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要　

旨

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
晩
年
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
と
呼
ば
れ
る
思
索
に
耽
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
が
そ
こ
で
や

っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
多
く
が
、
そ
れ
以
前
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
は
ま
っ
た
く
別
人
の
営
為
を
見
る
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
と
は
反
対
の
こ
と
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
を
、
そ
の
挫

折
ま
で
も
含
め
て
、
彼
の
思
索
の
持
続
の
中
に
置
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

跡
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言
語
の
実
在
と
は
な
に
か

―

ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
に
至
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シ
ュ
ー
ル
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思
考
の
同
質
性―
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序　

言
語
の
一
次
的
対
象
と
は

　

言
語
の
機
能
や
性
質
に
つ
い
て
具
に
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
私
達
は
次
の
よ
う
に

自
問
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
素
・
語
・
文
と
い
っ
た
様
々
な
規
模
の
言
述

の
構
成
物
の
中
で
、
ま
ず
相
手
に
す
べ
き
は
ど
れ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
し
た
各
々
に
個
別
の
分
野
を
宛
が
え
ば
、
ど
れ
も
が
一
次
的
対
象
と
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
音
韻
論
、
形
態
論
、
意
味
論
等
の
諸
分
野
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
異
な
る
規
模
の
言
語
単
位
を
扱
う
学
問
と
し
て
実
際
に
確
立
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
学
問
上
の
自
律
性
は
ひ
と
ま
ず
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な

お
冒
頭
の
疑
問
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
が
扱
う
対
象
が
ま
っ
と
う
な
も
の
か
、
つ
ま
り
は
、
そ
う
し
た
対
象
は
実

在
し
、
探
求
の
対
象
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

言
語
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
際
、
そ
れ
を
客
観
的
・
物
質
的
対
象
と
し
て
の
み

捉
え
よ
う
と
ど
れ
ほ
ど
努
め
た
と
し
て
も
、
言
語
意
識
と
も
言
う
べ
き
自
覚
が
そ
れ

を
阻
も
う
と
す
る
。
ま
た
、
音
素
・
語
・
文
は
単
な
る
サ
イ
ズ
の
違
い
で
は
な
く
、

固
有
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
対
象
の
ど
れ
に
言
語
意
識
が
対

応
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
実
際
、
文
の
意
味
の
か
け
ら
が
、
音
素
に
あ
る
と
は

到
底
思
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
音
素
・
語
・
文
と
目
前
に
あ
る
対
象
は
、
一
見
、

単
に
規
模
の
異
な
る
言
語
的
構
成
物
の
よ
う
に
見
え
て
は
い
て
も
、「
意
識
中
に
実
在

す
る
も
の
」
と
い
う
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
、
実
は
、
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
言
語
が
心
的
現
象
で
あ
る
こ

と
、
な
ら
ば
必
然
と
し
て
、
そ
の
対
象
化
も
心
的
な
操
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
以

上
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
言
語
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
、
言
語
意
識
を
徹
底
し
て

内
省
す
る
の
が
先
決
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
大
仰
な
言
い
方
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
実
に
単
純
で
あ
る
。
母
国
語
の
よ
う
に
熟
達
し
た

言
語
を
使
用
す
る
際
で
も
、
学
習
し
た
て
の
外
国
語
で
も
本
質
的
に
同
じ
事
だ
が
、

言
語
意
識
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
言
述
の
一
部
な
り
全
体
が
「
意
味
あ
る
も
の
」

と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
始
ま
る
。
そ
の
時
、
意
識
上
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
を
言

語
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
一
次
的
対
象
と
し
た
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

一　

音（
１
（

　

言
述
を
「
意
味
」
を
度
外
視
し
て
細
分
化
し
て
い
け
ば
、
音
素
が
最
小
の
要
素
と

し
て
表
れ
る
。
一
般
に
音
韻
論
に
お
い
て
音
素
は
、
二
項
対
立
の
差
異
か
ら
成
る
弁

別
特
徴
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
言
述
を
構
成
す
る
単
位
と
し
て
確
立
さ
れ

る
。「
両
唇
」「
無
声
」「
非
鼻
音
」
と
い
う
弁
別
特
徴
を
持
つ
／
ｐ
／

が
音
素
で
あ
る
と

言
え
る
の
は
、「
両
唇
」「
有
声
」「
非
鼻
音
」
の
音
素
／

ｂ
／

と
、「
有
声
性
」
の
有
無

と
い
う
た
だ
一
点
に
お
い
て
の
み
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
並
行
し
て
／
ｐ
／

は
／
ｍ
／

と
「
鼻
音
性
」
の
有
無
に
お
い
て
対
立
す
る
こ
と
で
、
二
項
対
立
の
差
異
の
束
に
還

元
さ
れ
た
／
ｐ
／

・
／

ｂ
／

・
／
ｍ
／

は
音
素
の
体
系
の
成
員
と
な
る
。
こ
の
作
業
を
あ
る

程
度
続
け
て
い
け
ば
、
当
該
の
言
語
の
音
素
す
べ
て
が
機
能
的
な
差
異
に
基
づ
く
体

系
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
差
異
の
束
に

還
元
で
き
る
音
素
は
、
体
系
内
で
の
総
数
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
体
系
全
体
を
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
こ
と
か
ら
、
体
系
＝
差
異
と
い
う
観
念
を
喚
起
す
る
に
は
格
好
の
も
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の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
音
韻
論
の
こ
う
し
た
分
析
手
法
が
認
識
一
般

