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記
号
と
実
在

l
i

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ロ
ト
マ
ン
に
お
け
る
記
号
の
理
論
に
つ
い
て
i
i

〈
姿
旨
〉

記
号
と
い
う
と
、
何
か
の
代
浬
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
な
か
で
二
次
的
な
存
政
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
知
悦
と
い
う
と
、

わ
れ
わ
れ
の
側
に
備
え
ら
れ
た
な
ん
ら
か
の
(
場
合
に
よ
っ
て
は
主
観
的
な
)
能
力
で

あ
る
と
さ
れ
る
。

本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
記
号
が
も
っ
そ
れ
自
身
の
感
性
的
な
側
一
印

と
知
性
的
な
側
耐
が
、
記
号
の
ん
仔
在
に
関
し
て
本
質
的
な
役
割
を
約
一
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
知
性
は
わ
れ
わ
れ
の
特
権
的
能
力
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
記

号
こ
そ
が
知
性
に
と
っ
て
中
心
的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
こ
で
は
主
に
J

・
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
の
記
号
の
釘
学
を
倹
討
し
な
が
ら
、
知
性
的
l

感
性
的
混
成
体
と
し
て
の
記
号

に
つ
い
て
考
察
す
る
(
第
二

5
0
次
に
、
そ
の
よ
う
な
記
号
の
振
る
舞
い
の
規
則
別
性
と

潔
念
的
な
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
こ
で
は
主
に
A

・
ロ
ト
マ
ン
に
よ
る

珂
念
的
な
も
の
と
問
題
と
い
う
得
級
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
記
号
の
生
成
に
つ

い
て
考
察
す
る
(
第
二
章
)
。

近
藤

和
敬

キ
ー
ワ
ー
ド

記
吟
、
1

・
カ
ヴ
ァ
イ
ヱ
ス
、
知
性
的
感
性
的
混
成
体
、

A
-

ロ
ト
マ
ン
、

m

念
、
問
題
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序

文

大
問
題
・
・
こ
の
世
界
の
生
命
的
生
成
に
お
け
る
知
性
的
な
も
の
の
働
き
の
解
明

中
問
題
・
・
知
性
的
な
も
の
の
現
実
存
在
と
し
て
受
肉
す
る
記
号
の
存
証
様
態
の

解
明

小
問
題
・
・
記
号
の
実
在
性
と
そ
の
う
ち
に
含
み
持
つ
生
殖
性
、
他
者
性
の
解
明

小
問
題
・
・
記
号
の
規
別
性
と
規
制
問
の
生
成
の
原
理
の
解
明

こ
の
世
界
は
記
号
的
で
あ
る
。
森
羅
万
象
の
理
は
、
現
象
の
彼
方
に
あ
る
超

越
的
な
法
則
に
従
う
こ
と
に
よ
る
の
で
も
、
こ
の
世
界
に
属
さ
な
い
神
の
設
計

に
従
う
こ
と
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
そ
の
現
象
を
支
え
る
と
こ
ろ
の
、
錨

体
的
存
在
者
が
特
異
に
実
現
す
る
理
念
的
形
式
に
よ
る
。
実
存
は
、
理
念
的
形

式
を
受
肉
す
る
こ
と
で
そ
の
本
質
を
な
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
他
の
実
存
と

の
間
で
、
そ
の
理
念
の
実
存
様
態
に
磨
き
を
か
け
、

そ
の
本
質
を
顕
に
す
る
。

知
性
は
、
こ
の
世
界
に
内
在
す
る
生
成
の
原
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ

が
享
受
す
る
一
抹
の
知
性
は
、
こ
の
間
界
に
内
在
す
る
生
命
の
ご
く
一
端
に
過

ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
知
性
を
も
ち
え
、
こ
の
世
界
に
働

き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
知
性
の
働
き
の
も

と
で
生
成
す
る
、
こ
の
世
界
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の

知
性
は
、
そ
の
よ
う
な
知
性
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
出
た
生
命
的
個
物

が
な
す
、
創
造
的
進
化
の
産
物
で
あ
る
。
世
界
が
記
号
的
で
あ
る
の
は
、
こ
の

世
界
の
す
べ
て
の
個
物
が
、
知
性
的
な
源
泉
で
あ
る
理
念
性
を
受
山
内
し
て
い
る

か
ら
だ
。
記
号
と
は
、
本
鷲
的
に
感
性
的
な
も
の
と
知
性
的
な
も
の
と
の
混
合

16 

物
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
記
号
の
存
在
を
、
死
、
抜
け
殻
、
代
補
、

代
理
と
い
っ
た
表
象
の
下
に
吃
め
る
。
そ
の
心
根
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
を

否
定
す
る
超
越
的
な
他
者
へ
の
牌
院
と
同
時
に
、
特
権
的
人
間
存
在
以
下
の
も

の
へ
の
侮
蔑
が
見
え
隠
れ
す
る
。
し
か
し
、
記
号
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
記
号
と
は
す
な
わ
ち
現
実
的
問
物
、
実
存
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
す
べ

て
の
璃
米
な
存
在
者
た
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
号
の
生
命
を
立
論
し
、

の
本
性
を
取
り
一
民
す
こ
と
こ
そ
が
、
内
在
、
生
の
哲
学
に
と
っ
て
の
必
要

で
あ
り
、
課
さ
れ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。

第

-
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
お
け
る
記
号
公
開
閉
山
間
宮
島
市

N
n

哲
也
店
主

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

(
』
・
(
リ
白
ぐ
ど
ロ

ι
v
m
r
-

唱
。
凶l
i

円
宮
品
品
)

生
ん
だ
重
要
な
数
理
哲
学
者
の

却
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

人
に
数
え
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
数
理
哲
学
は
、

は

一
殻
に
知
ら
れ
る
数
理
哲
学
と
は
そ
の
趣
を
異
に
す
る
。
そ
の
理
由
に
は
、
表

面
的
に
は
、
彼
に
た
ど
り
着
く
そ
れ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
数
理
哲
学
の
麗
史

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
え
そ
の
歴
史
を
含
み
こ
ん
だ
線
本
的
な
理
由
は
、

彼
の
哲
学
が
、
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
、
知
性
、
記
号
、
世
界
と
い
う
概
念

を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
、

知
性
の
歴
史
的
生
成
が
問
題
の
中
心
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
数
学
の
哲
学
を
問

題
に
す
る
の
は
、
数
学
と
い
う
形
式
の
学
こ
そ
が
、
こ
の
世
界
の
知
性
に
も
つ

と
も
肉
迫
す
る
学
で
あ
り
、

そ
の
学
の
生
成
の
原
理
の
解
明
こ
そ
、
こ
の
世
界

と
知
性
と
の
関
係
を
解
き
明
か
す
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
し



た
が
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
表
面
的
、
技
術
的
な
問
題
解
決
へ
の
野
心
で
は

な
く
、
最
も
古
く
、
根
本
的
な
哲
学
的
問
い
へ
の
応
答
の
姿
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、
彼
の
哲
学
の
根
幹
に
す
え
た
の
が
、
記
号

で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
記
号
と
は
、
「
知
性
的
i

感
性
的
混
成
体
」
(
ヨ
吉
弘

百
件
。
口
白
口
円
以

m
r
g

包
乞
乙
で
あ
る
u
o

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
自
身
は
、
こ
の
記
号
論
を
、

カ
ン
ト
の
構
成
的
直
観
と
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
記
号
論
か
ら
抽
出
し
、

ヒ
ル
ベ
ル
ト

の
公
理
化
と
形
式
主
義
に
お
け
る
一
般
化
の
事
例
を
も
っ
て
そ
の
論
証
に
代
え

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
論
証
へ
の
言
及
に
よ
っ

て
こ
こ
で
の
論
誌
に
代
え
る
媒
介
的
な
論
証
を
や
め
、
直
接
的
な
論
証
を
試
み

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
参
照
に
よ
る
歴
史
的
な
経
緯
説
明
に
よ
る
線

拠
付
け
は
、
こ
の
記
号
概
念
に
と
っ
て
付
髄
的
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
ま
た
睦
史

的
文
献
の
引
用
か
ら
そ
の
根
拠
を
導
く
や
り
か
た
は
、
そ
の
歴
史
性
が
そ
の
概

念
に
本
来
的
で
な
い
限
り
は
本
質
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

記
号
の
感
性
的
極
(
戸
時
志
g
s

ま
さ
な
き
曲
目
関
白
骨
)

ま
ず
、
記
号
の
感
性
的
な
側
面
を
考
察
し
よ
う
。
感
性
的
と
い
う
概
念
が
何

を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
初
の
問
題
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
の
こ
こ
で
の
合
意
に
は
、
カ
ン
ト
の
感
性
論
へ
の
考
慮
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
カ
ン
ト
に
反
し
て
感
性
的
な
も
の
と
知
性

的
な
も
の
と
の
鹿
接
的
な
結
び
つ
き
を
主
張
す
る
以
上
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
的
な

意
味
で
の
感
性
と
は
大
な
り
小
な
り
異
な
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ

ら
に
、
記
号
を
数
学
的
記
号
に
眼
定
す
る
の
な
ら
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
そ
も

そ
も
の
悶
い
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
の
現
実
存
在
と
記
号
の
関
係
を
考
え
よ
う

と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
独
断
は
早
計
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
意
味
で
、
感
性
概
念
そ
の
も
の
へ
の
再
考
察
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
従
え
ば
、
こ
の
世
界
の
中
で
知
覚
さ
れ
る
感
性
的
な
も
の
は
、

す
べ
か
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
生
命
的
あ
る
い
は
単
純
に
生
物
学
的
、
生
理
学
的
な

身
体
の
規
整
に
制
せ
ら
れ
て
い
る
(
吋
物
質
と
記
憶
』

)
0感
性
と
は
行
為
を
な

す
た
め
の
支
え
で
あ
り
、
感
性
に
よ
る
知
覚
と
は
、
生
命
に
と
っ
て
生
存
の
た

め
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
わ
れ
わ
れ
の

内
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
も
の

で
あ
る
。
知

党
と
は
外
在
的
に
あ
る
の
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
感
性
」
と
い
う
仕
方
で
限

定
さ
れ
る
こ
の
感
性
は
、
こ
の
世
界
が
今
あ
る
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
出
現
す
る

た
め
の
、
生
命
的
身
体
的
土
台
で
あ
り

つ
の
装
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
物

的
な
意
味
で
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
則
っ
た
装
震
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の

調
整
的
な
統
一
は
揺
る
ぎ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
こ
の
世
界
の
揺
る
ぎ
が
た
さ
が
、
そ
の
よ
う
な

