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一
八
九
三
年
、『
人
間
知
性
研
究
』
と
『
道
徳
原
理
研
究
』
を
収
め
た
（
か
つ
て
の
）
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
を
編
集
し
た
セ
ル
ビ
ー
・

ビ
ッ
グ
は
、
そ
れ
に
「
編
者
に
よ
る
序
論
」
を
付
し
、
そ
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
著
作
は
多
大
な
警
戒
心
を
持
ち
な
が
ら
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
書
物
の
頁
、
と
り
わ
け
『
人
間
本

性
論
』
の
頁
に
は
、
あ
ま
り
に
た
く
さ
ん
の
内
容
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
彼
は
あ
ま
り
に
多
く
の
異
な
っ
た
事
柄
を
あ
ま
り
に
多
く
の

異
な
っ
た
仕
方
と
異
な
っ
た
文
脈
で
言
っ
て
お
り
、
し
か
も
彼
は
以
前
に
言
っ
た
こ
と
に
は
あ
ま
り
に
無
関
心
で
あ
る
た
め
に
、
あ

れ
こ
れ
特
定
の
教
説
を
彼
が
教
え
た
と
か
教
え
な
か
っ
た
と
か
確
信
し
て
言
う
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
の
で
あ
る
。［
…
…
］
こ

の
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
ど
ん
な
哲
学
で
も
見
つ
け
出
す
こ
と
が
簡
単
に
で
き
る
し
、
あ
る
言
明
を
別
の
言
明
に
ぶ
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
何
も
見
つ
け
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
簡
単
に
で
き
る
の
で
あ
る
。（Selby-Bigge 1975, p. vii

）

た
し
か
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
感
慨
を
少
な
く
と
も
一
度
は
抱
い
た

経
験
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
と
い
う
哲
学
者
は
、
そ
の
正
体
を
捕
ま
え
た
と
思
っ
た
ら
、
次
の
瞬
間
に
は
ま
っ
た
く
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異
な
っ
た
姿
で
現
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
と
呼
べ
る
も
の
な
ん
て
実
際
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

　

本
書
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
主
著
『
人
間
本
性
論
』（
第
一
巻
・
第
二
巻
は
一
七
三
九
年
、
第
三
巻
は
一
七
四
〇
年
に
匿
名
出

版
）
で
展
開
し
た
哲
学
を
、
全
体
と
し
て
整
合
的
な
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
解
で
き
る
よ
う
な
解
釈
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
書
の
解
釈

を
提
示
す
る
際
と
く
に
念
頭
に
あ
る
の
は
、
こ
こ
一
世
紀
以
上
に
渡
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
解
釈
論
争
の
中
心
で
あ
り
続
け
て
き
た
問
題

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
懐
疑
主
義
者
だ
っ
た
の
か
自
然
主
義
者
だ
っ
た
の
か

─
。

　

研
究
者
の
間
で
は
も
は
や
周
知
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
争
の
来
歴
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
は
、

基
本
的
に
は
ロ
ッ
ク
が
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
創
始
し
た
経
験
主
義
の
理
論
枠
組
み
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
自
身
の
観
念
説

（theory of ideas

）
は
、
ボ
イ
ル
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
世
界
観
を
受
け
継
い
で
微
小
粒
子
の
離
散
集
合
か
ら
な
る
物
質
世
界
を
想
定
し
た
う

え
で
、
我
々
が
そ
の
物
質
世
界
を
我
々
の
精
神
に
お
け
る
観
念
を
通
じ
て
い
か
に
認
識
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
説
に
懐
疑
主
義
へ
通
じ
る
道
を
見
て
取
っ
た
僧
正
の
バ
ー
ク
リ
は
、
神
の
存
在
を
証
明
す
る
と

同
時
に
、
常
識
的
な
知
識
を
確
保
す
る
と
い
う
神
学
的
な
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
、『
人
知
原
理
論
』
を
著
す
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ッ

ク
が
設
け
た
「
一
次
性
質
」
と
「
二
次
性
質
」
の
区
別
は
抽
象
観
念
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
不
可
解
な
も
の
と
な
る
と
い
う
議
論
に
よ
っ

