六
節
は
精
彩
が
あ
る
。
こ
の
節
に
、
「
認
識
内
容
は
認
識

そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
媒
介
さ
れ
る
関
係
を
さ
す
」
と
い
う
重
要
な
文
が
あ
る
。
「
表
現
の
内

容
は
関
係
」
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
「
内
容
を
つ
か
む
」
の
に
、
「
関
係
を
逆
に
た
ど
っ
て
、

作
者
の
頭
の
中
の
認
識
へ
、
対
象
へ
と
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
は
ず
の
関
係
し
た
存
在
を
た
ぐ
っ
て
い
く
」

(

こ
こ
で
は
、
い
っ
た
ん
表
現
さ
れ
た
も
の
を
通
し
て
再
現
さ
れ
る
認
識
行
為
つ
ま
り
対
象
と
関
係
の
再
認
識
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
再
帰
的
な
認
識
が
あ
り
、
そ
こ
に
他
者
が
介
入
で
き
る
の
で
あ
る)

。
続
く
節
で
も
形
式
と
内

容
を
軸
に
個
別
の
話
題
を
論
じ
て
、
言
語
表
出
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
に
至
る
。
「
内
容
を
関
係
概

念
で
正
し
く
と
ら
え
れ
ば
、
表
現
形
式
を
創
造
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
声
を
出
し
た
り
文
字
を
描
い
た
り
す

る
こ
と
と
同
時
に
そ
こ
に
作
者
の
認
識
と
の
関
係
も
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
、
形
式
の
成
立
は
同
時
に
内
容

の
成
立
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
。
そ
し
て
、
言
語
に
つ
い
て
、
「
言
語
・
記
号
・
象
徴
な
ど
と
い
わ

れ
る
も
の
は
表
現
で
、
物
質
的
な
像
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
像
は
実
体
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
実
体
と
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
」
こ
と
を
念
押
し
す
る
。 

  

第
二
章
「
言
語
表
現
の
二
重
性
」
は
、
「
認
識
は
感
覚
を
出
発
点
と
し
て
意
志
に
い
た
る
立
体
的
な
構

造
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
り
、
認
識
に
意
志
が
含

ま
れ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
し
た
が
っ
て
、
表
現
が
「
客
体
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
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主
体
に
つ
い
て
の
表
現
」
に
な
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
三
浦
は
、「
こ
の
言
語
表
現
の
二
重
性
、

あ
る
い
は
言
語
で
表
現
さ
れ
る
認
識
の
二
重
性
格
の
問
題
は
、
自
分
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
批
判
的
に
指
摘

さ
れ
展
開
さ
れ
た
」
と
宣
言
す
る
。
つ
け
足
せ
ば
、
次
の
節
に
、
本
居
宣
長
が
「
言
語
表
現
に
お
け
る
意

と
事
と
言
と
の
不
可
分
関
係
」
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
て
あ
る
。
ま
た
、
言
語
表
現
は
「
自
己
創

造
的
で
あ
る
と
と
も
に
摸
写
で
も
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。 

  

続
い
て
、
表
現
の
構
造
に
つ
い
て
の
議
論
に
入
り
、
以
下
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
る
。
「
言
語
お
よ

び
記
号
は
、
絵
画
の
よ
う
に
感
覚
な
い
し
直
感
を
忠
実
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
概
念
な
い
し
普
遍
的

な
認
識
を
直
接
に
表
現
す
る
」
。「
言
語
表
現
は
、
規
範
に
よ
っ
て
表
現
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
性
」

を
も
ち
、
「
そ
の
規
範
は
社
会
的
に
成
立
」
し
て
い
る
。
三
浦
は
、
先
に
「
表
現
以
前
に
頭
の
中
に
あ
る

も
の
は
言
語
で
も
何
で
も
な
い
」
と
言
っ
た
が
、
「
言
語
は
音
声
あ
る
い
は
文
字
と
し
て
存
在
す
る
が
、

物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
音
声
あ
る
い
は
文
字
そ
れ
自
体
が
言
語
な
の
で
は
な
い
」
と
も
言
う
。
そ
し
て
、

唯
物
論
の
立
場
を
、
「
言
語
は
表
現
で
あ
っ
て
、
表
現
活
動
そ
れ
自
体
で
は
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉

を
置
い
て
、
「
表
現
活
動
が
物
理
的
存
在
に
対
象
化
さ
れ
て
そ
こ
に
表
現
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
言
い
方
で
貫
こ
う
と
す
る
。 

 

い
よ
い
よ
言
語
の
本
質
的
な
性
格
が
示
さ
れ
る
。
言
語
は
、
「
対
象
を
と
ら
え
る
と
き
、
『
一
般
化
』
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し
て
表
象
と
し
て
か
ら
概
念
化
す
る
な
り
、
あ
る
い
は
直
接
に
『
普
遍
相
』
を
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
な

り
し
て
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
」
。
言
語
は
概
念
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
「
概
念
以
前
の
対
象

や
認
識
の
あ
り
か
た
の
差
異
は
表
現
の
向
こ
う
側
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
て
、
聞
き
手
や
読
み
手
が
言
語
表

現
か
ら
直
接
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
す
べ
て
話
し
手
や
書
き
手
の
概
念
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
」
。
そ
し
て
今
度
は
、
「
概
念
と
よ
ば
れ
る
認
識
」
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
「
感

覚
や
表
象
を
通
じ
て
成
立
し
た
概
念
は
、
感
性
的
な
認
識
と
切
り
は
な
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感