つ
の
具
体
的
装
置
に
よ

る
こ
の
世
界
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
も
ま
た
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の

意
味
で
、
映
画
的
イ
マ
i

ジ
ュ
こ
そ
が
真
の
知
覚
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
ド
ゥ

ル
l

ズ
は
正
し
い
出
。
し
た
が
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身

体
に
お
い
て
出
現
す
る
こ
の
世
界
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
分
節
化

を
合
ん
だ
現
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
感
性
的
に
現
れ
る
も
の
は
常
に
分
節

化
を
有
す
る
個
体
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
に
現
実
に
存
在
す
る
存
在

者
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
に
」
と
言
わ
れ
る
と
き
で
さ

ぇ
、
そ
こ
に
は
独
我
論
的
合
意
は
含
ま
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
感
性
的
に
現

れ
る
も
の
の
出
現
が
わ
れ
わ
れ
の
側
の
身
体
的
規
整
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い

記号と実在一一カヴァイエスとロトマンにおける記号の理論について17 



る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
外
的
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
規
獲
の
成

立
そ
の
も
の
が
そ
の
よ
う
な
外
的
な
も
の
を
最
初
か
ら
当
て
に
し
て
し
か
成
立

し
な
い
以
上
、
そ
の
規
制
に
と
っ
て
す
ら
も
そ
れ
は
外
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
感
性
的
な
も
の
は
公
共
的
で
さ
え
あ
る
。
こ
こ
で
の
外

的
な
も
の
と
は
、
後
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
強
度
的
な
も
の
で
あ

る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

で
の
感
性
的
な
も
の
と
は
、
以
上
の
中
で
も
と

り
わ
け
、
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
に
と
っ
て
の
実
在
性
と
は
、
こ
の
感
性
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
上

の
実
在
性
は
認
め
な
い
な
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、

フ
!
コ

i

の
記
号
論
と
も

通
じ
る
ス
タ
ン
ス
で
は
あ
る
が

v
、

そ
の
両
者
を
し
て
共
通
の
問
題
に
ぶ
つ
か

ら
せ
る
の
も
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
記
号
の
実
在
性
は
、
本
論
の
中
心
的

問
い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
述
す
る
の
を
次
京
に
譲
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
に
と
っ
て

は
、
デ
リ
ダ
の
一
一
一
一
口
う
意
味
で
の

何
ら
か
の
代
補
ゃ
、
生
の
抜
け
殺
で
あ
る
死
と
い
っ
た
も
の
と
は
対
極
に
位
置

す
る
記
号
で
あ
る
。
そ
れ
は
伺
か
を
意
味
す
る
た
め
に
(
指
示
す
る
た
め
に
、

象
徴
す
る
た
め
に
)
自
ら
を
透
明
な
存
在
へ
と
す
る
よ
う
な
超
越
的
記
号
で
は

な
い
。
そ
れ
が
持
つ
感
性
的
な
(
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
)
引
っ
か
か
り
こ
そ
が
、

そ
の
記
号
の
身
体
で
あ
り
生
命
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

お
り
、
記

号
の
感
性
的
な
も
の
の
本
質
は
、

の
能
産
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
な

そ
し
て
そ
の
能
産
性
は
、

ま
ず
第

に
こ
の
感
性
的
な
(
デ

リ
ダ
的
な
意
味
で
の
)
不
純
物
で
あ
り
、
余
剰
で
あ
り
、
混
合
物
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
記
号
の
能
産
性
は
こ
れ
だ
け
で
な
く
後
に
論
じ
る
よ
う
な
知
性
的
な
能

設
性
に
よ
っ
て
も
異
な
る
仕
方
で
支
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
満

18 

足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
感
性
的
な
裏
切
り
、
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル
l
ズ
的
な

窓
味
で
の
脱
領
土
化
す
る
大
地
こ
そ
が
町
、
記
号
の
無
限
の
能
産
性
を
可
能
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
マ

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
感
性
的
な
も
の
と
い
う
と
き
、

そ
こ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る

の
は
、
こ
の

の
現
実
存
在
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
も
う

つ
重
要
な
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
カ
ン
ト
の
議
論
を
引
き
受
け
な
が
ら
主
張
す
る
、

の
実
存
す
る
隠
有
の
時
空
間
(
目
的
苦

g
a
仲
間g

官
)
の
存
立
で
あ
る
。
こ
の

時
空
間
は
、

の
直
観
性
を
支
え
て
い
る
形
式
で
あ
り
、
こ
の
空
間
の
中
に

記
号
の
自
由
な
振
る
舞
い
が
生
じ
る
。
こ
の
時
空
間
は
、
そ
の
記
号
の
関
連
性

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

の
運
動
と
振
る
舞
い
を
規
定
す
る
。

こ
の
記
号
の
時
空
的
形
式
は
、
時
間
と
空
間
の
別
々
の
形
式
の
い
び
つ
な
綜
合

で
は
な
く
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

ザ
」
斗
」
。
、

l

l

 
そ
の
双
方
の
混
成
体
で
あ
る
運
動

の
形
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
首
わ
れ
る
運
動
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
批
判
し
た
よ
う

な
抽
象
的
な
瞬
間
的
点
と
抽
象
的
な
等
質
的
時
間
と
の
結
み
合
わ
せ
か
ら
再
構

成
さ
れ
る
運
動
で
は
な
く
、
行
為
、
作
用
、
振
る
舞
い
、
出
来
事
の
時
空
間
と

し
て
不
可
分
な
運
動
で
あ
る
。
記
号
の
直
観
的
運
動
と
は
、
そ
の

の
振
る

舞
い
で
あ
る
。
振
る
舞
い
と
は
記
号
か
ら
記
り
へ
の
移
り
変
わ
り
ゃ
、

そ
れ
ら

の
連
繋
で
あ
り
、
連
結
で
あ
る
。
ま
た
振
る
舞
い
は
本
来
的
に
は
構
成
的
な
運

動
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
言
う
意
味
で
の
綜
合
的
な
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
綜

合
が
多
様
な
も
の
の
綜
合
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
れ
は
時
間
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
綜
合
と
い
う
概
念
の
使

用
を
裏
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も



数
学
に
お
い
て
、
記
号
の
生
成
は
自
律
的
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の

構
成
す
る
時
間
空
間
形
式
と
は
独
立
の
時
空
形
式
に
従
う
。

そ
し
て
、

の
綜
合
が
自
律
的
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
内
的
判
断
能
力
に
よ
る

わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
判
断
と
は
独
立
に
記
号
は
独
告
の
時
空

形
式
の
中
で
、
綜
合
を
行
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
意
味
で
の
独
立
性
が
、

カ
ン
ト
に
帰
れ
ば
数
学
的
綜
合
判
断
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
記
号
を
操
作
し
て
い
る
と
思
う
窓
識
は
、
こ
の
記
号

自
身
の
綜
ム
ロ
を
後
追
い
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
れ
に
先
z江
っ
て
そ
の
記
号

の
操
作
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
記
号
の
白
律
性
は
、

の
欲
し
い
侭

に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
意
識
の
成
立
そ
の
も
の
を
こ
の

訂
ゴ
会
ドhゴ
ト
仁

仁
仁
子
千
ん
口
止

成
の
側
聞
か
ら
再
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
間
い
は
こ
こ
で

は
お
く
と
し
て
、

の
独
自
の
時
空
形
式
に
議
論
を
泌
す
。

記
号
の
振
る
舞
い
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
は
、
人
間
の
そ
れ
に
つ
い

れ
る
よ
う
に
、
唯
一
に
し
て
普
遍
的
で
は
な
い
。
そ
れ
自
体
に
す
で
に
多
様
性

が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
正
維
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

誼
観
の
形
式
が
唯
一
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
か
な
る
記
号
に
よ
っ
て
も
受
肉
さ
れ
て
い
な
い

の

形
式
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
呉
体
的
な
直
観
の
形
式
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
直
観
の
時
空
的
形
式
は
唯

で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
形
式
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
読
簡
が
切
り
絞
ら

れ
る
か
は

様
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
形
式
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
切
り
取
ら

れ
る
感
性
的
な
も
の
に
内
属
し
て
い
る
形
式
の
発
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
外
か

ら
そ
の
感
性
的
な
も
の
に
形
式
を
割
り
刀
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
直
線
の
従
事
つ
形
式
は
結
巣
的
に
同
じ
時
空
形
式
で
は
な
い
。
そ
の

意
味
で
、

振
る
舞
い
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
は
一
意
的
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
記
号
を
支
え
る
読
接
性
の
水
準
の
複
数
性
が
、
ま
た
記
号
自
体
の

能
産
性
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
同
じ
数
学
に
お
い
て
も
、
幾
何
学
的
な
直
観
と
代
数
的
読
観
と
算

術
的
直
観
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
相
圧
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

i

ト
す
る
こ
と
で
、

い
に
混
ざ
り
合
い
、
数
学
の
生
成
そ
の
も
の

が
そ
の
混
ざ
り
合
い
に
こ
そ
、

そ
の
動
力
源
を
見
出
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
る
幾
何
学
的
直
観
の
も
つ
、
「
内
向
じ
長
さ
」
で
あ
る
と
か
「
同
じ
形
」
と
い
っ

た
も
の
は
、
代
数
的
践
観
で
あ
る
「

A
1
6

い
と
い
う
代
入
可
能
性
と
河
じ
で

は
な
い
。
ま
た
そ
れ
ら
は
数
そ
の
も
の
を
「
数
え
ら
れ
る
こ
と
」
に
白
米
す
る

算
術
的
疲
援
と
も
同
じ
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
こ
ろ
で
、

や
は
り
カ
ン
ト
の
形
式
論
に
対
す
る
の
と

同
様
の
疑
念
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
霞
観
性
の
定
立
は
ひ
ど
く
恋
意

的
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
性
を
決
定
し
て
い
る
も

の
は
仰
な
の
か
。
直
観
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
と
は
、
誌
接
与
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、

そ
れ
以
卜

A

分
析
不
可
能
で
あ
る
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。

つ
ま
り
分
割
不

可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

カ
ン
ト
は
数
学
を
そ
の
よ
う
な
直
観
の

形
式
の

で
あ
る
と
考
え
た
。
数
学
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
銑
に
認
め
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
、
条
件
か
ら
出
発
し
、

そ
の
条
件
を
拐
う
こ
と
な
く
、
そ
の
条
件

か
ら
導
か
れ
う
る
こ
と
を
導
く
学
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
導
か
れ
た
定
堤
の
全