て
、
外
界
の
物
体
の
存
在
を
否
定
す
る
大
胆
な
「
物
質
否
定
論
（im

m
aterialism

）」
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
い
よ
い
よ
ヒ
ュ
ー

ム
が
登
場
す
る
準
備
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。
二
十
過
ぎ
と
い
う
若
さ
で
『
人
間
本
性
論
』
を
著
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
説
に

対
す
る
バ
ー
ク
リ
の
批
判
の
多
く
を
踏
襲
し
た
が
、
同
時
に
バ
ー
ク
リ
の
体
系
に
理
論
的
な
不
徹
底
を
見
る
。
バ
ー
ク
リ
は
、
一
方
で
は

彼
が
ロ
ッ
ク
の
物
質
か
ら
取
り
去
っ
た
因
果
的
力
能
を
、
他
方
で
は
人
間
精
神
や
神
へ
と
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
性
と
い
う
も
の
を
正
し
く
考
察
し
て
み
れ
ば
、
物
体
に
因
果
的
力
能
を
発
見
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
大

小
の
精
神
に
も
因
果
的
力
能
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
体
系
に
お
い
て
は
、
物
体
が
消
滅
し
た
の
と
同
じ

よ
う
に
精
神
も
消
失
し
、
後
に
は
た
だ
「
知
覚
の
集
ま
り
」
だ
け
が
残
さ
れ
る
。

　

い
ま
記
述
し
た
よ
う
な
理
解
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
あ
る
側
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
と
し
て
は
優
れ
た
解
釈
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
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そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
生
前
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
常
識
学
派
の
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
が
激
し
く
糾
弾
し
た
「
懐
疑
主
義
者
」

ヒ
ュ
ー
ム
の
姿
で
あ
る
（Reid 2000

［originally published 1764

］）
1
（

）。
こ
の
よ
う
な
「
懐
疑
主
義
」
解
釈
は
、
二
十
世
紀
ま
で
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
存
続
す
る
。
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
ド
イ
ツ
観
念
論
」
を
学
び
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
（British Idealism

）」

を
最
盛
期
に
導
い
た
哲
学
者
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
は
、
一
八
八
二
年
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
集
を
編
纂
し
た
際
に
長
い
「
序
論
」
を
著
し
て

ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
を
攻
撃
し
た
が
、
エ
ア
ー
が
言
う
に
は
、
そ
の
内
容
は
「
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

い
」（A

yer 1970, p. 25

）。
ラ
ッ
セ
ル
の
『
西
洋
哲
学
史
』
に
お
い
て
も
、
経
験
論
哲
学
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
よ
っ
て
「
袋
小
路

（dead end

）」
へ
と
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
彼
は
ロ
ッ
ク
と
バ
ー
ク
リ
の
経
験
哲
学
を
そ
の
論
理
的
結
論
ま
で
発
展
さ

せ
、
そ
れ
を
自
己
矛
盾
し
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
じ
が
た
い
も
の
に
し
た
」（Russell 2004

［originally published 

1946

］, p.  600

）。
こ
の
よ
う
に
長
い
間
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
非
常
に
破
壊
的
な
哲
学
者
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
言
葉
が
出
る
よ
り
以
前
、
す
で
に
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
が
、
ま
ず
一
九
〇
五
年
の
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主

義
」
と
い
う
記
念
碑
的
論
文
（Sm

ith 1905
）
で
、
そ
し
て
、
一
九
四
一
年
の
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
』（Sm

ith 2005

）

と
い
う
大
著
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
破
壊
的
で
は
な
い
独
自
の
積
極
的
な
見
解
を
持
っ
た
哲
学
者
と
し
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
魅
力
的
な

ヒ
ュ
ー
ム
像
を
提
示
し
て
い
た
。
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
チ
ス
ン
ら
い
わ
ゆ
る
道
徳
感
情
学
派
の
教
説
を
理
論
哲
学
の
領
域
に

ま
で
敷
衍
し
、「
人
間
本
性
に
関
す
る
純
粋
に
自
然
主
義
的
な
理
解
を
、
理
性
の
感
情
と
本
能
へ
の
完
全
な
従
属
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
る

こ
と
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
の
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
」（Sm

ith 1905, p. 150

）。
人
間
の
理
性
は
情
念
と
本
能
へ
完
全
に
従
属
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
教
説
の
真
実
性
を
鮮
や
か
に
提
示
す
る
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
懐
疑
主
義
を
活
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
理
性
と
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
情
念
に
奉
仕
し
従
う
ほ
か
に