に
及
ぼ
す
射
程
は
、
音
素
の
レ
ベ
ル
を
遙
か
に
越
え
て
、
構
造
主
義
を
根
底
で
支
え

る
原
理
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
構
造
主
義
の
先
駆
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
言
い

方
が
構
造
主
義
か
ら
の
懐
古
的
遡
行
に
よ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
こ
で
読
み

取
る
べ
き
は
先
駆
者
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
。そ
れ
は
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
を
完
全
な
構
造
主
義
者
と
し
て
解
釈
す
る
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

な
ん
ら
か
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
こ
の
飛
躍

を
い
か
に
引
き
受
け
る
か
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
解
釈
す
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ

た
。
丸
山
圭
三
郎
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
飛
躍
が
知
ら
ず
に
跨
ぎ
越
え
て
い

っ
た
、
構
造
主
義
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
隔
て
る
溝
と
真
摯
に
対
峙
し
た
言
語
学
者
で
あ

る
。
違
い
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
二
人
が
反
対
の
方
向
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
丸
山
は
そ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
し
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
そ
れ
を
さ
ら
に
深
く

掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
と
言
っ
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
を
通
じ
て
、な
ぜ
音
素
が
構
造
言
語
学
に
お
い
て
、

認
識
上
の
強
力
な
装
置
に
な
る
か
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
丸
山
が
『
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
思
想
』
で
記
号
の
差
異
に
つ
い
て
説
明
す
る
く
だ
り
を
引
く
。

　
　

�

実
質
か
ら
形
相
に
移
行
す
る
際
の
唯
一
の
違
い
は
、［
ｐ
］
〜
［
ｂ
］
が
そ
の
間

に
無
数
の
物
理
的
差
異
を
含
む
連
続
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
／
ｐ
／

と
／

ｂ
／

は
不

連
続
な
網
の
結
節
点
と
し
て
認
識
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
ラ
ン
グ
の
中
に
は
同
一

性
か
差
異
か
の
二
つ
に
一
つ
し
か
な
く
、
そ
の
中
間
的
存
在
は
な
い
か
ら
で
あ

り
、
例
え
ば
、
赤
信
号
の
赤
色
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
号
性
自
体
に
変
化

が
起
き
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
が
言
語
記
号
の
離
散
的
性
格

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
２
（。

　
　

�

言ラ
ン
グ語

の
仕
組
み
は
、
０
か
１
、
Ａ
かnon�

Ａ
と
い
う
デ
ィ
ジ
タ
ル
的
機
構
で
あ

り
、
差
異
が
対
立
と
な
る
現
象
と
、
ラ
ン
グ
の
単
位
と
の
間
に
は
違
い
が
認
め

ら
れ
な
い
（
３
（。

　

丸
山
の
主
張
の
根
底
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
関
す
る
多
く
の
「
誤
解
」
は
、「
原
資

料
」
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
な
が
ら
、
も
し
彼
ら
が
原
資
料
を
読

ん
で
い
た
ら
、
読
み
手
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
よ
り
完
全
な
構
造
主
義
者
と
見
な
す
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
言
語
に
は
差
異
し
か
な
い
（
４
（」

と
い
う
、『
一
般
言

語
学
講
義
』（
以
下
『
講
義
』）
の
周
知
の
命
題
を
敷
衍
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
そ

こ
で
は
ひ
と
ま
ず
達
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
成
功

を
も
た
ら
し
た
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。丸
山
は
、ラ
ン
グ
の
レ
ベ
ル
に
あ
る「
言

語
記
号
」
の
性
質
を
「
同
一
性
か
差
異
か
」
の
二
者
択
一
に
追
い
込
み
、
音
素
の
弁

別
特
徴
を
説
明
原
理
の
基
盤
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
構
造
主

義
の
間
の
溝
を
埋
め
る
一
つ
の
手
だ
て
は
、
否
定
的
な
差
異
の
原
理
を
、
音
韻
論
が

主
張
す
る
二
項
対
立
の
原
理
に
お
い
て
証
明
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

体
系
の
要
素
と
し
て
の
音
素
と
語
を
同
じ
水
準
に
あ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
か
ら
き

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
同
一
視
は
本
当
に
正
し
い
の
か
。

　

音
素
／
ｐ
／

の
「
無
声
性
」
は
、
そ
れ
を
「
有
声
性
」
と
交
替
す
る
と
、
直
ち
に
音
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素
／

ｂ
／

と
い
う
体
系
中
の
別
の
音
素
に
な
る
。
一
方
で
、
ラ
ン
グ
中
の
語
の
意
味
に

つ
い
て
、
仮
に
そ
れ
が
音
素
の
弁
別
特
徴
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら
成
っ

て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
他
の
要
素
と
入
れ
換
え
た

と
こ
ろ
で
、
直
ち
に
他
の
語
に
行
き
着
く
わ
け
で
は
な
い
。
音
素
の
体
系
が
、
要
素

ど
う
し
の
関
係
が
緊
密
で
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
語
の
体
系
は
、
体
系

が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
開
か
れ
た
も
の
」
で
あ

る
か
ら
だ
。
体
系
内
の
要
素
の
数
に
し
て
も
、
音
素
の
体
系
が
比
較
的
少
数
の
有
限

個
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
語
の
体
系
は
音
素
に
比
べ
て
は
る
か
に

