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第
一
話 

 

人
類
の
知 

第
一
の
成
熟 

「
言
語
の
知
」
か
ら
「
暗
黙
の
知
」
へ 

 

そ
れ
で
は
、
二
一
世
紀
、
人
類
の
知
の
在
り
方
は
、
ど
の
よ
う
な
成
熟
を
遂
げ
て
い
く
の
か
。 

そ
の
こ
と
を
、
「
人
類
の
知 

七
つ
の
成
熟
」
と
し
て
、
順
次
、
語
っ
て
い
こ
う
。 

 

ま
ず
、
第
一
の
成
熟
は
、
「
言
語
の
知
」
か
ら
「
暗
黙
の
知
」
へ
の
成
熟
。 

 

こ
こ
で
「
言
語
の
知
」
と
は
、
「
言
葉
で
表
せ
る
知
識
」
の
こ
と
で
あ
り
、
書
物
や
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
暗
黙
の
知
」
と
は
、
「
言
葉
で
表
せ
な
い
智
恵
」

の
こ
と
で
あ
り
、
体
験
や
人
間
を
通
じ
て
し
か
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
暗
黙
知
」
（tacit know

ing

）
と
い
う
概
念
は
、
科
学
哲
学
者
、
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

が
、
そ
の
著
書
『
暗
黙
知
の
次
元
』
に
お
い
て
語
っ
た
概
念
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
言
葉
、

「
我
々
は
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
り
、
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

と
も
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

で
は
、
な
ぜ
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
「
言
語
の
知
」
か
ら
「
暗
黙
の
知
」
へ
の
成
熟
が
起
こ
る
の
か
。 

 

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
高
度
情
報
革
命
の
時
代
に
は
、
「
言
葉
で
表
せ
る
知
識
」
は
、
ネ
ッ
ト
や
情
報

技
術
を
通
じ
て
、
誰
で
も
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
は
、
多
く
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
人
間
、
す
な
わ
ち
「
物
知
り
」
「
博
識
」

「
博
覧
強
記
」
と
い
っ
た
言
葉
で
評
さ
れ
る
人
間
が
、
優
秀
な
人
間
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
か

ら
情
報
革
命
が
進
展
す
る
に
伴
っ
て
、
こ
う
し
た
言
葉
は
「
死
語
」
に
な
っ
て
い
き
、
た
だ
多
く
の
知
識

を
身
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
は
、
優
秀
な
人
間
と
は
評
さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
現
在
で
は
、
何
か
分
か
ら
な
い
知
識
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

て
検
索
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
瞬
時
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
の
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小
さ
な
電
子
辞
書
に
は
、
何
十
冊
も
の
事
典
が
入
っ
て
お
り
、
簡
単
に
知
識
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
う
し
た
情
報
革
命
の
結
果
、
「
言
葉
で
表
せ
る
知
識
」
（
言
語
の
知
）
は
、
そ
の
価
値
を

失
っ
て
い
き
、
相
対
的
に
、
体
験
や
人
間
を
通
じ
て
し
か
掴
め
な
い
「
言
葉
で
表
せ
な
い
智
恵
」
（
暗
黙

の
知
）
が
、
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

で
は
、
こ
う
し
た
「
言
語
の
知
」
か
ら
「
暗
黙
の
知
」
へ
の
成
熟
が
起
こ
る
時
代
、
我
々
は
、
い
か
に

し
て
、
そ
の
「
暗
黙
の
知
」
を
身
に
つ
け
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。 

 

も
と
よ
り
、
「
体
験
」
を
積
み
、
「
人
間
」
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
重
要
な
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

我
々
が
必
ず
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
つ
の
習
慣
が
あ
る
。 

 

そ
れ
は
、
い
ま
、
自
分
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
単
に
書
物
で
読
ん
だ
「
知
識
」
な
の
か
、
体
験
を
通

じ
て
掴
ん
だ
「
智
恵
」
な
の
か
を
、
常
に
省
み
る
習
慣
で
あ
る
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
ネ
ッ
ト
や
Ｉ
Ｔ
を
使
っ
て
膨
大
な
「
知
識
」
が
容
易
に
手
に
入
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

我
々
が
し
ば
し
ば
陥
る
、
一
つ
の
落
し
穴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
書
物
や
ネ
ッ
ト
で
『
知
識
』
を
学
ん
だ
だ
け
で
、
『
智
恵
』
を
掴
ん
だ
と
思
い
込
む
こ
と
」 

 

そ
れ
は
、
「
現
代
の
病
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
誰
も
が
、
無
意
識
に
罹
っ
て
い
る

病
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
病
に
気
が
つ
い
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
、
我
々
の
「
知
の
成
熟
」
が
始
ま
る
。 

    
 