体
か
ら
そ
れ
ら
の
あ
り
ょ
う
を
見
定
め
る
学
で
あ
る
。
そ
の
窓
味
で
、
ま
さ
に

数
学
と
は
技
能
の
形
式
が
ど
の
よ
う
に
麗
閲
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
学
で
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あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
数
学
は
同
時
に
そ
の
歴
史
的
な
流
れ
を
考
え
れ
ば
、

そ
れ
全
体
と
し
て
は
弁
証
法
的
に
振
る
舞
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
前
提
を
間

い
誼
し
、
そ
の
前
提
の
直
観
そ
の
も
の
を
改
変
す
る
仕
方
で
前
進
し
て
き
た
。

そ
の
意
味
で
、
産
践
の
形
式
は
一
様
で
は
な
く
、
不
変
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
身
体
と
い
う
最
も
複
雑
な
記
号
シ
ス
テ
ム
は
、

そ
れ
が
生
み
出

す
記
号
の
複
雑
性
を
考
え
れ
ば
、
数
学
の
よ
う
に
明
噺
な
誼
観
形
式
に
従
っ
て

は
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
数
学
的
な
直
観
形
式
は
、
そ
の
身

体
が
生
み
出
す
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
控
観
形
式
の
中
か
ら
、

い
く
つ
か
の
特
徴

を
間
引
き
出
し
て
形
式
化
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
複
雑
性
の
中
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
記
号
は
弁
証
法
的
に

他
の
護
観
形
式
と
交
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
数
学

に
と
っ
て
抽
象
度
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
他
の
直
観
形
式
と
の
綜
合

が
弁
証
法
的
に
、
す
な
わ
ち
非
演
鐸
的
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
直
観
が
深
ま
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
数
学

の
形
式
化
を
フ
ッ
サ

i

ル
の
よ
う
に
、
意
味
か
ら
の
離
脱
と
考
え
る
の
で
は
な

く
、
よ
り
深
く
意
味
を
見
出
す
行
程
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
誼
観
の
複
数
伎
は
、
演
縛
的
な
あ
る
い
は
機
械
的
な
記
号
の

振
る
舞
い
に
お
い
て
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
態
で
あ
り
、
弁
証
法
的
な

記
号
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
は
、

そ
の
複
数
性
こ
そ
が
新
た
な
記
号
操
作
へ
の

抽
象
化
を
聞
く
資
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
還
元
不
可
能
な
も
の
が

直
観
に
よ
っ
て
い
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
観
を
更
新
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
還
元
不
可
能
な
も
の
の
新
た
な
姿
を
露
景
さ
せ
る
こ
と
が
弁
証
法
の

の
意
味
で
あ
る
。

記
号
の
知
性
的
極
〈
戸
時
志
田
市
吉
伸
冊
目

g
a
m
冊
目
鳥
時
帥
閣
官
官
回
)
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次
に
知
性
の
側
の
問
題
に
移
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
，

す
で
に
感
性
の
側
の
問
題
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
自
炊
お
流
れ
と
し
て
知
性
の
問

題
に
接
続
さ
れ
る
。
す
で
に
知
性
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
記
号
の
振
る
舞
い
を
規
定
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
は
、
す

な
わ
ち
、
振
る
舞
い
の
規
則
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
規
則
別

性
の
存
在
様
態
で
あ
る
。
こ
の
規
則
的
性
が
、
経
験
論
的
に
与
え
ら
れ
え
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
事
実
を
連
ね
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が

従
う
規
則
を
完
全
に
一
意
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
も
し
仮

に
メ
タ
言
明
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
メ
タ
言
明
の
内
容
を
構
成
す
る
規
則

の
内
包
的
定
義
の
一
意
性
が
同
様
の
理
由
に
よ
り

意
的
に
決
定
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
規
則
性
は
、
そ
の
本
質
的
な
存
在
犠
態
が
経
験
的
事
実
の
水
準

と
ず
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
ず
れ
に
よ
っ
て

知
性
が
間
有
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
古

典
的
な
概
念
の
外
延
と
内
告
の
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
明
確
に
、
概
念
の

内
包
が
外
延
に
完
全
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
外
延
と
内
包
の
開
に
完
全
な
断
絶
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
。
そ
も
そ
も
記
号
を
知
性
と
感
性
の
混
成
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
以
上
、
こ

の
概
念
の
外
延
と
内
留
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
れ
ら
は
混
合
状
態
に
あ
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
後
に
見
る
が
、
ヵ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
操
作
」

概
念
は
、
こ
の
内
包
を
外
延
化
し
、
外
延
を
内
但
化
す
る
よ
う
な
作
用
と
も
解

釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

知
性
と
は
、
伝
統
的
に
は
形
式
で
あ
り
、
質
料
に
対
し
て
形
を
与
え
る
も
の



で
あ
り
、
無
限
定
者
に
対
す
る
限
定
あ
る
い
は
有
限
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質

的
に
分
化
、

分
節
化
で
あ
る
。
素
朴
に
考
え
れ
ば
、

一
又
夏
。\
q
B
i
n
u

立
、

R
r

ー
ヨ

l
t

ム
百
f
k
A
ハ
J
U

そ

の
本
性
上
、
知
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
は
そ
れ
の
反
復
可
能
性
の
ゆ
え

に
知
と
な
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
客
観
性
と
実
効
性
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
知
に
あ
っ
て
も
、

一
回
限
り
の
生
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
知
が

生
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う

間
い
こ
そ
が
最
大
の
問
問
端
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
大
問
題
に
近
づ
く
前
に
、
ま

ず
知
性
の
常
態
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
性
と
は
す
な
わ
ち
反
復
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
と
き
、

そ
こ
に
は
何
ら
か

の
反
復
規
則
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

そ
の
皮
復
規
則
に
つ
い
て
い
く
つ

か
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
規
則
と
い
う
と
き
に
、
先
の
外
廷
と
内
包

に
対
応
し
て
考
え
る
べ
き
は
、

つ
一
つ
の
規
加
準
拠
的
な
振
る
舞
い
と
、
そ

の
振
る
舞
い
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
規
則
と
の
区
別
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念

の
振
る
舞
い
ぞ
実
現
し
て
い
る
一
つ
一
つ
の
記
号
と
、

そ
の

の
意
味
内
容

に
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
う
る
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
克
た
よ
う
に
、

そ
れ
ら
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
混
同
さ
れ
る
。

同
き
り
の
行
為
は
、
既
に
そ

れ
が
実
環
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
規
則
に
し

た
が
っ
て
い
る
行
為
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
を
振
る
舞
い
の
東

に
完
全
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
仕
方
は

実
際
に
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
事
後
的
に
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
還

元
は
、
既
に
そ
の
よ
う
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
規
則
の
存
在
を
前
提
す
る
か
ら
で

あ
る
。

規
則
の
あ
る
特
性
を
明
篠
に
す
る
た
め
に
、

つ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。

反
復
規
則
は
恋
意
的
で
あ
り
う
る
の
か
?
よ
り
精
篠
に
問
い
を
た
で
れ
ば
、
皮

復
規
則
を
恐
意
的
に
設
定
し
、
選
択
し
、
遵
守
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
?
こ

の
よ
う
な
問
い
は
、

ク
リ
プ
キ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
似
た
議
論
を
呼
び
こ
む
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
避
け
て
、
以
ト
い
の
よ
う
な
関
い
を
立
て
る
こ
と
そ
の

こ
と
自
体
を
問
題
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
規
則
を
自
ら
選
ん
だ

と
考
え
る
と
き
、

そ
し
て
い
か
な
る
権
利
に
よ
っ
て
、

そ
の
規
則
が

な
ぜ
、

「
恐
意
的
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
?
事
態
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に

つ
の
例
を
と
る
。
ァ

M
-
久
ア
∞
、
と
数
が
並
ん
だ
後
、
そ
の
後
に
続
く
数
を
構

成
せ
よ
と
言
わ
れ
た
と
き
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
広
、
出
、
主
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
以
外
の
構
成
規
則
は
無
数
に
存
在
す
る
。
す
ぐ
に
思

い
つ
く
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
以
後
去
、

M
M、
足
、
主
と
続
く
も
の
や
、
口
、
日

N
、
]
品
、
一
∞
と
続
く
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
広
、

話
、
品
。
、
ロ
。
で
あ
る
と
か
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
は
、

い
か
よ

う
に
で
も
構
成
規
則
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
直
前
の
数
を
ド
メ
イ

ン
と
す
る
関
数
を
考
え
て
、

そ
の
ド
メ
イ
ン
の
債
に
、

そ
の
関
数
の
憶
は
、

れ
ま
で
に
出
て
い
る
数
の
中
か
ら
等
確
率
で
選
択
し
た

つ
の
数
を
プ
ラ
ス
か

マ
イ
ナ
ス
の
漬
算
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
プ
ラ
ス
の
演
算
か
マ
イ
ナ

ス
の
演
算
か
の
選
択
は
、
篠
市
中
1
/
2

の
選
択
関
数
に
よ
っ
て
任
意
に
決
定

さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
恋
意
性
の
度
合
い
を
上
げ
た
け
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の

数
の
選
択
の
確
率
に
対
し
て
、
線
系
的
な
ば
ら
つ
き
を
与
え
て
や
れ
ば
よ
い
。

そ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
数
の
列
に
は
、

な
数
列
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
構
成
規
則
に
よ
っ
て
機
械
的
に
構

一
見
何
の
規
則
も
な
い
恋
意
的

成
さ
れ
た
数
列
で
あ
り
、
規
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
数
列
で
あ
る
。

そ

記号と実ZE-- カヴァイエスとロトマンにおける記号の想論について21 



さ
て
、
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
い
か
よ
う
に
で
も
構
成
で
き
る
よ
う
に
思
え

る
反
復
規
則
別
を
構
成
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
窓
意
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
窓
意
的
で
あ
る
と
い
う
発
想
の

に
は
、
こ
ち
ら
の
思
い
通
り
に

な
る
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
さ
て
、

で
は
問
題
は
「
思
い
通
り
」
と
い
う
語
の

意
味
だ
。

っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の

い
」
の
「
通
り
」
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
既
に
規
則
へ
の
準
拠
を
内
に
含
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
次
叫

意
的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
は
、
す
で
に
規
則
へ
の
準
拠
を
内
に
含
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

の
あ
や
に
す
ぎ
な
い
の
か
?