膨
大
な
数
の
要
素
を
相
手
に
し
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
体
系
の
違
い

を
、
単
な
る
量
の
違
い
と
し
、
そ
の
質
の
違
い
に
あ
え
て
目
を
つ
む
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
結
果
、
音
素
体
系
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
な
対
立
が
、
ラ
ン
グ
中
の
要
素
を
語
る
こ
と

に
適
用
さ
れ
、
ラ
ン
グ
も
音
素
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

二
項
対
立
の
差
異
か
ら
成
っ
て
い
る
と
措

定
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
こ
そ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を

正
統
的
な
構
造
主
義
者
に
仕
立
て
上
げ
る
装
置
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
こ
う
し
た
ラ
ン
グ
に
つ
い
て
の
説
明
を
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
お
う
と
し
て
言

わ
な
か
っ
た
だ
け
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
に
は
意
義
が
あ
る
。
た
だ
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
自
身
は
そ
う
し
た
展
開
を
む
し
ろ
拒
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　
　

�

言
語
が
他
の
制
度
い
っ
さ
い
と
異
な
る
の
は
、
言
語
が
日
々
幾
度
と
な
く
膨
大

な
数
の
記
号
を
相
手
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
使
用
す
る
駒
の
数

の
せ
い
で
非
常
に
複
雑
な
体
系
な
の
で
あ
る
（
５
（。

　
「
膨
大
な
数
の
記
号
」
を
抱
え
る
体
系
に
至
る
た
め
に
、
体
系
中
の
「
駒
」
の
数
を

増
や
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
う
し
た
喩
え
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
言
っ
て

い
る
言
葉
で
あ
る
。
音
素
等
の
閉
じ
た
体
系
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
を
、
言
語
記
号

の
「
非
常
に
複
雑
な
体
系
」
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
後
者
は
前
者

の
数
的
延
長
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
異
質
な
体
系
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
構
造
主
義
者
の
先
駆
者
で
さ
え
な
い
と
い
う
帰
結
を
導

く
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
言
い
足
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
言
語
の
体
系
を
他
の
体
系

と
の
類
似
に
お
い
て
語
る
こ
と
、
そ
れ
が
比
喩
と
し
て
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
、
慎
重
に
避
け
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

　

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
『
音
と
意
味
に
つ
い
て
の
六
章
（
６
（』

で
、『
講
義
』
の
中
に
は
、「
素

朴
な
経
験
主
義
」
と
「
近
代
科
学
の
構
造
主
義
的
展
開
」
が
矛
盾
を
孕
み
つ
つ
混
在

し
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
学
説
は
、
そ
の
両
者
の
中
間
段
階
に
位

置
す
る
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
否
定
的
な
差
異
を
強
調
す
る
一
方

で
、「
音
声
学
」
の
章
で
は
、
音
単
位
を
純
粋
な
差
異
の
体
系
に
還
元
し
な
か
っ
た
こ

と
が
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
音
声
学
で
は
、
音
素
を
二

項
対
立
の
価
値
体
系
に
分
類
す
る
こ
と
よ
り
も
「
一
つ
の
音
」
を
言
連
鎖
の
中
で
い

か
に
区
切
る
か
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
／
ｐ
／

を
／

ｂ
／

・
／
ｍ
／

と
の
差
異
に
よ
っ

て
同
定
す
る
よ
り
も
、／pal

／

と
い
う
音
の
連
続
の
中
で
／
ｐ
／

が
い
つ
始
ま
り
、
い
つ

終
わ
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
「
同
質
の

印
象
」
に
よ
っ
て
／
ｐ
／

を
隣
接
す
る
音
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
ひ
と
続
き
の
音
を

同
質
の
聴
覚
印
象
に
よ
っ
て
同
質
の
時
間
に
区
切
る
こ
と
、
こ
う
し
た
聴
覚
印
象
に

基
盤
を
置
く
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
音
声
学
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、『
講
義
』
の
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テ
ー
ゼ
と
の
矛
盾
を
呈
し
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
る
な
ら
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
構
造
主
義

者
と
言
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
こ
う
し
た
主
張

は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
構
造
主
義
に
至
る
「
中
間
段
階
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
ら
が
属
す
る
プ
ラ
ハ
学
派
の
功
績
を
対
照
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

私
達
は
こ
こ
で
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
反
論
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
構
造
主
義
者
と
し
て

の
完
遂
を
説
く
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
だ
、
な
ぜ
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ

ン
が
説
く
音
韻
論
に
向
か
わ
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
だ
け
で
あ
る
。

　

実
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
自
ら
の
音
声
学
が
音
素
の
機
能
的
な
分
類
に
ま
で
至
っ
て

い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
自
ら
承
知
で
そ
う
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
音
声
学
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
思
い
描
く
よ
う
に
は
進
ま
な

か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
少
し
も
不
徹
底
な
も
の
で
は
な
い
。「
音
を
際
限
な
く
分
類

し
て
い
く
こ
と
は
、
言
語
学
に
と
っ
て
、
音
素
の
言
連
鎖
へ
の
組
み
入
れ
ほ
ど
重
要

で
は
な
い
（
７
（。」

そ
う
言
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
重
視
し
た
の
は
、
孤
立
し
た
音
素
が
、
ど
ん

な
契
機
を
経
て
他
の
音
と
結
合
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

音
素
が
言
連
鎖
上
で
、「
個
」
で
あ
る
こ
と
の
確
証
を
得
る
こ
と
が
ま
ず
は
肝
心
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
、
／
ｐ
／