性
的
な
認
識
と
関
係
な
く
運
動
で
き
る
」
こ
と
、
「
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
概
念
の
相
対
的
な
独
立
を
利
用

し
て
、
概
念
を
頭
の
中
で
運
用
し
て
思
惟
で
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
思
惟
と
い
う
人
間
の
認
識

の
中
心
的
な
働
き
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
「
概
念
の
運
用
の
た
め
に
は
概
念
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
を
人
間
は
現
実
の
世
界
の
事
物
の
区
別
の
方
法
を
適
用
し
て
遂
行
す
る
」
。
す
な
わ
ち
、

「
超
感
性
的
な
概
念
に
言
語
と
い
う
手
が
か
り
を
与
え
て
」
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
区
別
は
、

「
事
物
に
お
け
る
普
遍
性
を
見
つ
め
て
対
象
を
類
的
存
在
に
お
い
て
概
念
と
し
て
と
ら
え
、
音
声
や
文
字

を
種
類
と
す
る
類
的
創
造
に
お
い
て
表
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
種
類
と
し
て
の
普
遍
的
な

側
面
が
言
語
と
し
て
の
表
現
だ
か
ら
、
そ
れ
は
対
象
の
感
性
的
な
か
た
ち
か
ら
い
く
ら
で
も
遊
離
で
き

る
」
。
そ
う
し
て
、
「
表
現
の
か
た
ち
と
概
念
の
感
性
的
な
手
が
か
り
と
の
あ
い
だ
に
相
互
関
係
が
成
立

し
発
展
し
た
」
の
で
あ
る
。 
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第
二
章
で
は
さ
ら
に
、
言
語
表
現
に
非
言
語
的
表
現
が
伴
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
客
体
的
表

現
と
主
体
的
表
現
と
の
差
を
日
本
語
に
む
す
び
つ
け
た
興
味
深
い
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の

鈴
木
朖(

あ
き
ら)

と
い
う
人
か
ら
時
枝
誠
記
へ
と
受
け
継
が
れ
た
「
詞
」
と
「
辞
」
を
分
類
す
る
論
、
す

な
わ
ち
、
「
て
に
を
は
」(

辞)

が
名
詞
な
ど
事
物
を
表
わ
す
詞
と
異
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
三
浦
は
、

こ
の
論
を
発
展
さ
せ
て
、
詞
は
客
体
的
表
現
を
担
う
言
葉
で
、
辞
は
主
体
的
表
現
を
行
な
う
た
め
の
言
葉

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
時
枝
誠
記
の
言
う
日
本
語
に
特
徴
的
な
「
詞
＋
辞
」
の
構
造
を
明
快
に

分
析
し
て
み
せ
る
。
こ
の
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
は
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
が
癒
着
し
て
い
る
の

に
対
し
、
日
本
語
の
方
が
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
を
よ
く
区
別
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

指
摘
は
、
日
本
語
を
使
っ
て
考
え
る
わ
た
し
を
大
い
に
啓
発
し
て
く
れ
た
。 

  

さ
て
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
書
物
を
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
記
述
が
抜
粋
ば
か
り
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
か
な
か
骨
の
折
れ
る
仕
事
で
、
抜
け
落
ち
た
論
点
が
多
い
に
ち
が
い
な
い
。
言
語

学
に
入
っ
て
か
ら
も
こ
れ
を
続
け
る
の
は
お
も
し
ろ
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
わ
た
し
の
主
な
関
心
は
、

認
識
と
言
語
の
基
礎
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
唐
突
だ
が
、
言
語
学
の
具
体
的
な

問
題
に
議
論
の
重
心
が
移
る
こ
れ
以
後
の
部
分
は
端
折
る
こ
と
に
し
よ
う
。 
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感
想 

 

『
認
識
と
言
語
の
理
論
』
の
本
の
帯
に
は
、
「
正
し
い
認
識
論
を
も
た
な
い
限
り
、
言
語
論
は
無
価
値

で
、
多
く
の
害
悪
を
流
す
」
と
書
い
て
あ
る
。
た
し
か
に
「
認
識
と
言
語
」
に
つ
い
て
一
般
的
か
つ
重
要

な
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
書
物
は
、
わ
た
し
の
期
待
し
た
よ
う
な
認
識
論
と
言
語
へ
の

関
連
を
十
分
提
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
期
待
と
は
、
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
こ
か
ら
の
言
語
生
成

の
機
構
、
さ
ら
に
言
語
か
ら
認
識
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど
を
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
近
代
の
認
識
論
の
出
発
点
に
な
っ
た
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
不
可
知
論
と
し
て
切
り

捨
て
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
る
姿
勢
を
も
た
な
い
。
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
言
語
規
範
の
社
会
性
に
注
目
し

て
、
認
識
に
あ
る
論
理
構
造
と
対
応
す
る
言
語
の
論
理
構
造
と
の
議
論
が
足
り
な
い
よ
う
に
思
う
。
半
世

紀
も
前
に
書
か
れ
た
書
物
だ
か
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
唯
物
論
と
言
い
な
が
ら
、
頭
の
中
の

脳
の
作
用
に
ま
で
考
え
を
及
ぼ
そ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
著
書
の
主
眼
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 

わ
た
し
の
欲
張
り
な
関
心
は
、
「
認
識
と
言
語
」
に
つ
い
て
今
言
っ
た
こ
と
を
含
ん
で
ま
と
ま
り
の
あ

る
理
解
を
求
め
て
い
る
。
お
り
お
り
ま
た
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
六
年
、
十
一
月 
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