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
恐
意
性
の
開
題
は
、
心
理
主
義

の
問
題
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
窓
意
的
な
決
定
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
「
個
人
的
な
思
い
」
に

よ
っ
て
、
勝
手
に
、
す
な
わ
ち
無
根
拠
に
生
み
出
さ
れ
た
単
な
る
思
い
付
き
に

よ
る
決
定
で
あ
る
、
と
心
理
主
義
者
な
ら
ば
恋
意
性
に
つ
い
て
陳
述
す
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
開
題
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
「
個
人
的
な
思

い
」
が
、
果
た
し
て
、
「
個
人
的
」
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
心
理
主
一
義
的

に
個
人
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
反
復
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
合
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
規
則
的
で
あ
る
と
は
す
な
わ
ち
反
復

可
能
性
を
持
っ
と
う
こ
と
で
あ
る
が
、
心
理
主
義
的
な
意
味
で
巡
意
的
に
決
定

さ
れ
た
規
則
は
、
そ
れ
が
反
後
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
規
出
的
で
あ
り
、

非
個
人
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
に
、
心
理
主
義
的
に
規
制

を
構
成
す
る
と
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
し
に
は
言
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
規
則
の
構
成
は
、
い
か
な
る
意
味
で
あ
れ
、

い
か
な
る
仕
方
で
あ

れ
、
山
田
人
的
で
も
心
理
主
義
的
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
恋
意
的
で
は
な
い
の
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で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
規
則
別
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
記
号
に
間
有
の
空
間
を
、
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
「
結
合
的
空
間
」

(
g宮
2
8

自

σ
g
a
0
3
)別
と
呼
ん
だ
。
こ
の
規

則
の
空
間
こ
そ
が
、

の
臨
観
的
広
が
り
で
あ
り
、
翻
有
の
空
間
形
式
で
あ

る
。
例
え
ば
、
幾
何
学
的
記
号
の
結
合
空
間
が
存
在
す
る
。
そ
の
空
間
に
お
い

て
は
、
例
え
ば
一
一
点
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
直
線
が
与
え
ら
れ
、
二
本
の
直
線
が

与
え
ら
れ
れ
ば
(
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
伺
の
空
間
に
お
い
て
は
)
、
交
わ
っ
て
一

点
を
与
え
る
か
、
交
わ
ら
ず
平
行
を
な
す
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
結
合
空
間
は
、
あ
る
意
味
で
離
散
的
な
空
間
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
記
号
と
記
号
の
結
合
の
間
に
は
、
明
ら
か
な
ジ
ャ
ン
プ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
あ
る
い
は
単
位
が
決
ま
っ
て
い

つ
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
単

位
が
あ
る
以
上
、
そ
の
単
位
を
さ
ら
に
分
割
す
る
こ
と
は
、
こ
の
空
間
の
中
に

止
ま
る
限
り
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
な
と
き
は
、
こ
の
主
開
そ
の
も

の
の
拡
張
、

一
殻
化
を
は
か
る
と
き
で
あ
る
。
判
明
え
ば
、
告
然
数
に
よ
る
演
算

の
空
間
同
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
ー
に
4

を
加
え
て
、
誼
線
に
な
っ

た
り
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
三
角
形
に
謹
線
を
交
わ
ら
せ
る
と
、
?
に

な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

空
間
が
形
式
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
空
間
を
構
成
す
る
領
域
と
そ
の
領
域

に
作
用
す
る
操
作
が
は
っ
き
り
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

ら
の
制
限
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
間
は
離
散
的
に
な
り
、
か
っ
自
由
に
な
る
。
例

え
ば
、
自
然
数
領
域
と
和
の
操
作
だ
け
か
ら
な
る
空
間
は
、

そ
の
中
に
関
し
て

も
外
と
に
関
し
て
も
離
散
的
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
そ
れ
ら
は
完
全
に
自
由
で



あ
る
(
し
か
し
こ
の
自
由
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
制
限
付
の
自
由
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
わ
れ
わ
れ
が
普
段
享
受
し
て
い
る
俗
的
な
自
由
の
姿
で

も
あ
る
)
。
公
理
化
と
形
式
化
と
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
を
明
確
に
取
り
出
す

作
業
に
他
な
ら
な
い
。

知
の
形
成
に
は
明
ら
か
に
二
つ
の
撞
類
が
、
そ
の
連
続
的
な
程
度
の
差
の
両

極
限
と
し
て
存
在
す
る
。

一
つ
が
、
こ
の
よ
う
な
結
合
空
間
の
中
で
の
自
由
で

規
則
的
な
綜
合
で
あ
る
。
そ
の
規
則
に
従
っ
て
自
由
に
領
域
の
中
を
渡
り
歩
く

一
般
化

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
対
極
の
途
上
に
あ
る
の
が
、

の
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
た
な
自
由
の
確
保
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の

'
冊
、
玉
、

ふ
れ
A
H
H

そ
の
例
と
し
て
、
引
き
算
と
い
う
操
作
を
考
え
て
見
る
。
こ
の
操
作
を

加
の
操
作
か
ら
構
成
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
加
え
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
加
え

ら
れ
る
以
前
の
数
を
再
構
成
す
る
操
作
か
ら
減
の
操
作
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、
凶
+
斗
討
に
で
あ
る
と
き
、
ニ
と
い
う
結
果
と
?
と
い
う
前
提

か
ら
斗
と
い
う
も
う

つ
の
前
提
を
再
構
成
す
る
作
業
に
類
せ
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
考
ゆ
え
に
従
え
ば
、
減
と
い
う
操
作
は
、
加
の
操
作
の
逆
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
減
と
い
う
操
作
が
、
加
の
操
作
か
ら
独
立

に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
き
に
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
の
操
作

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
関
係
に
の
み
減
の
操
作
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、

加
の
操
作
領
域
に
対
し
て
任
意
に
減
の
操
作
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
と
た

ん
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
い
|
斗
と
い
う
操
作
も
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
減
の
操
作
の
定
義
務
』
考
え
れ
ば
、
叶
を
足
し
て
凶
に

な
る
よ
う
な
数
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
数
は
本
米
用

意
さ
れ
て
い
る
白
脱
出
数
の
領
域
に
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
操
作
は
不
自
由
な
操
作
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
減
の
操
作
領
域
が
、
加
の

操
作
が
可
能
な
領
域
の
組
み
合
わ
せ
に
の
み
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

と
き
、
も
し
減
の
操
作
を

般
化
し
よ
う
と
思
え
ば
、
領
域
を
拡
大
す
る
し
か

な
い
。
す
な
わ
ち
、
減
の
任
意
の
操
作
に
対
し
て
そ
の
結
果
が
領
域
に
収
ま
る
よ

う
な
領
域
を
装
の
領
域
に
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
は
、
デ
デ
キ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
、
「
理
念
の
添
加
い
(
出&
s
n
a
g
S伝
S
H
)。
叩

と
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
理
念
的
要
素
と
し
て
負
の
数
を
付
け
加
え
る
こ
と
に

な
る
。
負
の
数
の
定
義
は
、
構
成
的
に
定
義
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
不
可

能
で
あ
っ
た
操
作
に
対
し
て
一
々
理
念
的
要
素
を
定
義
す
る
方
法
を
と
る
必
要

が
あ
る
。
例
え
ば
、
-
A
Hは
、
凶
1
1
4斗
の
結
果
で
あ
り
、
斗
を
足
し
て
凶
に
な
る

数
で
あ
る
。
?
も
J
7
b
!
も
+
も
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
要
素
で
あ
る
の
で
、
新

し
い
理
念
的
要
素
l

品
は
帰
納
的
に
定
義
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
自
由
な
結
合
空
間
そ
れ
自
体
の
拡
大
を
し
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
「

般
化
」
(
加
古
待
問
]
広
田
ぎ
る
と
呼
ん
だ
問
。
あ
る
い
は
そ
の
少
し
後
で
は
、
「
範
例

化
」
(
百
円
包
一
m
g
)聞
と
呼
ん
だ
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
範
例
化
は
、
内
包
に
よ

る
外
廷
の
鹿
間
で
あ
り
、
外
延
的
生
成
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
そ
れ
に
加
え
て
、
「
主
題
化
」
と
い
う
水
準
を
お
い
た
。

一
般
化
が
形
式
化
と
公
理
化
と
を
本
質
と
す
る
、
結
合
空
間
の
完
全
化
を
日
指

す
横
へ
の
広
が
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
主
題
化
は
、
そ
の
よ
う
な
結
合
空
間
の

中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
操
作
そ
れ
自
体
を
新
た
な
対
象
と
す
る
水
準
で
あ
る
。

こ
の
水
準
に
お
い
て
、
知
性
の
も
う
一
方
の
極
が
明
ら
か
に
な
る
。
範
例
化
が

描
へ
の
拡
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
題
化
は
垂
直
へ
の
上
昇
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
が
そ
の
哲
学
の
中
で
知
性
の
本
質
と
し
て
取
り
出
し
た
こ
の
「
操
作
」
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と
い
う
概
念
が
重
要
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ク
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
山
探

作
は
そ
の
操
作
対
象
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
操
作
な
し
の
対

象
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
傑
作
で
あ
る
か
対
象
で
あ
る
か
は
、
相
対
的
に

の
み
決
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
操
作
の
対
象
で
あ
る
と
き
に
対

象
で
あ
り
、
何
ら
か
の
対
象
へ
の
操
作
で
あ
る
隈
り
に
お
い
て
の
み
操
作
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
操
作
は
そ
れ
を
対
象
と
す
る
操
作
の
対
象
と
な
り
え
る
し
、

対
象
は
そ
れ
を
操
作
と
す
る
対
象
に
よ
っ
て
操
作
と
な
る
。

先
に
既
に
述
べ
た
が
、
問
題
は
概
念
の
外
延
と
内
包
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し

て
主
題
化
と
は
、
こ
の
内
方
と
外
延
の
相
互
入
れ
子
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
操
作
概
念
と
は
、
そ
の
よ
う
に
相
互
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て

い
る
外
延
と
内
包
の
対
を
前
提
し
て
い
る
。
外
磁
の
分
節
化
は
既
に
内
告
の
体

系
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
延
は
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
事
態
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
包
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
相
補
性
で
あ
り
え

る
。
こ
の
世
界
に
分
節
化
が
あ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
内
包
的
差
異
に
よ
る
わ
け

だ
が
、
し
か
し
そ
の
差
異
は
伺
に
よ
っ
て
生
成
し
た
の
か
。
そ
れ
が
純
粋
に
事

態
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

こ
で
の
事
態
と
は
す
で
に
内
包
的
差
異
に
よ
る
分
節
化
を
受
け
入
れ
う
る
も
の

だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
循
環
論
法
に
陥
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
包
的
差
異

は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
自
律
的
に
生
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
た
と

ぇ
、
事
態
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
誘
引
さ
れ
た
生
成
で
あ
る
に
せ
よ
、
語
環
論
法