は
何
の
役
割
を
主
張
す
る
こ
と
も
け
っ
し
て
で
き
な
い
」（T

 2.3.3.4

）
と
主
張
し
て
い
る
。
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の

通
念
に
反
し
て
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
我
々
の
価
値
判
断
だ
け
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
事
実
判
断
に
お
い
て
も
感
情
と
本

能
と
が
理
論
理
性
に
優
越
す
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
懐
疑
論
を
提
示
す
る
意
図
は
、
む
し
ろ
、
理
性
的
懐
疑
に
よ
っ
て
は
破
壊
さ
れ
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な
い
「
自
然
的
信
念
（natural belief

）」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
理
性
に
対
す
る
我
々
の
実
践
の
優
位
性
を

証
明
す
る
こ
と
に
あ
る）

2
（

。「
自
然
的
信
念
」
と
は
、
我
々
が
自
ら
の
実
践
に
お
い
て
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
諸
信
念
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
は
人
間
本
性
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
「
自
然
主
義
者
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

ど
ち
ら
が
本
当
の
ヒ
ュ
ー
ム
な
の
か
。「
懐
疑
主
義
」
解
釈
の
擁
護
者
た
ち
は
、「
自
然
主
義
」
解
釈
の
説
明
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
を

無
害
な
も
の
と
す
る
に
は
不
十
分
だ
と
反
論
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
自
然
主
義
」
解
釈
の
擁
護
者
た
ち
は
、
な
ぜ
ヒ
ュ
ー
ム
が

提
示
す
る
懐
疑
論
は
本
当
の
懐
疑
論
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
懐
疑
論
が
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
に
よ
っ
て
解
消
さ

れ
る
の
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
が
二
十
世
紀
の
初
頭
に
そ
の
引
き
金
を
引
い
て
勃
発
し
た
論
争
は
、
そ
れ
以

来
一
世
紀
以
上
に
渡
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
に
お
い
て
は
避
け
て
通
れ
な
い
難
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
論
争
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
最
初
に
引
用
し
た
セ
ル
ビ
ー
・
ビ
ッ
グ
の
言
葉
が
真
実
の
一
端
を
突
い
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
の
論
争
が
い
つ
ま
で
も
絶
え
間
な
く
継
続
し
て
き
た
理
由
は
、
お
も
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
述

の
独
特
の
複
雑
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
セ
ル
ビ
ー
・
ビ
ッ
グ
に
倣
っ
て
思
い
切
っ
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
自
然
主
義
」
解
釈
も
「
懐

疑
主
義
」
解
釈
も
（
あ
る
い
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
も
）、
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
述
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
有
利
な
見
か
け
上
の
「
証
拠
」

を
い
く
ら
で
も
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

3
（

。
た
だ
し
、
私
は
は
っ
き
り
と
言
っ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー

ム
の
哲
学
が
哲
学
探
究
と
い
う
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
失
念
し
て
、
個
々
の
議
論
の
文
脈
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
な
く

解
釈
で
き
る
と
思
っ
て
し
ま
う
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
は
、「
以
前
に
言
っ
た
こ
と
に
は
あ
ま
り
に
無
関
心
」
で
、
あ
か
ら

さ
ま
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
平
気
だ
っ
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
う
見
え
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
探
究
が
次
の
段
階
に
達

し
て
い
る
こ
と
を
読
者
が
見
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
論
争
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
の
文
脈
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
し

て
い
け
ば
、
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

本
書
で
提
示
さ
れ
る
解
答
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
私
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
然
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
つ
も
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り
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
し
か
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
懐
疑
主
義
（scepticism

）」
と
い
う
言
葉
は
用
い
た
が
、「
自
然
主
義
（natural-

ism
）」
と
い
う
言
葉
は
自
ら
は
用
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
自
然
主
義
者
と
呼
び
得
る
十
分
な
理
由
は
存
在
す
る
。
た
だ
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
は
、
私
が
「
人
間
本
性
主
義
」
と
「
方
法
論
的
自
然
主
義
」
と
呼
ぶ
も
の
に
区
別
し
て
理
解
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
い
。