と
い
う
音
素
が
本
当
に
一
つ
の
音
か
否
か
と
い
う
音
に
関
し

て
の
極
め
て
原
理
的
な
問
い
に
収
斂
し
て
い
く
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
音
単
位
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
思
索
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ

る
。
彼
が
音
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
音
素
の
体
系
化
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

ラ
ン
グ
の
性
質
に
至
る
推
論
を
行
う
た
め
で
は
な
い
。
彼
が
追
求
し
た
の
は
、
ひ
と

た
び
そ
の
同
一
性
が
確
立
さ
れ
た
な
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
語
中
に
あ
ろ
う
と
も
、
ま

た
、
そ
の
語
が
史
的
変
遷
に
曝
さ
れ
よ
う
と
も
、
語
の
確
固
た
る
一
部
と
し
て
の
同

一
性
を
失
わ
な
い
音
単
位
で
あ
る
。
／
ｐ
／

の
特
徴
を
い
く
ら
生
理
的
に
定
義
し
て
も

話
し
は
始
ま
ら
な
い
。
そ
の
／
ｐ
／

が
語
の
中
で
同
一
の
音
と
し
て
実
現
さ
れ
、
そ
の

音
を
含
む
形
態
の
史
的
分
析
を
支
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、salter� >� sauter

の
変
化
（
８
（に

つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
、／
ｌ
／

を
音
素

の
体
系
中
に
分
類
し
、
そ
の
音
の
弁
別
特
徴
を
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
は
少

し
も
解
決
し
な
い
。
必
要
な
の
は
、／
ｌ
／

が
子
音
／
ｔ
／

に
先
だ
つ
／sal

／

と
い
う
音
の

連
続
の
中
で
、
不
可
避
的
に
ど
ん
な
音
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
で
始
め
て
、
こ
の
形
態
の
変
化
を
説
明
す
る
基
盤
と
し
て
の
音
の
同
一
性

が
確
立
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

構
造
言
語
学
が
二
項
対
立
の
差
異
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
言
語
の
体
系
（
実
際
は

言
語
以
外
の
体
系
も
含
ま
れ
る
）
を
ど
れ
ほ
ど
う
ま
く
説
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
言
語
に
と
っ
て
本
来
異
質
な
体
系
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー

ル
を
完
全
な
構
造
主
義
者
に
仕
立
て
上
げ
て
救
済
し
よ
う
と
も
、
ま
た
は
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
を
未
熟
な
先
駆
者
と
見
下
そ
う
と
も
、
彼
自
身
の
言
語
学
は
そ
う
し
た
い
ず
れ

の
解
釈
も
寄
せ
付
け
な
い
。
そ
れ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
一
次
的
な
対
象
と
す
る
こ
と

で
一
貫
し
て
い
る
言
語
＝
ラ
ン
グ
が
、
構
造
主
義
の
音
韻
論
と
の
比
較
・
対
比
に
よ

っ
て
は
決
し
て
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

二　

語

　

意
味
を
言
語
単
位
の
画
定
に
と
っ
て
必
須
な
も
の
と
考
え
れ
ば
語
も
し
く
は
文
に

行
き
着
く
。
た
だ
、
語
と
文
の
実
在
性
の
意
味
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
異
質
性
と
ど
う
対
峙
す
る
か
が
今
度
は
問
題
に
な
る
。
文
が
呈
す
る
経
験
的
な
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実
在
性
と
、
語
の
意
識
上
の
実
在
性
に
は
、
共
通
の
尺
度
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
の
意
味
に
関
す
る
素
朴
な
定
義
は
文
を
対
象
に
し
て
い
る
う

ち
は
正
し
い
。「
意
味
と
は
、
こ
と
ば
と
関
連
す
る
重
要
な
物
事
、
す
な
わ
ち
実
地
の

出
来
事
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
（
９
（。」こ

う
し
た
言
語
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
行
動

や
思
考
の
反
応
を
意
味
と
見
な
す
な
ら
、
語
の
意
味
と
は
そ
れ
に
比
べ
て
極
め
て
抽

象
的
か
つ
観
念
的
な
水
準
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
語
の
意
味
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
語

の
意
識
に
お
け
る
実
在
感
は
、
そ
の
判
定
の
基
準
を
文
が
属
す
る
世
界
に
求
め
る
限

り
希
薄
に
な
る
一
方
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
言
語
単
位
の
諸
水
準
を
、
今
述
べ
た
よ
う
な
実
在
感
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

強

弱

　

具
体
経
験
と
し
て
の
実
在
感　
　
　
　
　

文　
　
　

語　
　

音
素

　

分
析
対
象
と
し
て
の
実
在
感　
　
　
　
　

音
素　
　

語　
　

文

　

音
素
の
分
析
対
象
と
し
て
の
扱
い
易
さ
は
こ
の
上
な
い
。
弁
別
特
徴
へ
の
還
元
の

プ
ロ
セ
ス
に
は
ど
こ
に
も
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
結
果
、
各
音
素
が
緊
密
に
関
係

し
合
う
体
系
が
得
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
過
不
足
の
な
い
結
果
に
至
る
分
析
が
、

そ
の
認
識
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
錯
誤
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
／
ｐ
／