を
避
け
る
た
め
に
は
そ
の
原
動
力
は
内
包
の
側
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
内
包
的
祭
典
の
生
成
が
、
窓
意
的
あ
る
い
は
傭
人
的
で
は
な
い
こ
と
は

既
に
見
た
。
し
か
し
、
こ
の
内
但
的
差
即
時
の
生
成
が
侍
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て

い
る
の
か
は
未
だ
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
閤
難
が
あ
る
。
カ
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ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
実
在
性
は
、
そ
れ
が
知
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
混

成
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
感
性
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
実
在

的
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
常
識
的
な
立
場
で
あ
り
、
確
か

に
記
号
の
意
味
が
そ
の
使
用
で
あ
る
と
い
う
言
明
を
、
「
そ
の
使
用
の
来
歴
い

と
同
等
と
み
な
す
場
合
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
な
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
使

用
と
は
す
な
わ
ち
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
既
に
な
さ

れ
た
事
実
で
は
な
い
限
り
、
本
性
上
未
来
を
含
む
。
行
為
と
は
そ
も
そ
も
未
来

志
向
型
で
あ
る
。
過
去
指
向
型
の
行
為
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
過
去
に

作
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
今
ま
さ
に
、
あ
る
日
行
為
を
決
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
、
そ
の
行
為
を
決
定
し

て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
文
脈
に
即
す
な
ら
ば
、
既
存
の

操
作
に
対
す
る
新
し
い
操
作
が
生
じ
る
と
き
、

そ
の
新
し
い
操
作
の
内
包
は
、

い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
う
る
の
か
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
は
、
過
去
の
概
念

の
生
成
を
説
明
す
る
上
で
は
十
分
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
新
た
な
も
の
の
生
成

の
原
理
を
説
明
す
る
た
め
に
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
掌
:
ロ
ト
マ
ン
に
お
け
る
記
号

(
山
市
閉
山
宮

m
n
v
z

戸
m
w
m件
遺
言
)

理
念
的
な
も
の
と
問
題
令2
5
m
g
a
w

∞

y
s
z
g
g
)

記
号
は
、
知
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
混
成
体
で
あ
っ
た
。
感
性

的
な
振
る
舞
い
に
は
、
そ
の
振
る
舞
い
の
規
制
別
性
の
時
空
間
が
合
意
さ
れ
て
い

た
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
感
性
的
な
も
の
の
中
に
、
規
則
性
が
内
在
し
て
い
る



の
で
あ
り
、

そ
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
混
成
体
の
真
の
意
味
は
そ
こ
に
あ

る
。
し
か
し
、
践
に
見
た
よ
う
に
、
規
則
性
の
存
在
様
態
が
事
実
存
在
の
そ
れ

と
は
本
性
的
な
差
異
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
み
た
。
す
な
わ
ち
概

念
の
内
包
と
外
延
の
差
異
で
あ
る
。
こ
こ
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
一

つ
の
困

難
が
あ
る
。

一
つ
は
、

一
般
化
の
意
味
で
の
生
成
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
、

内
包
的
差
異
自
身
の
生
成
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
本

性
的
に
内
包
の
側
に
親
和
性
が
あ
る
知
性
と
外
廷
の
側
に
親
和
性
の
あ
る
感
性

と
を
ど
の
よ
う
に
混
合
す
る
す
る
の
か
を
明
篠
に
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
は
表
面
上
対
立
す
る
側
面
を
持
つ
ロ

ト
マ
ン
(
〉
ト
2
5
2

噂
3
2
1
3

主
)
の
数
学
の
哲
学
を
引
き
合
い
に
出
す
。

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
表
面
上
対
立
す
る
の
は
、
実
諜
対
談
の
中
で
て
お
互
い
の

実
在
概
念
の
相
違
に
つ
い
て
対
立
す
る
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
理
論
の
恨
底
に
お
い
て
は
、

ろ
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
問
。

そ
の
対
立
は
む
し

ロ
ト
マ
ン
は
、

の
現
実
存
在
を
、
理
念
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と

の
混
成
体
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
概
念
化
は
、
彼
自
身
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
へ

の
言
及
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
概
念
化
の
影
響
下
に
あ

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
理
念
的
な
も
の
は
潜
在
的
に
存
在
し
、
現
実
存
在

の
生
成
を
規
定
す
る
現
実
的
な
規
定
作
用
に
は
認
与
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
そ

れ
は
潜
在
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
現
実
存
在
に
共
通
の
こ
と
で
あ

一
般
的
な
構
想
で
あ
る
。
こ
の
理
念
的
な
も
の
の
存
在
水
準
が
、
意
味
、

規
則
の
生
成
に
か
か
わ
る
。

り
こ
の
よ
う
な
構
想
に
お
い
て
、
数
学
が
あ
る
特
殊
な
位
践
を
占
め
る
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
学
派
と
共
通
で
あ
る
。
数
学
の
諸
理
論
は
、
諸
理
念
の
関
係
を
受
肉

す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
的
な
数
学
諸
理
論
で
も
あ
る
。
数
学
と
他

の
物
理
学
な
ど
の
諸
科
学
と
の
関
係
は
、
諸
理
念
と
数
学
理
論
と
の
関
係
と
類

比
的
で
あ
る
正
い
わ
れ
る
。

間
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
、

総
か
に

し
か
し
、

数
学
が
諸
理
念
の
関
係
を
受
肉
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
し
て
も
、
数

の
現
実
的
展
開
事
態
が
そ
の
諸
理
念
の
解
明
の
方
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う

な
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諮
理
念
は
あ
く
ま
で
も
数
学
の

現
実
的
理
論
展
開
に
芯
じ
て
の
み
徐
々
に
明
る
み
に
な
る
。
本
質
は
そ
の
始
ま

り
に
お
い
て
は
諒
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
の
穏
さ
れ
た
本
一
躍
が
、
生
成

の
動
力
図
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
に
ど
の
よ
う
に
現

実
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
規
定
で
き
な
い
。
こ
の
制
限
の
背
後
に
あ
る
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
に
習
う
ア
ナ
ロ
ジ

i

の
発
想
で
あ
る
。
理
念
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
推

論
に
よ
っ
て
の
み
把
擁
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
存
在
者
の
比
に
よ
っ
て

把
寵
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
精
確
な
比
の
規
定
が
、
理
念
的
諮
関
係
の

よ
り
精
艇
な
把
握
を
導
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
り

精
娘
な
諸
理
念
の
把
握
が
現
実
的
な
比
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
権

利
上
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
観
念
論
的
な
ド
ク
マ
テ
イ
ズ
ム
を
避
け
る
な

ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
と
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接

経
験
的
に
把
握
で
き
る
比
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
諸
理
念
の
そ
れ
で
は

な
く
、
現
実
的
存
夜
者
の
比
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
現
実
的
な
把
操

さ
れ
た
比
を
も
し
諸
理
念
の
誼
接
的
な
把
田
俄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

明
白
な
誤
謬
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
理
念
の
比
例
的
関
係
は
、
諸
理
論
の
生
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成
を
先
導
す
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
。
確
か
に
、

諸
理
念
の
比
例
的
関
係
は
、
現
実
的
な
数
学
諸
理
論
の
屡
開
に
よ
っ
て
の
み
実

現
化
し
、
類
比
的
に
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
諸
理
論
の
弁
証
法
的
接
関
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
諸
理
論
の
前
提
そ
の
も
の
を
分
析
し
、
よ
り
深
い
原
理
を
明

ら
か
に
す
る
時
、

そ
の
弁
証
法
的
運
動
を
先
導
し
て
い
る
の
は
、
問
題
へ
の

「
配
慮
」
で
あ
る
。
こ
の
配
慮
と
い
う
概
念
は
、

ロ
ト
マ
ン
の
場
合
明
ら
か
に

ハ
イ
デ
ガ
!
的
な
使
用
の
下
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
問
題
に
よ
っ
て
関
か
れ
て
い
る
、
来
る
べ
き
も
の
の
先
取
り
で
あ
り
、

向
か
う
べ
き
と
こ
ろ
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
ト
マ
ン
は
数
学
の
実
在
性
は
、
最
終
的
に
は
諸
理
論
に
よ
っ
て
受
肉
す
る

諸
理
念
の
聞
の
比
的
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
そ
の
見
か
け
に
反
し
て
、

普
通
に
一
一
一
一
口
わ
れ
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
は
か
な
り
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
通
常

の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
は
、
例
え
ば
理
念
的
な

角
形
な
る
存
在
が
、
現
実
的
な

一
一
角
形
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
と
主
張
す
る
が
、
ロ
ト
マ
ン
は
、
こ
の

よ
う
な
対
象
の
水
準
の
存
在
は
、
す
べ
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
現
実
的
な
数
学

理
論
に
基
づ
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
の
実
在
性
は
そ
れ
を
支

え
る
理
論
体
系
に
相
対
的
に
し
か
決
ま
ら
な
い
。
こ
の
理
論
以
前
に
既
に
、
そ

の
よ
う
な
現
実
的
に
把
握
可
能
な
三
角
形
と
い
う
柵
概
念
の
理
念
が
存
在
す
る
と

い
う
認
識
は
、
先
に
見
た
理
念
的
関
係
の
類
比
的
把
握
に
も
反
す
る
。
そ
れ
こ

そ
、
観
念
論
的
な
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
ロ

ト

マ
ン
に
と
っ
て
の
理
念
的
実
在
性
と
は
、
そ
の
対
象
の
水
準
で
の
実
在
性
で
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
的
存
在
を
支
え
て

い
る
理
論
体
系
に
よ
っ
て
抽
象
的
に
実
現
さ
れ
る
理
念
的
図
式
、
ダ
イ
ア
グ
ラ

ム
こ
そ
が
数
学
の
実
夜
性
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
念
的
関
式
が
概
念
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に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
き
、
「
論
理
的
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
「
論
理
的
問
題
」
と
い
う
の
は
、
論
理
学
の
技
術
的
問
題
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
、
「
全
体
と
部
分
」
で
あ
る
と
か
、

「
内
と
外
」
で
あ
る
と
か
、
「
不
完
全
と
完
全
」
で
あ
る
と
か
、
「
有
限
と
無
限
」

で
あ
る
と
か
、
「
本
質
と
実
存
」
で
あ
る
と
か
、
「
特
殊
と

般
い
と
い
っ
た
双

対
的
概
念
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
弁
証
法
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内

の
い
く
つ
か
は
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
に
お
い
て
も
歴
史
上
何
度
も
議
論
の
対
象
に