と
り
あ
え
ず
簡
単
に
説
明
す
る
と
、「
人
間
本
性
主
義
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
探
究
さ
れ
る
対
象
は
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
本
性
で
あ
る
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
「
方
法
論
的
自
然
主
義
」
と
は
、『
人
間
本
性
論
』
に
「
実
験
的
推
理
法
を
精
神
の
諸
問
題
に
導
入
す

る
試
み
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
考
え
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
精
神
の
働
き
を
因
果
関
係
に

よ
っ
て
把
握
で
き
る
限
り
に
お
い
て
十
全
に
解
明
し
よ
う
と
い
う
方
法
論
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
前
者
の
「
人
間
本
性
主
義
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
言
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
本
性
を
探
究
す
る

「
人
間
の
学
（science of m

an
）」
を
企
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
論
理
学
」、「
道
徳
学
」、「
文
芸
批
評
」、
お
よ
び
「
政
治
学
」
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
人
間
に
つ
い
て
の
学
知
を
基
礎
と
し
て
「
数
学
」、「
自
然
学
」、
果
て
は
「
自
然
宗
教
」
に
ま
で
貢
献
で
き
る

と
宣
言
し
て
い
る
（T

 intro. 4-5

）。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
哲
学
探
究
に
お
い
て
成
功
が
期
待
で
き
る
唯
一
の
方
策
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
従
っ
て

き
た
退
屈
で
捗
ら
な
い
方
法
を
捨
て
、
辺
境
の
城
塞
や
村
落
を
一
つ
一
つ
占
領
す
る
代
わ
り
に
、
諸
学
の
首
都
で
あ
り
中
心
で
あ
る

人
間
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
に
ま
っ
す
ぐ
進
撃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
本
性
を
ひ
と
た
び
征
服
す
れ
ば
、
他
の
す
べ
て
の
土
地
で

楽
に
勝
利
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。［
…
…
］
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
人
間
本
性
の
諸
原
理
の
解
明
を
企
て
る
こ
と
で
、
じ
つ
は

ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
新
し
い
基
礎
の
う
え
に
、
し
か
も
諸
学
を
安
全
に
支
え
得
る
唯
一
の
基
礎
の
う
え
に
、
諸
学
の
完
全
な
体
系
を

建
て
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（T

 intro. 6

）

こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
哲
学
の
基
礎
を
形
而
上
学
に
置
い
た
の
と
は
異
な
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
れ
を
人
間
本
性
の
学
に
置
い
て
い
る
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（Passm
ore 2013, p. 12

）。
た
だ
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
を
懐
疑
論
と
の
関
係
の
み
で
捉
え
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
本
性
が
懐
疑
論

を
論
駁
な
い
し
解
消
す
る
た
め
の
基
礎
に
な
る
と
考
え
た
の
だ
、
と
言
っ
て
満
足
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
完
全
に
間
違
い

で
は
な
い
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
を
矮
小
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。（
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
の
中
心
的

意
義
が
懐
疑
論
の
超
克
に
あ
る
と
捉
え
る
解
釈
は
、
本
書
を
通
し
て
鉤
括
弧
つ
き
の
「
自
然
主
義
」
解
釈
と
表
記
し
よ
う
。
反
対
に
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
懐
疑
論
は
「
自
然
主
義
」
に
よ
っ
て
は
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
解
釈
の
こ
と
を
、「
懐
疑
主
義
」
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。）

そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
本
性
主
義
と
い
う
呼
び
名
を
与
え
て
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
で
あ
っ
て
も
人
間
本
性
に

つ
い
て
の
経
験
的
事
実
と
矛
盾
し
た
教
説
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
と
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
諸
学
の
基
礎
を
人
間
本
性
の
解
明
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
哲
学
の
構
想
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
主
題
で
あ
る
『
人
間
本
性
論
』
と
い
う
書
物
は
、
ま
ず
第
一
巻
に
人
間
の
推
論
能
力
と
諸
観
念
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
「
論

理
学
」
が
置
か
れ
、
や
は
り
論
理
学
の
一
部
を
な
す
と
と
も
に
道
徳
感
情
説
の
基
礎
と
も
な
る
第
二
巻
の
情
念
論
を
挟
ん
で
、
法
学
上
の