・
／

ｂ
／

の
音
素
と
し
て
の
地
位
は
、
互
い
の
差

異
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
し
か
し
、
実
際
は
、
両
者
の
対
立
は
「
有

声
性
」
に
お
い
て
対
立
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
／
ｐ
／

・
／

ｂ
／

が

現
実
の
語
に
お
い
て
、
別
の
語
／pig

／

・
／big

／

と
し
て
存
在
し
た
と
き
に
解
決
済
み

で
あ
る
。「
有
声
性
」
は
、
そ
の
対
立
を
音
声
学
的
に
表
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
で
も
、
ひ
と
た
び
／
ｐ
／

な
り
／

ｂ
／

と
い
う
音
素
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
が
分
析

の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
そ
う

し
た
音
素
が
当
該
言
語
の
音
韻
体
系
を
支
え
て
い
る
と
思
い
込
む
。

　

文
は
ど
う
か
。
文
は
そ
う
し
た
分
析
を
寄
せ
付
け
な
い
。
そ
の
意
味
が
、
な
ん
ら

か
の
行
動
や
思
考
を
促
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
そ
う

し
た
文
の
存
在
を
保
証
す
る
も
の
は
、
他
の
文
と
の
差
異
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、

意
識
上
に
は
差
異
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
対
と
な
る
存
在
が
な
い
の
で
あ
る
。
／
ｐ
／

と
／

ｂ
／

の
間
に
は
「
有
声
性
」
と
い
う
二
項
対
立
に
還
元
で
き
る
差
異
が
あ
る
。
で

は
「
あ
そ
こ
に
山
が
あ
る
。」
と
い
う
文
は
、
い
か
な
る
差
異
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
文

と
対
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

言
語
の
使
用
に
お
け
る
経
験
上
の
具
体
性
を
求
め
て
文
に
至
っ
た
段
階
で
、
私
達

は
皮
肉
に
も
そ
れ
が
分
析
の
対
象
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
相
応
し
く
な
い
と
い
う
こ

と
に
気
付
く
。
そ
こ
で
、
文
を
分
析
す
る
と
は
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
語
と
そ

の
結
合
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
言
い
た
く
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も

文
と
語
の
間
に
は
不
可
侵
の
異
質
性
が
あ
っ
た
。「
語
そ
れ
自
体
が
文
の
分
析
か
ら
生

じ
る
こ
と
は
な
い（
（0
（

。」本
稿
の
最
終
的
な
目
的
で
も
あ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム

を
考
え
る
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
最
も
切
迫
し
た
問
い
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
文
と
は
異
質
な
語
が
一
次
的
単
位
と
し
て
表
れ
る
必
然
性
を
理
解
し

て
始
め
て
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
多
少
先
回
り
し
て
言
え
ば
、
そ
う
し
た
語
の
実
在

性
を
言ラ
ン
グ語

の
唯
一
の
基
盤
に
し
続
け
た
こ
と
が
、
彼
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
の
恐
ろ
し
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い
ま
で
の
増
殖
と
や
が
て
訪
れ
る
終
焉
を
招
き
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

時
枝
誠
記
が
『
言
語
学
概
論（
（（
（

』
に
お
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
批
判
し
た
こ
と
は
良

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
語
を
言
語
研
究
の
対
象
と
す
る
と
い
う
確
信
の
強
さ
に
お
い

て
、
彼
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
並
ぶ
希
有
な
言
語
学
者
で
あ
る
。
時
枝
は
、
語
と
い
う
単

位
が
、
大
し
た
反
省
も
な
い
ま
ま
自
明
な
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
危

惧
し
つ
つ
、
言
語
単
位
を
自
然
科
学
が
扱
う
単
位
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張

す
る
。
時
枝
の
主
張
を
も
う
少
し
敷
衍
す
る
な
ら
、
原
子
的
、
量
子
的
と
い
う
言
葉

で
彼
が
形
容
す
る
単
位
と
は
、
分
析
の
究
極
に
あ
る
に
せ
よ
、
主
体
の
意
識
に
と
っ

て
実
在
す
る
こ
と
の
な
い
人
工
的
か
つ
抽
象
的
な
構
成
物
で
あ
り
、
こ
う
し
た
単
位

が
言
語
学
に
お
い
て
誤
っ
て
単
位
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
科

学
と
の
不
当
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
で
あ
っ
て
、
言
語
学
本
来
の
手
法
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
究
境
に
お
い
て
到
達
す
る
最
終
的
な
単
位
と
い
う
言
い
方
自

体
が
、
文
や
分
節
な
ど
を
出
発
点
に
分
析
を
始
め
、
や
が
て
は
単
位
＝
語
に
至
る
と

い
う
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
こ
で
文
を
一
次
的
単
位
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
文
は
単
語
の
集
合
体
で
は
な
く
、

文
の
み
が
言
語
の
具
体
存
在
で
は
な
い
以
上
、
文
と
語
は
、
言
語
に
お
い
て
「
先
ず

あ
た
え
ら
れ
た
処
の
二
の
全
体
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
敢
え
て
言
う
な
ら
、

そ
の
ど
ち
ら
も
が
具
体
存
在
で
あ
り
、
分
析
（
文
か
ら
語
）
や
統
合
（
語
か
ら
文
）

と
い
う
粗
雑
な
考
え
方
で
、
両
者
の
質
的
相
違
を
無
視
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