な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、

ロ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
開
題
を
真
に

前
進
さ
せ
う
る
の
は
数
学
だ
け
な
の
で
あ
る
。
地
象
化
さ
れ
た
諮
理
論
の
実
現

そ
の
弁
証
法
的
生
成
を
先
導
し
て
い
る
こ

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、

れ
ら
の
理
念
的
関
係
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
開
題
群
か
ら

必
然
的
な
仕
方
で
、
現
実
の
数
学
諸
理
論
が
損
得
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で

は
ま
っ
た
く
な
い
。
数
学
の
内
部
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
演
鐸
的
に
の
み
進

む
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
諸
擁
念
を
原
始
概
念
と
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
何

も
生
じ
な
い
し
、
数
学
は
始
ま
り
さ
え
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
に
よ
っ
て

表
さ
れ
る
理
念
の
比
例
的
関
係
は
、
弁
証
法
的
生
成
に
お
い
て
の
み
実
行
的
に

力
を
持
つ
の
で
あ
り
、
数
学
内
的
な
演
鐸
的
生
成
、
現
実
的
生
成
に
お
け
る
の

と
間
同
じ
で
は
な
い
。

問
題
と
し
て
機
能
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
数
学
の
開
始
観
念
そ
の
も
の
を
再

分
割
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
数
学
に
お
け
る
能
鰐
の
議
前
提
そ
の
も
の
を
問
う

よ
う
な
場
面
に
お
い
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ト
マ
ン
が
あ
げ
て

い
る
こ
の
よ
う
な
原
始
観
念
の
分
割
の
簡
単
な
例
と
し
て
、
鰐
え
、
は
乗
法
の
観



念
の
分
割
が
あ
る
。
乗
法
は
、
ま
ず
単
純
に
は
算
術
的
な
積
を
形
成
す
る
が
、

他
方
で
は
操
作
子
の
作
用
を
含
ん
で
も
い
る
。
し
か
も
こ
の
原
始
観
念
に
見
出

さ
れ
る

震
性
は
、

方
が
そ
の
存
在
の
内
的
な
特
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
他

方
が
、
他
な
る
も
の
へ
の
作
別
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
区
別
に
類
比
さ
せ

る
な
ら
ば
(
実
際
ロ
ト
マ
ン
が
そ
う
し
て
い
る
の
だ
が
て

そ
れ
は
「
河
じ
も

の
」
(
目
。
冨
吉
回
目
)
と
「
他
な
る
も
の
」
(
吋
〉
口

5
)
と
の
聞
の
区
別
で
あ
る
問
。

問
題
と
は
す
な
わ
ち
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
以
上
の
よ

う
な
意
味
で
、
そ
れ
以
上
は
分
析
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
た
原
始
観
念

を
揺
さ
ぶ
り
、
さ
ら
な
る
分
裂
、
し
か
も
そ
の
内
か
ら
の
分
裂
を
誘
う
も
の
で

あ
り
、
そ
の
揺
鰭
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
現
実
的
で
は
な

ぃ
。
な
ぜ
な
ら
ば
現
実
的
な
も
の
は
、
す
で
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
既
に

数
学
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
弁
証
法
を
起
動
す
る
こ

と
な
く
、
演
鐸
的
に
導
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
問
題
す
な
わ

ち
弁
証
法
的
な
も
の
は
、
潜
在
的
な
仕
方
で
存
在
す
る
。
そ
れ
は
未
来
に
生
じ

る
現
実
的
な
分
割
の
見
取
り
図
で
も
な
い
し
、
現
に
存
在
す
る
一
定
理
で
も
な

ぃ
。
そ
れ
は
そ
の
時
々
に
お
い
て
、
数
学
の
生
成
を
促
し
、
構
造
そ
の
も
の
を

他
な
る
も
の
へ
と
聞
く
衝
動
で
あ
り
、
パ
シ
ュ
ラ

i

ル
的
な
意
味
で
は
、
数
学

的
無
意
識
、
数
学
の
詩
的
精
神
、
数
学
の
見
る
夢
で
あ
る
問
。

-
弁
証
法
的
分
割
芯
玄
関
町
g
s
g
g
n

広
告
開
)

重
要
な
の
は
、
こ
の
分
割
で
あ
る
0

ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
こ

れ
が
原
始
観
念
の
分
割
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
分
割
が
内

部
よ
り
生
じ
る
分
割
で
あ
り
、
か
っ
そ
の

方
が
内
的
な
特
性
を
保
存
し
、
他

方
が
外
的
な
関
係
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
作
用
を
取
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。ま

ず
前
者
の
ほ
う
か
ら
考
え
る
。
諸
理
念
の
比
的
関
係
は
、
い
か
な
る
現
実

的
概
念
化
も
許
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
弁
証
法
的
な
問
題
を
な
す
対
概
念
も

ま
た
、
誼
譲
的
な
諸
理
念
の
比
的
関
係
で
は
な
い
。
諸
理
念
の
比
的
関
係
と
は
、

で
あ
る
多
で
あ
り
多
で
あ
る

を
な
す
、
「

な
る
存
在
」
と
そ
れ
に
内
在

す
る
「
不
定
な
る

が
織
り
成
す
、
世
界
以
前
の
前
後
関
係
の
メ
ッ
シ
ュ
で

あ
る
。
こ
の
前
後
関
係
は
、
時
間
的
な
前
後
関
係
で
は
な
く
、
純
粋
に
順
序
的

な
前
後
関
係
で
あ
り
、
瀬
序
そ
の
も
の
で
あ
る
問
。
「

」
と
つ
不
定
な
る

と
は
そ
の
甑
序
の
生
成
原
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
諸
理
念
の
比
的
関
係
と
は
、

こ
の
生
成
に
よ
っ
て
生
じ
る
差
異
の
関
係
で
あ
る
。
諸
理
念
の
比
的
関
係
の
謹

接
的
な
記
号
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
ド
ゥ
ル
!

ズ
が
指
擁
す
る
よ
う
に
、
微
分
的
な
比
で
あ
る
問
。
微
分
的
な
比
は
、

ほ
ど

の
意
味
で
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
現
実
的
な
比
的
関
係
の
機
器
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
極
限
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
が
睦
接
的
な
問
題
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
こ
で
ド
ゥ
ル

l

ズ
が
言
わ
ん

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
比
は
そ
の
極
限
に
よ
っ
て
現
実
か
ら
離
脱
し
て
、
滋
在

性
の
領
域
に
踏
み
こ
む
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
数

学
的
な
考
察
は
こ
こ
で
は
お
い
て
お
く
が
、
確
か
に
い
く
つ
か
の
臨
難
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
な
こ
と
は
、
理
念
的
な
も

の
を
直
接
概
念
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
諸
理
念
の
比
的
関

係
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
ご
と
そ
れ
を
分
割
す
る
つ
不
定
な
る
・
U
に
よ
っ

て
生
じ
る
強
度
的
な
差
異
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
差
異
化
し
た
諸

し一
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理
念
の
比
的
関
係
が
、
弁
証
法
的
な
諸
問
題
の
強
度
を
決
定
す
る
。
本
論
文
で

は
取
り
扱
え
な
い
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
今
度
は
、
問
題
閣
の
、
あ
る
い
は
諸
理

論
間
の
「
支
配
」
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
力
と
解
釈
と
い
う
ニi
チ
ェ

的
な
潤
題
は
こ
の
場
所
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
も
う
一
方
、
す
な
わ
ち
「
同
じ
も
の
」
と
「
他
な
る
も
の
」
へ
の

差
異
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
は
差
異
化
が
非
対
称
的
な
分
割
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
他
性
の
理
解
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
問

題
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
な
る
も
の
は
、
最
初
か
ら
設
定
さ

れ
た
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
ご
が
内
包
す
る
無
限
の
中
か
ら
、
差
異
化

さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
性
が
こ
こ
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
他
な
る
も
の
へ
の
応
答
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
内
な
る
他
性
の
出

現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
無
限
な
る
外
を
静
観
す
る
こ
と
に
よ
っ

で
か
な
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
外
は
、
内
な
る
無
限
定
に
潜
在
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
「
閉
じ
も
の
」
も
ま
た
、
「
同
じ
い
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
「
他
な
る
も
の
」
の
差
異
化
を
経
て
い
る
眼

り
に
お
い
て
、
始
ま
り
の

ご
と
は
も
は
や
完
全
に
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
す
で
に
内
に
含
ん
で
い
た
他
な
る
も
の
の
差
異
化
を
経
た
向
じ
も
の
で

あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
同
じ
も
の
」
は
常
に
双
対
的
に
「
他
な

る
も
の
」
へ
の
関
係
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
同
じ
も
の
」

と
「
他
な
る
も
の
」
へ
の
差
異
化
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
考
え
る
「
主
題
化
い

に
よ
る
操
作
の
対
象
化
と
そ
の
操
作
へ
の
操
作
の
出
現
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ヵ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
考
え
る
操
作
の
主
題
化
の
作
用
も
ま
た
、
諸
理

念
の
比
的
関
係
を
実
現
す
る
一
つ
の
類
型
な
の
で
あ
る
。
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理
念
と
数
学
と
の
関
係

(
円
相
山
静
件
同
富
市
弱
々
開

-
g
z
b
2
2
r

帥
怒
忠
志

g

巳
E
出
窓
〉

こ
こ
に
き
て
も
未
だ
諸
理
念
、
理
念
の
比
例
的
関
係
、
概
念
(
そ
の
内
包
的

差
異
)
、
数
学
理
論
ら
の
関
係
が
明
篠
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
実
際
ロ

ト
マ
ン
の
記
述
の
中
で
も
必
ず
し
も
一
貫
性
を
見
出
し
え
る
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

ロ
ト
マ
ン
は
数
学
に
つ
い
て
の
分
析
に
比
し

て
、
概
念
の
内
包
的
蓋
異
を
か
な
り
甘
く
克
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
概
念
の
内
毎
的
差
異
と
数
学
理
論
と
の
関
係

が
混
乱
す
る
。
こ
れ
ら
の
間
の
関
係
の
調
整
は
後
に
回
す
と
し
て
、
ま
ず
は
諸

理
念
と
諸
理
念
の
比
例
的
関
係
の
関
の
関
係
を
考
え
る
。
奇
し
く
も
ロ
ト
マ
ン

と
同
じ
プ
ラ
ト
ン
研
究
の
文
献
を
参
照
し
な
が
ら
目
、
三
宅
公
ま

C
)
は
、
諸

理
念
と
諸
理
念
の
比
例
的
関
係
を
異
な
る
も
の
と
考
え
る
。
「
数
に
お
け
る
先

後
の
顕
序
は
、
こ
れ
〔
ス
テ
ン
ツ
ェ
ル
の
引
用
〕
に
よ
る
と
、
結
局
概
念
的
先

後
或
は
論
理
的
先
後
に
帰
着
し
、
そ
れ
は
ま
た
分
割
的
派
生
に
基
づ
く
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
:
:
:
論
理
的
先
後
と
い
は
る
〉
も
の
は
、そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
に