問
題
も
含
ん
だ
広
い
意
味
で
の
人
間
倫
理
を
扱
う
「
道
徳
学
」
が
最
後
の
第
三
巻
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、「
人
間
の
学
」
自
体
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
規
模
な
学
問
的
構
想
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
人
間
の
学
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
哲

学
・
倫
理
学
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
後
年
の
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
や
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
な
ど
を
含
ん
だ
、
い
わ

ば
人
文
社
会
総
合
学
の
構
想
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
本
書
は
『
人
間
本
性
論
』
を
集
中
的
に
分
析
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し

て
お
り
、
そ
の
議
論
の
ほ
と
ん
ど
は
第
一
巻
の
内
容
が
中
心
に
な
る
と
は
い
え
、
我
々
は
こ
の
こ
と
に
よ
く
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う）

4
（

。

　

さ
て
、
以
上
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
本
性
主
義
に
つ
い
て
の
最
低
限
の
説
明
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は

ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
に
つ
い
て
「
方
法
論
的
自
然
主
義
」
と
い
う
別
の
特
徴
づ
け
も
与
え
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
『
人
間
本
性
論
』
の
基
本
方
針
は
、
人
間
精
神
の
働
き
を
そ
の
原
因
と
結
果
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
我
々
の
因
果
推
論
の
持
つ
規
範
性
を
そ
の
自
然
的
起
源
か
ら
解
き
明
か
そ
う
と
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す
る
優
れ
た
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
推
論
の
基
礎
と
な
る
人
間
本
性
の
諸
原
理
を
因
果
的
に
解
明
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
因
果
推
論
を
基
礎
と
す
る
彼
自
身
の
自
然
主
義
的
な
探
究
の
擁
護
を
行
っ
て
い
る
。
じ
つ
は
因
果
推
論
に
よ
る
探
究
の
基
礎

づ
け
を
そ
の
因
果
推
論
自
体
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
こ
の
循
環
に
こ
そ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
の
核
心
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
何
よ
り
も
人
間
本
性
の
探
究
の
方
法
論
に
関
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
近
世
の
傑
出
し
た
自
然
主
義
者
な
の
で
あ
る
。
本
書
の

第
Ⅰ
部
で
は
、
こ
の
方
法
論
的
自
然
主
義
に
重
点
を
置
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
の
内
実
を
具
体
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
然
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
懐
疑
主
義
者
で
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
年
の

主
流
派
で
あ
る
「
自
然
主
義
」
解
釈
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
懐
疑
主
義
者
で
は
な
い
と
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
の
源

泉
を
そ
の
根
底
か
ら
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
解
が
一
世
紀
以
上
に
渡
っ
て
存
続
し
て
き
た
最
大
の
理
由
は
、「
自
然
主
義
」

解
釈
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
懐
疑
論
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
体
像
を
統
一
的
に
理
解
す
る
視
点
を
欠
い
て

い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
性
格
を
正
し
く
理
解
す

る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。（
同
時
に
、「
懐
疑
主
義
」
解
釈
の
擁
護
者
た
ち
も
こ
の
点
を
十
分
に
解
明
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
自
然
主
義
」
解
釈
に
対
し
て
優
位
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。）
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ュ
ー

ム
が
ど
の
よ
う
な
懐
疑
主
義
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
解
明
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
と
し
て
見
定
め
る
こ
と
が
、
本
書
第
Ⅱ

部
の
主
題
と
な
る
。

　

要
す
る
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
懐
疑
主
義
者
か
自
然
主
義
者
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
主
流
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
論
争
の
舞

台
設
定
そ
の
も
の
が
究
極
的
に
は
間
違
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、「
自
然
主
義
」
派
に
し
て
も
「
懐
疑
主
義
」
派
に
し
て
も
、
ほ
と

ん
ど
の
解
釈
者
た
ち
が
明
示
的
な
い
し
暗
黙
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支
持
し
て
い
る
想
定
が
、
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
は
自
然
主
義
と
懐
疑
主
義
の
一
方
が

他
方
に
優
越
す
る
は
ず
だ
と
い
う
想
定
が
、
そ
も
そ
も
誤
り
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
か
ら

学
ん
だ
こ
と
は
数
え
切
れ
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
蓄
積
は
あ
ま
り
に
莫
大
で
あ
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
そ
の
す
べ
て
に