で
は
、
言
語
単
位
の
抽
出
に
つ
い
て
ど
う
か
と
な
れ
ば
、
そ
の
唯
一
の
基
準
は
、
抽

出
さ
れ
る
単
位
が
「
言
語
的
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
は
な
る

で
あ
ろ
う
。「
お
そ
ら
く
」
と
こ
の
点
に
つ
い
て
即
断
で
き
な
い
の
は
、
語
＝
単
位

は
、「
研
究
者
の
焦
点
に
結
像
さ
れ
た
全
一
体
」
で
言
語
学
の
出
発
点
と
な
る
と
同
時

に
、
そ
の
本
質
の
究
明
が
「
言
語
研
究
の
終
極
の
課
題
」
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

こ
の
語
＝
単
位
に
つ
い
て
の
知
見
は
常
に
言
語
学
の
原
理
の
あ
り
方
を
絶
え
ず
根
底

で
揺
す
ぶ
る
ほ
ど
の
大
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
時
枝
の
単
位
に
つ
い
て
の
思
索
は
非
常
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
で
あ
る
。
言

語
意
識
に
問
い
か
け
る
限
り
語
だ
け
が
実
在
す
る
単
位
と
な
る
。
言
語
意
識
そ
の
も

の
と
し
て
の
語
の
存
在―

こ
こ
で
時
枝
か
ら
学
び
た
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
語
の
実

在
の
根
拠
で
あ
る
。

　
　

三
、
言
語
単
位
の
問
題

　
『
講
義
』
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
を
歪
め
て
い
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た（
（（
（

。
学

生
の
講
義
録
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
手
稿
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

を
読
ん
だ
シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
と
ア
ル
ベ
ー
ル
・
セ
シ
ュ
エ
の
編
集
作
業
を
通
し
て

で
き
あ
が
っ
た
こ
の
書
物
は
、
そ
の
成
立
の
事
情
を
鑑
み
れ
ば
ソ
シ
ュ
ー
ル
著
と
い

う
に
は
確
か
に
具
合
が
悪
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
関
す
る
誤
解
や
無
理
解
の
原
因
を
、

こ
う
し
た
成
立
事
情
に
求
め
る
傾
向
は
根
強
く
あ
る
。『
講
義
』
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を

写
し
た
「
だ
ま
し
絵
」（trom

pe-l’ œ

（
（（
（il

）
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
の
多
く
が
、
そ

う
し
た
虚
像
に
騙
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。

　

で
は
、
彼
ら
が
も
し
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
原
資
料
を
読
ん
で
い
た
ら
、
こ
の
言
語
学
者

の
思
想
に
つ
い
て
「
正
し
い
」
理
解
に
至
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。『
講
義
』
の
不

備
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
の
「
歪
曲
」
の
す
べ
て
の
原
因
を
帰
す
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
否
、
こ
う
し
た
論
理
は
安
易
な
短
絡
に
よ
る
も
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
生
の
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素
材
に
触
れ
る
こ
と
の
重
要
性
な
ど
と
い
う
月
並
み
な
教
訓
に
基
づ
い
て
こ
の
問
題

を
裁
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
講
義
』
成
立
に
関
す
る
文

献
上
の
不
備
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
編
纂
を
導
く
こ
と
に

な
る
編
者
の
形
而
上
的
な
態
勢
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
編
者
ら
の
『
講
義
』
解
釈
と
そ
れ
に
基
づ
く
編
纂
の
問
題
は
、
彼
ら
だ
け
の
問

題
に
留
ま
ら
ず
、
文
献
上
の
不
備
が
な
い
は
ず
の
原
資
料
を
扱
う
者
に
も
そ
の
ま
ま

当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、『
講
義
』
を
編
纂
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
編
者
の
よ
う
に
ソ

シ
ュ
ー
ル
を
読
む
限
り
生
じ
る
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
中
で
不
可

避
的
に
希
薄
化
・
矮
小
化
す
る
問
題
こ
そ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
が
言
語
の
探
求
に

お
い
て
、
最
も
根
本
に
据
え
た
言
語
単
位
に
つ
い
て
の
問
い
な
の
で
あ
る
。

　
『
講
義
』編
者
の
と
っ
た
指
針
を
ゴ
デ
ル（
（（
（

と
エ
ン
グ
ラ
ー（
（（
（

は
文
献
学
的
に
解
明
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
学
に
も
た
ら
し
た
功
績
は
こ
こ
で
改
め
て
繰
り
返

す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
ら
の
書
物
を
参
照
す
れ
ば
、「
素
材
」
が
ど
の

よ
う
に
加
工
さ
れ
た
か
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。と
は
い
え
、

そ
う
し
た
結
果
か
ら
の
帰
納
だ
け
で
は
、ど
う
し
て
も
見
え
て
こ
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
講
義
』
を
生
ん
だ
編
者
の
感
情
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。

　
　

�

か
く
べ
つ
独
創
的
な
断
章
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
て
み
て
は
、
と
勧
め
る
向
き
も

あ
り
、
当
初
は
そ
う
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
の
だ
が
、
全
体
を
提
示
し
て
こ
そ

価
値
の
あ
る
構
成
物
の
断
片
の
み
を
提
示
し
て
は
、
師
の
思
想
を
歪
め
て
し
ま

う
こ
と
が
そ
の
後
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
る（
（6
（

。

　
　

�

い
っ
さ
い
を
そ
の
ま
ま
出
版
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
ら
、
自
由
な
論
述
に
お
け
る
冗
長
や
重
複
や
そ
の
場
限
り
の
定
式
化
な
ど