於
て
は
、
直
ち
に
数
で
な
い
す
れ
ば
イ
デ
ア
の
内
容
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
と
す
る
外
な
い
。
:
:
:
イ
デ
ア
の
領
域
は
イ
デ
ア
相
互
の
全
体
と
し
て

の
内
的
相
関
に
於
て
体
系
性
を
も
っ
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
体
系
は
秩
序
を

従
っ
て
眠
序
を
含
む
。
こ
の
瀬
序
の
原
理
を
プ
ラ
ト
ン
は
数
と
し
て
把
握
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
イ
デ
ア
の
領
域
の
体
系
的
存
在
性
を
構
成

す
る
順
序
の
法
制
が
数
で
あ
り
、
イ
デ
ア
は
そ
の
体
系
的
相
関
性
に
於
て
数
的

性
格
を
も
っ
、
或
は
「
数
で
あ
る
」
と
い
は
れ
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
か
か
る
法



則
を
対
象
化
或
は
形
式
的
に
形
休
化
し
た
も
の
を
数
と
い
う
な
ら
ば
、
も
は
や

イ
デ
ア
が
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
い
得
な
い
。
そ
の
場
合
は
イ
デ
ア
と
数

と
は
平
行
的
な
も
の
で
河
者
の
間
に
は
対
応
が
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
」
刷
。
こ
こ
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
イ
デ
ア
数
の
仔
白
論
的
な
問
題

で
あ
る
。
イ
デ
ア
数
と
は
、
こ
こ
に
よ
れ
ば
、

と
多
に
よ
る
弁
証
法
で
あ
り
、

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
斗
世
界
の
論
理
」
で
あ
り
、
そ
の
論
理
は
数

的
限
定
、
数
的
形
成
の
論
理
」
別
で
あ
っ
た
。
こ
の
服
浮
と
秩
序
に
関
わ
る
生

成
を
、
現
実
的
、
彰
式
的
数
学
と
混
同
す
れ
ば
、

そ
の
ん
仔
在
論
的
劉
難
は
明
白

で
あ
る
。
現
実
の
数
学
と
は
や
は
り
こ
れ
を
対
象
化
し
、
形
式
化
し
た
も
の
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
数
学
の
特
権
性
は
、
そ
の
誼
接
性
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
も
そ
う
考
え
た
よ
う
に
、
数
学
は
直
接
に
形
式
の

で
あ

り
、
形
式
を
体
系
的
に
展
開
削
す
る
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
に
厳
筏
な
意
味
で
把

擁
さ
れ
て
い
る
諸
理
念
の
相
関
関
係
の
形
式
的
な
実
現
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

の
相
関
関
係
は
本
来
、
秩
序
そ
の
も
の
生
成
で
あ
る
弁
証
法
的
な
相
関
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、

そ
の
体
系
は
常
に
さ
ら
な
る
体
系
化
に
対
し
て
開
か
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。
こ
の
間
け
こ
そ
が
、
真
の
意
味
で
の
数
学
の
ワ
ア
リ
テ
ィ
な
の
で
は
な

、
、
ゐ

o

l
u
w
ム
U諸

理
念
と
は
、
非
知
覚
的
な
差
異
で
あ
り
、
そ
の
部
分
の
内
に
無
限
定
の
多

を
含
ん
だ
一
々
の
珪
巽
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
そ
の
内
に
無
間
限
定
の
多
を

合
む
が
ゆ
え
に
、

そ
の
全
体
は
体
系
的
杷
関
性
を
存
す
る
。
諮
理
念
は

し

て
多
で
あ
る
強
度
的
楽
異
で
あ
り
、

そ
の
一
々
は
、
全
体
と
棺
関
す
る
関
係
を

持
つ
。
そ
し
て
、

そ
の
全
体
と
の
相
院
に
お
い
て
、

一
々
の
強
度
的
発
興
が
秩

序
を
持
つ
に
い
た
る
。
そ
の
体
系
的
関
係
性
の
順
序
が
数
を
生
み
、

そ
の
体
系

的
抑
制
関
性
の
形
式
的
実
現
が
諸
理
論
を
生
む
。
形
式
実
現
と
し
て
の
数
学
理
論

は
、
無
限
定
な
る
諸
理
念
の
相
関
に
対
し
て
限
定
を
与
え
る
こ
と
で
、
諸
理
念

の
相
関
に
設
か
さ
を
も
た
ら
す

c

諸
理
念
の
相
関
は
、
最
初
に
す
べ
て
が
与
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
深
速
な
る
起
源
で
は
な
い
。
そ
れ
は
最
初
は
ま
っ
た
く
貧

し
い
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
現
実
的
限
定
性
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
真
価
を

発
揮
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
諮
理
念
的
栂
関
は
、

そ
の
つ
ど
の
実
現
に
対

し
て
弁
証
法
的
生
成
を
促
す
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
唯
一
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
潜
在
的
多
機
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
定
を
逃
れ

っ
て
更
な
る
限
定
を
促
す
現
実
性
の
外
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
の
潜
在
性
で

あ
る
。で

は
、
諮
機
念
は
ど
う
な
の
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
諸

理
念
の
無
限
定
な
る
内
在
半
面
か
ら
、
概
念
人
物
な
る
も
の
が
、
諸
雑
念
を
探

V
 

定
す
る
問
。
そ
れ
に
対
し
て
数
学
は
、
無
限
定
な
る
諸
理
念
の
椙
関
関
係
か
ら
、

問
題
へ
の

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
形
式
的
に
限
定
し
た
現
実
的
諮
理
論
が
生

成
す
る
o
a

つ
の
間
に
は
明
ら
か
な
平
行
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

両
者
は

異
な
る
水
準
の
も
の
で
あ
る
。
数
学
が
そ
の
形
式
化
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

の
は
、
常
に
内
在
平
耐
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
(
し
た
が
っ
て
、
数
学
は

あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
超
越
的
で
あ
り
、

そ
の
超
越
性
こ
そ
が
数
学
の
数
学

性
を
な
す
の
で
あ
る
)
、
内
在
的
鞭
念
は
決
し
て
内
在
半
面
そ
の
も
の
を
離
念

化
し
な
い
。
数
学
の
諮
段
階
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ

i

を
な
す
の
に
対
し
、
内
在
的
諮

概
念
は
地
理
学
的
平
行
を
な
す
。
た
だ
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
本
性
的
な
差
異
に

よ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
間
の
共
通
な
も
の
、
す
な
わ
ち
潜
在
的
な
諸
理
念
の
水
準

を
見
誤
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

記号と実在一一カヴァイエスとロトマンにおける記号?の理論について2臼



結
論
・
記
号
日
感
性
的
な
も
の
と
知
性
的
な
も
の
の
混
成
体
の
実
在
性

(
g
E
n
z
a
。
S
H

『
宮
山
震
山
内
回
開
閉
山
間
回
開
討
慰
安
広
阿
国
同
市
山
由
時
三
宮

r
s
a

豆
開
)

ロ
ト
マ
ン
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
観
念
論
に
陥

り
が
ち
な
傾
向
性
で
あ
り
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

と
も
す
れ
ば
極
端
な
経
験
論
に
拍
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
向
者
は
、
そ
の
共
通
項
と
し
て
、
と
も
に
記
号
を
、
知
性
的
な
も
の
な
い
し
理

念
的
な
も
の
と
、
感
性
的
な
も
の
の
混
成
体
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
に
よ
っ
て

身
体
を
も
っ
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
こ
の
点
を
線
斡
に
す
え

て
、
調
者
の
記
号
論
を
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
両
者
は
、
こ
の
混
成
体
が
持

つ
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ト
な
師
側
面
で
あ
り
、
両
義
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
感
性
的
な
も
の
は
そ
の
極
限
に
於
い
て
、
そ
の

実
在
性
は
知
覚
の
外
に
あ
る
、
感
性
の
可
能
性
そ
の
も
の
で
あ
る
強
度
的
な
も

の
か
ら
そ
の
力
を
得
て
い
た
問
。
知
性
的
な
も
の
は
、
てコ

つ
の
概
念
の
内

包
や
規
則
性
の
向
こ
う
側
に
あ
る
諸
理
念
の
強
度
的
差
異
か
ら
分
化

e

限
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
強
度
的
な
も
の
と
は
、
諸
理
念
の
内
容
に
よ
る
順
序
そ

の
も
の
で
あ
り
、
「
世
界
の
論
理
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
知
覚
的
分
節
と
、
意
味

的
分
節
の
外
に
あ
る
そ
れ
ら
の
秩
序
で
あ
り
、
傾
序
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
力
で

あ
る
。
数
学
の
特
殊
性
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
力
に
も
っ
と
も
肉
薄
し
た
ダ
イ

ア
グ
ラ
ム
を
形
式
的
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
的
な
規
則
や
、

諸
概
念
の
内
包
と
は
異
な
る
水
準
に
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
残
る
。
そ
し
て
こ
の
残
さ
れ
た
問
題
が
、
こ
の
論
考
の
結

論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
無
眼
定
で
あ
る
強
度
的
差
異
を
直
接
隈

定
す
る
こ
の
身
体
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。
記
号
そ
れ
自
身
も
ま
た
、

30 

一
個
の
知
性
感
性
的
な
身
体
で
あ
る
。
身
体
は
、
こ
の
無
限
定
な
る
カ
オ
ス
的

世
界
の
有
眼
な
る
限
定
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
限
な
る
カ
オ
ス
と
直
接
対
崎
し

な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
限
定
者
を
生
み
出
す
無
媒
介
的
媒
介
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
身
体
に
つ
い
て
知
ら
な
さ
過
ぎ
る
の
だ
。
今
や
、
記
号
に

お
け
る
身
体
が
問
題
で
あ
る
。

門
注
】

<

例
え
ば
、
ポ
ア
ン
カ
レ
、
プ
ラ
ン
シ
ュ
ピ
ッ
ク
ら
か
ら
の
政
接
的
影
響
ゃ
、

m
w世

紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
数
理
折
口
学
者
た
ち
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