通
暁
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
何
か
し
ら
の
論
点
で
参
照
す
べ
き
だ
っ
た
先
達
が
私
の
目
を
逃
れ
て
い
る
こ
と
も
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
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う
。
そ
の
こ
と
は
承
知
の
う
え
で
、
し
か
し
、
い
ま
私
が
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
信
じ
る
主
張
や
議
論
は
、
思
い
切
っ
て
そ
の
よ
う
に

提
示
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
こ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
う
教
え
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
根
拠
の
な
い
疑
い
の
た
め
に
、
あ
え
て
自
ら
卑
屈
に

な
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
最
終
的
な
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
は
、
従
来
の
解
釈
者
た
ち
が
考
え
て
い

る
よ
り
も
、
よ
り
優
れ
て
自
然
主
義
的
で
あ
り
、
し
か
も
、
徹
底
し
て
懐
疑
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
た

し
か
に
逆
説
的
な
主
張
で
あ
る
。
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
本
当
に
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
懐
疑
主
義
者
で
あ
っ
た
り
、
自
然
主
義
者
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
自
然
主

義
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
と
、
そ
れ
に
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
懐
疑
主
義
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て

両
立
的
な
関
係
を
実
現
し
て
い
る
の
か

─
。

　

本
書
の
各
章
は
こ
う
し
た
疑
問
に
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
第
Ⅰ
部
「
自
然
主

義
」
と
第
Ⅱ
部
「
懐
疑
主
義
」
と
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
第
Ⅰ
部
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
に
お
け
る
自
然
主

義
を
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
方
法
論
に
注
目
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
四
章
と

第
五
章
か
ら
な
る
第
Ⅱ
部
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
懐
疑
主
義
的
展
開
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
第
Ⅰ
部
で
確
認
さ
れ
た
自
然
主
義
的
方
法

論
と
の
分
か
ち
難
い
関
係
を
見
定
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
各
章
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章　
「
必
然
的
結
合
」
と
因
果
推
論

　

本
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
探
究
の
前
提
と
な
る
理
論
的
枠
組
み
を
説
明
す
る
と
同
時
に
、
彼
の
探
究
の
基
礎
と
な
る
因
果
論
の
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
因
果
推
論
の
基
礎
と
言
わ
れ
る
「
必
然
的
結
合
」
に
つ
い
て
の
議

論
の
解
釈
で
あ
る
が
、
私
は
「
必
然
的
結
合
」
の
観
念
は
、
逆
説
的
に
も
、
原
因
と
結
果
の
あ
い
だ
の
必
然
的
結
合
に
つ
い
て
の
内
容
を

含
ま
な
い
と
い
う
「
非
表
象
説
」
解
釈
を
擁
護
す
る
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
有
名
な
「
原
因
の
二
つ
の
定
義
」
を
二
つ
の
推
論
方
法
を
記
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述
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
以
降
の
議
論
の
た
め
に
反
省
的
な
因
果
推
論
の
重
要
性
に
注
目
す
る
。

第
二
章　
「
一
般
規
則
」
の
発
生
論
的
解
釈

　

本
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
推
論
の
規
則
と
し
て
注
目
を
集
め
る
「
一
般
規
則
」
に
つ
い
て
、
発
生
論
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
っ
た

く
新
し
い
独
自
の
解
釈
を
与
え
る
。
一
般
規
則
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
考
え
て
い
た
の
は
、
じ
つ
は
従
来
の
諸
解
釈
が
提
案
し
て
き
た
よ

う
な
認
識
的
正
当
化
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
規
範
性
の
起
源
と
発
生
に
関
す
る
自
然
主
義
的
な
説
明
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
一
般
規
則

を
正
当
化
す
る
超
越
的
な
基
準
の
存
在
を
否
定
し
、
き
わ
め
て
現
代
的
と
言
い
得
る
自
然
主
義
的
な
発
想
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。

第
三
章　

情
念
論
に
お
け
る
「
実
験
的
推
理
法
」

　

ヒ
ュ
ー
ム
の
掲
げ
る
「
実
験
的
推
理
法
」
は
実
際
に
は
ま
っ
た
く
実
質
が
な
い
と
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー

ム
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
「
実
験
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
ケ
ー
ス
と
し
て
、
第
二
巻
の
一
節
を
取
り
上
げ
、
そ
の
当
時
影
響
力
を
持
っ
た

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
光
学
』
に
お
け
る
「
分
析
と
総
合
の
方
法
」
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
批
判
を
再
批
判
す
る
。
私
は

ヒ
ュ
ー
ム
の
方
法
を
仮
説
演
繹
法
の
一
種
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
眼
目
は
実
験
的
推
理
法
に
お
け
る
仮
説
と
反
証
の
地
位

を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
四
章　

懐
疑
と
自
然

　

本
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
提
出
し
た
い
く
つ
か
の
懐
疑
論
か
ら
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
理
性
に
関
す
る
懐
疑
論
」
と
「
感
覚
能
力
に
関
す

る
懐
疑
論
」
と
い
う
重
要
な
二
つ
の
議
論
を
検
討
す
る
。
こ
の
二
つ
は
か
な
り
異
な
っ
た
議
論
に
見
え
る
が
、「
方
法
論
的
自
然
主
義
」

と
「
人
間
本
性
主
義
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
れ
ば
、
か
な
り
パ
ラ
レ
ル
な
議
論
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
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る
。
こ
う
し
た
分
析
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
お
い
て
も
自
然
主
義
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

第
五
章　

ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
メ
タ
哲
学

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
第
一
巻
の
「
結
論
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
探
究
を
振
り
返
っ
て
、
哲
学
探
究
そ
れ
自
体
へ
の
懐
疑
と
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
哲
学
探
究
を
再
開
し
よ
う
と
い
う
心
情
を
語
る
。
本
章
の
目
標
は
、
こ
れ
に
た
ん
に
文
献
学
的
で
は
な
い
理
論
的
な
解
釈
を

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
自
然
主
義
」
解
釈
の
擁
護
者
た
ち
は
、
こ
の
「
哲
学
探
究
に
関
す
る
懐
疑
論
」
が
、
い
わ
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
懐

疑
的
」
諸
議
論
を
総
合
し
た
「
統
一
的
懐
疑
論
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
き
た
。
一
方
で
、「
懐
疑
主
義
」
解
釈
の
側
も
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
「
哲
学
探
究
に
関
す
る
懐
疑
論
」
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
性
格
を
誤
解
し
、
し
ば
し
ば
ヒ
ュ
ー
ム
を
悲
観
主
義
者
に
し
て
し
ま

う
。
こ
う
し
た
誤
解
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
的
哲
学
と
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
懐
疑
主
義
と
の
関
係
を
一
貫
し
た
も

の
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
す
。

　

ま
と
め
る
と
、
第
Ⅰ
部
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
方
法
論
的
自
然
主
義
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
そ
の
基
礎
（
第
一
章
）、
展
開
（
第
二
章
）、
応
用

（
第
三
章
）
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
を
第
Ⅰ
部
で
描
か
れ
た
方
法
論
的
自
然
主
義
と
連
続
的
な
も

の
と
捉
え
た
う
え
で
（
第
四
章
）、
そ
れ
ら
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
最
終
的
な
立
場
と
し
て
ど
の
よ
う
に
矛
盾
な
く
統
合
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

題
に
答
え
る
（
第
五
章
）
と
い
う
筋
書
き
と
な
る
。
こ
れ
が
本
書
の
全
体
像
で
あ
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
本
書
を
読
む
際
の
注
意
を
一
つ
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。
私
は
現
時
点
で
自
分
が
理
解
し
た
と
信
じ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲

学
の
展
開
を
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
物
語
る
こ
と
を
最
優
先
し
た
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
と
の
比
較
検
討
や
関
連
す
る
論
点
の

説
明
な
ど
専
門
的
に
は
重
要
で
あ
っ
て
も
、
本
題
の
筋
を
追
う
の
に
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
議
論
の
多
く
を
、
本
書
で
は
註
釈
に
ま
わ

す
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
た
詳
細
を
吟
味
し
よ
う
と
い
う
読
者
に
は
、
少
し
煩
雑
で
申
し
訳
な
い
が
、
関
連
す
る
註
釈
ま
で
覗
い
て
い
た

だ
く
よ
う
に
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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