に
よ
っ
て
書
物
が
不
統
一
な
体
裁
を
纏
う
こ
と
に
な
ろ
う（
（（
（

。

　

編
者
の
危
惧
は
、
講
義
録
や
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
断
章
と
い
っ
た
資
料
を
そ
の
ま
ま
掲

載
し
た
場
合
、「
師
の
思
想
」
を
歪
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
「
口
述
に
つ
き
も
の
の
言
い
換
え
、
ふ
ら
つ
き
か
ら
思
想
を
抽
出（
（8
（

」

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
口
頭
の
講
義
の
結
果
生
じ
る
様
々
な
表
現
や
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

自
身
の
構
成
上
の
不
備
と
彼
ら
が
み
な
す
も
の
を
そ
の
ま
ま
発
表
す
る
こ
と
は
到
底

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
冗
長
」
や
「
重
複
」
は
、
本
来
は
一
貫
し

て
い
る
は
ず
の
師
の
論
証
か
ら
削
除
す
べ
き
贅
言
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
作

業
に
お
い
て
編
者
は
、
実
は
、
非
常
に
高
い
能
力
を
発
揮
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
書
物
は
、
申
し
分
の
な
い
出
来
を
誇
る
『
講
義
』
と
し
て
世
に
出
た
。
そ

の
過
程
で
、ソ
シ
ュ
ー
ル
が
本
来
言
っ
て
い
な
い
こ
と
を
編
者
が
書
き
足
し
た
と
か
、

過
度
に
図
式
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
心
理
的

要
因
と
、
そ
う
し
た
心
的
な
態
勢
が
『
講
義
』
に
与
え
た
決
定
的
な
影
響
に
比
べ
れ

ば
比
重
の
低
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
問
題
は
、
編
者
が
彼
ら
自
身
の
方
針
に

忠
実
で
あ
る
限
り
、
な
ぜ
、
言
語
単
位
の
問
題
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
実
際
に
行
っ
た

の
と
同
じ
よ
う
な
形
で
問
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ソ

シ
ュ
ー
ル
が
言
語
単
位
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
あ
げ
て
み
る
。

　
　

�

単
位
の
問
題
は
現
象
を
極
め
る
問
題
と
根
底
的
に
異
な
ら
な
い
、
現
象
を
極
め
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る
こ
と
は
、
単
位
の
問
題
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
段
な
の
だ
。
言
語
学
に
は
単

位
を
扱
う
以
上
の
こ
と
は
何
一
つ
で
き
な
い（
（9
（

。

　
　

�

言
語
は
そ
の
全
体
が
一
定
の
諸
単
位
の
対
立
の
な
か
に
あ
り
、（
中
略
）
単
位
が

な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
に
訴
え
か
け
ず
に
は
一
歩
だ
っ
て
進
め
な
い（
（0
（

。

　

こ
う
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
発
言
は
、
言
語
学
の
敷
居
を
跨
ぐ
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

は
率
先
し
て
単
位
の
問
題
に
つ
い
て
了
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
も
読
め
る
。
単
位
を
画
定
し
、
言
語
学
の
対
象
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
後
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
探
求
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
学
問
の
正
当
な
手
順
を
述
べ
た

言
葉
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
本
当
に
そ
う
な
ら
、
つ
ま
り
は
、
単
位
の
問

題
が
言
語
学
の
序
章
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
な
ら
、『
講
義
』
の
編
者
は
こ
の
問
題
を

取
り
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
再
現
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
論
述
を
細
や
か
に
し
、
論
理
的

な
道
筋
に
沿
っ
て
論
証
を
行
え
ば
、
言
語
単
位
と
は
ど
ん
な
も
の
で
、
そ
れ
を
探
求

の
対
象
に
す
る
言
語
学
者
が
ど
う
振
る
舞
う
べ
き
か
を
説
く
こ
と
な
ど
雑
作
も
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
位
の
問
題
は
そ
う
し
た
論
理
の
中
で
問
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
う
し
た
論
証
の
平
明
さ
を
す
り
抜
け
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　

�

言
語
学
が
行
う
こ
う
し
た
単
位
の
決
定
は
、
た
ん
に
そ
の
緊
急
の
任
務
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
れ
が
で
き
て
し
ま
え
ば
、
言
語
学
は
そ
の
全
任
務

を
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（
（（
（

。

　
　

�

問
題
に
精
通
す
る
言
語
学
者
が
い
て
、次
の
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
う
と
す
る
。

言
語
の
な
か
に
は
、
第
一
に
来
る
明
瞭
な
対
象
が
絶
対
的
に
存
在
し
、
そ
れ
は

分
析
の
手
前
に
あ
っ
て
、
あ
と
に
は
な
い
。
す
る
と
、
私
達
に
は
も
う
書
く
こ

と
が
な
い
だ
ろ
う
。
い
や
、
そ
の
と
き
に
言
語
学
は
お
し
ま
い
に
な
る（
（（
（

。

　

後
者
の
「
書
物
の
草
稿
」
か
ら
の
引
用
に
は
単
位
と
い
う
言
葉
自
体
は
な
い
が
、

双
方
と
も
が
言
語
単
位
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
本
当
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
単

位
の
問
題
は
言
語
学
の
始
ま
り
と
同
時
に
終
焉
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
慎
重
に
思
索