』
-
n雪
印
三
回
♂
〉
九
九
号
待25

ヨ
ミ
宮
内
ミ
し
言
語
己
主
主R5
5

同
口
鳩
山
由
∞
ケ
宮
家

。
・0
丘
町=
N
P

円
リ
ミ
也
、
お
お
戸
「
目
的
閉
山
仏

-
a
oロ

Y両
日
ロg
F
}
双
山
い
ゆ
n
y即
日
比
可
。
一

』-
n雪
印
刷
ロF
八
百0
5

な
母
国
同
町
九8
2
5
5
Y
Q
N
h
て
2
・2
2

吾
、
~
b
H虫丸
町
、b
h
e吉
、
芝
偽
札
ぬ
同

5
2

内
向
旬
、
∞
-
河
口
広
呂
田
口
念
ゆ
閉
山
由
ヨ
印
ロ

p
s
z

Y
A
HりO
口
口
同
口
一
y
h
s
え
た
。
~
。
同
R
S
h
h
S
S
弓

w
回
「
ぷ
口
凸
門
戸
口
内
山
え
で
白
吋

n
F
F〈P

閉
山
内
】
目
立

D
口
開

。
回
一}
-
g出a
w
}浅
沼
フ

i

コ
i

は
す
口
表
(
聞
き
況
と
の
存
在
を
現
実
に
存
在
す
る
、

現
に
残
さ
れ
て
い
る
一
一
一
一
口
表
の
み
に
限
定
し
、
し
た
が
っ
て
言
表
の
分
析
も
現
に
残

さ
れ
た
百
表
か
ら
の
分
析
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
に
そ
の
一
一
段
表
の
場
に
お
い

て
い
か
な
る
カ
が
働
い
て
い
た
の
か
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
っ
た
、

多
く
の
利
点
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
分
析
に
は
限
界
が
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
は
「
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
い
と
い
う
こ
と
を
開
明
ら
か
に

し
た
と
し
て
も
「
な
ぜ
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い

う
こ
と
に
叶
合
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
の
自
覚
が
フ

l

コ
i

を
、
権
力

分
析
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
権
力
分
析
は
、
そ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
言

表
こ
そ
が
分
析
の
対
象
と
な
る
の
だ
が
、
問
題
の
擦
的
は
、
も
は
や
「
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
」
で
は
な
く
、
「
な
ぜ
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
」
に
移
っ
て
い
る
。

<



ぃ
・
ハ
リ
即

4

〈
印
-
一
応
的
場
山
由
∞
ア
目
y
泊
以
・

〈
仲
間
門
)
m
F
R
p
e
r
h
H
t
町
内
会
内
宮
互
に
号
。
、
E
m
u
-
H
h
・
0
2
志
田
芯
由
。
唱
F
M
0
・
問
、
白
聞
記
玄
口
口
出

7
A
M
E
M
F
-
甲
ヨ
・

〈
=
ん
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
と
は
ま
た
奥
な
る
仕
方
で
、
パ
ー
ス
は
記
号
の
一
次
的
存
在

に
つ
い
て
肯
定
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
イ
コ
ン
や
類
似
性
記
号
の
問
題
は
、

こ
の
よ
う
な
感
性
的
な
も
の
の
水
準
を
抜
き
に
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。

<

」
円
け
虫
、
包
一
一
昨
日
r
h
足
、
~
ぬ
~
。
同
右
垣
内
ミ
~
b
h
p
h
。
コ
内
色
町
~
b
h
門
町
内
、
川
町
内
日
「
一

σ
吋
同
町
出
向
》
日
比
}
。
由
。
，

円
M
F
F
A
E
開
ド
〈
コ
P
お
喝
、
戸
田
y
凶
a
.
円
円

γ
民
-
m口
出
口
白
ロ
F
』
品
川
訟
の
即
〈
由
一
-
一
昨
的
認
丘
一
o
∞
官
}
弘
m

g
担
任
昨
尽
き
A
E
P
司
z
n
H
唱
唱
品
・
甘
い
凶
・

こ
の
よ
う
な
混
合
の
あ
り
ょ
う
を
細
か
く
見
た
も
の
と
し
て
、
。

.
'
b
。
.
。
吋
お
印
出
お
加
凸
タ

司F噂

~
阿
円
旬
包
匂

E
h

札
、
叫
可
、

同
三
-
』
.
門
の
リ
即
〈
即
目
口
…
}
芯
作
∞
P
ゆ
山
コ
哨
唱

w∞
-
ア
.
日
司
u
.
唱
凶
.

u
a
-
ぃ-
n開
〈
伊
三
和
田
ゆ
】
唱
∞
ア
唱
唱
メ

乱
立
何
回
門
川
恒
〈
印
己
一
仲
間
・
-
由
∞
ア
唱
・
円
コ


H
2
い
の
向
〈
包
一
一
九
w
p
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申
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メ
目
y
h
#
M

を
い
の
雪
印
-
=
F
J
目
口
出
品
目
ヨ
副
主
2
H
仙
台
。

v
L
凶
円
N
E
S
s
s
e
a
s
-
号

'
S
E
h
f
r
h

5
2
8
F

切
出
5
2
ロ
注

J
甲
山
由
H
4
窓
口
口
〕
呂
田
ゆ
-
ヨ
品
・

U
2
-
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ゲ
ー
デ
ル
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
の
続
近
性
に
つ
い
て
は
、
2
m
司
白

門
リ
曲
目
的
D
C
-
x
o
関
口
仲
間
温
〈
的
目
関
口
p
m
m
z
円
四
回
き
乱
己
認
刊
の
白
ぐ
包
-
一
昨
問
。
ロ
ぷ
口
円
三
位
。
口
・

5

呂
田
安
田
沼
田
三
百
回
V
L
口
官
民
口
江
口
聞
を
参
照

0
.

凶
〈
=
〉
-
F
白
支
出
M
E
F
八
戸
母
国
u
c
o
g
s
s
z
m
2
z
g
n
山
長
。

ι
白
色
白
弘
一
〈
E
C
ロ
V

ゆ
日
y
凶
{
}
一
Y
N
川
ロ
ミ
h
s
・

~
、
ピ
ミ
宅
、
ミ
ミ
叫
え
九
た
H

尽
恥R丸
叫
伶
a
1
h
叫
逗
ぬ
ミ
H
』
』
可
h
珪
ぬ
ミ
同
凡
守
円
』
伶
ミ
H
丸
込
凡

dて
、
伶
2
、
、
ミ
.
吋
~
h
司
内
札
舟
川
常
《
リ

u
凶
丙
三
〈
三

ι
-工
主
-
=
-
パ
シ
ユ
叩
う
フ
!
ル
が
な
ぜ
詩
と
科
学
を
向
時
時
.
に
扱
わ
‘
ざ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
科
学
釘
学
の
側
か
ら
の
考
察
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
た
だ
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
科
学
の
創
造
性
の
あ
り
ど
こ
ろ
へ

の
探
求
で
あ
り
、
科
学
の
持
つ
二
重
性
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
パ
シ
ュ
ラ

i

ル
に
と
っ
て
、
科
学
の
創
造
性
は
、
そ
の
徹
底
し
た
A
m
m
性

M 

H >< 

の
中
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
詩
的
想
像
力
が
密
か
に
入
り
込
む
こ

と
で
得
ら
れ
た
生
命
で
あ
っ
た
。
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合
同
回
忌
忠
一
日
仏
町
一
回

門
出
器
『
白
口
n
p
M
M
E
円
}
ま
∞
・

U
A
M
】
ス
テ
ン
ツ
ェ
ル
(
∞
門
刊
誌
向
。
、
ロ
パ
ン
(
F
m
o
t
s
)
、
ベ
ソ
カ

i
(
州W
2
r
o
『
)
な
ど
の
著

作
。

H
M
M
三
一
一
宅
剛
一
、
史
子
の
形
成
と
自
然
的
世
界i
西
洋
折
口
学
の
際
史
的
研
究
』
、
弘

文
栄
誉
一
局
、
日
喝
さ
ψ
官
h
M
凶
z喧
品
。

同
同
一
一
日
間
常
一
問
、
百
-
M
M
凶
。

H
H
ぞ

O
四
一
時
国
N
P
S
2
.
?
凶
作
四
回
目
u
叩
吋
阻
む
口
口
問
問
目
的
円
。
口
円
四
百
円
出
町
一
∞
・

H
H
〈
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
潔
念
的
な
も
の
を
質
的
な
も
の
と
捉
え
た
。
質
的
な
も
の

と
は
、
感
覚
的
な
区
別
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
内
的
な
窓
味
で
あ
る
。
し
か
し
ド
ゥ

ル
i
ズ
は
、
こ
れ
を
誤
謬
で
あ
る
と
し
て
退
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
質
的
な
も
の

と
は
、
非
迷
統
的
な
意
味
空
間
で
あ
り
、
外
延
的
な
鼠
と
同
じ
く
現
実
的
に
知
覚

可
能
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
諸
理
念
と
は
異
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
従
え
ば
、
想
念
的
な
も
の
は
強
度
的
で
あ
る
と
捉
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
強
度
的
な
も
の
は
外
延
約
に
も
内
包
的
に
も
知
覚
不
可
能
で
あ
り
、

質
と
掻
に
よ
る
広
が
り
を
知
党
本
聞
と
す
れ
ば
そ
れ
に
対
し
て
深
さ
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
こ
の
知
覚
不
可
能
な
す
な
わ

ち
現
災
海
復
し
な
い
諸
国
柑
念
の
強
度
は
、
感
覚
可
能
性
そ
の
も
の
を
な
す
。
そ
れ

は
感
覚
の
条
件
そ
の
も
の
で
あ
り
、
最
初
の
感
性
の
項
で
述
べ
た
、
身
体
的
な
感

性
の
装
置
の
外
に
あ
る
感
覚
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
覚
の
根
拠
で
あ
り
、

ま
た
知
党
の
内
的
笈
奥
で
も
あ
る
。
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Signes et réalit長:

Sur la th駮rie du signe chez Cavaill鑚 et Lautman 

KONDO Kazunori 

On trouve souvent, dans les discours philosophiques, deux conceptions suivantes 1) le singe 

est un substitut de quelque chose ou une existence simplemcnt secondairc, 2) l'inteligence est 

notre facult� dans l'esprit. 

Cette 騁udc s'oppose � ces dcux vues, et essai de proposcr quc dcux p�es des singes, l'intellig 

ence et la scnsibilite, jouent un role essentiel pour eux et que lc signe sont un noyau de 

notre intelligenc巴. Lc chapitrc premier examine le signe en tant que くla mixt� intellectueトS

ensiblc> chcz J.Cavaill鑚. Lc chapitre seconde etudie la relation entre des くgestes> des signes 

et des くidées>. Nous consideront la genとse des signes, selon A.Lautman, rechcrchant sure les 

concepts des くIdées> et des くproblemès>.

Key Words: signes, J. Cavaillとs ， mixtc intellectuel附sensible， A. Lautman, idées, problとme
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