し
て
い
る
つ
も
り
で
、
実
は
逡
巡
し
停
滞
し
て
い
る
だ
け
の
思
考
が
、
自
己
弁
護
の

た
め
に
持
ち
出
す
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
。
言
語
単
位
と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
考
え

よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
思
考
の
円
環
を
引
き
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
で
は
、
そ
の
始
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
単
位
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
な
ん
ら
か
の
先
験
的
な
事
象
は
存
在
す
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
な
い
。「
言
語
の

一
側
面
が
、
他
の
側
面
よ
り
先
だ
と
か
上
だ
と
か
、
出
発
点
で
あ
る
べ
き
だ
と
か
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
権
利
は
い
っ
さ
い
な
い（
（（
（

。」
た
だ
あ
る
の
は
、
語
ろ
う
と
す
れ

ば
溢
れ
出
す
言
葉
の
連
な
り
で
あ
り
、
単
位
に
つ
い
て
考
え
る
と
は
、
そ
う
し
た
言

葉
い
っ
さ
い
の
連
関
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
が
頻
繁
に
用
い
る
、
同
一
性
、
差
異
、
価
値
、
実
在
、
事
象
は
単
位
の
問

題
と
い
つ
で
も
同
時
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ど
れ
か
ら
始
め
て
も
い
い
。
た
だ
、
ひ
と

た
び
始
め
た
ら
、
そ
の
円
環
の
内
に
留
ま
る
し
か
な
い
。

　

こ
う
し
た
言
語
単
位
の
事
象
と
し
て
の
性
質
と
、
師
の
一
貫
し
た
思
想
を
披
瀝
す

る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
『
講
義
』
の
書
物
と
し
て
の
性
格
は
、
相
当
に
相
性
が
悪
い
。
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編
者
が
「
冗
長
」「
重
複
」
と
見
な
し
た
も
の
は
、
口
述
の
講
義
に
つ
き
も
の
の
余
剰

な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
言
語
単
位
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
唯
一
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
念
の
た
め
に
付
言
す
る
が
、
私
が
こ
う
し
て
述
べ
て

い
る
こ
と
は
、
私
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
な
ど
で
は
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
う
い
う

や
り
方
で
実
際
に
単
位
の
問
題
を
語
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

あ
る
読
者
が
私
の
思
索
を
、
こ
の
本
の
は
し
か
ら
は
し
ま
で
を
注
意
深
く
た
ど

り
た
い
と
す
る
。
き
っ
と
彼
は
、
厳
密
な
順
序
を
き
ち
ん
と
追
う
こ
と
は
、
い

わ
ば
不
可
能
だ
と
思
い
知
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
私
が
や
る
こ
と
は
、
同
じ
考
え

を
三
度
で
も
四
度
で
も
違
っ
た
形
で
読
者
の
前
に
引
き
出
す
こ
と
だ
。
論
証
を

始
め
る
の
に
何
か
ほ
か
よ
り
も
上
等
な
出
発
点
は
、
実
際
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
も

な
い
の
だ
か
ら（
（（
（

。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
書
物
は
、
未
完
の
ま
ま
棄
却
さ
れ
た
か
、
着
手
さ
え
さ

れ
な
か
っ
た
と
当
初
は
思
わ
れ
て
い
た
が
、
つ
い
最
近
（
一
九
九
四
年
）
に
な
っ
て

草
稿
の
形
で
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
次
の
一
節
は
、
言
語
学
に
お
け
る
出
発
点
の

不
在
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
不
在
の
理
由
と
、
そ
こ
に
お
い
て
す
べ
き
言

語
学
者
の
所
為
を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
白
眉
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　

�

実
際
、
言
語
学
の
な
か
の
ど
れ
か
一
つ
の
真
理
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
優
越

性
を
与
え
、
中
心
と
な
る
出
発
点
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
な
よ
う
に

思
え
る
。
し
か
し
、
五
つ
六
つ
の
基
盤
と
な
る
真
理
な
ら
存
在
し
て
い
て
、
そ

れ
ら
ど
う
し
は
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
で
、
ど
の
真
理
か
ら
始
め
る
こ

と
も
可
能
で
あ
り
、
任
意
の
一
つ
の
真
理
か
ら
始
め
て
も
、
残
り
の
す
べ
て
の

真
理
や
同
様
の
帰
結
を
も
た
ら
す
些
細
な
事
項
に
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
る（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
「
真
理
」
の
相
互
的
な
依
存
が
、
単
位
の
問
題
を
出
発
点
と
し
て
特
権

化
す
る
こ
と
を
阻
む
。「
真
理
」
が
自
律
し
、
そ
の
個
々
の
連
な
り
に
よ
っ
て
書
か
れ

る
『
講
義
』
が
そ
れ
に
付
き
合
う
は
ず
も
な
い
。『
講
義
』
の
論
証
が
、
言
語
事
象
を

並
列
・
序
列
・
自
律
化
す
る
一
方
で
、
言
語
単
位
を
問
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
思
考

の
傾
向
と
は
ち
ょ
う
ど
対
極
に
あ
る
か
ら
だ
。『
講
義
』
が
体
現
す
る
こ
う
し
た
傾
向

と
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
論
証
の
性
質
を
対
比
し
て
表
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
『
講
義
』　　
　
　
　
　
　
　
　

ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
思
考

　

論
証
の
並
列
と
一
貫
性　
　
　
　
　

反
復
と
冗
長

　
「
真
理
」
の
自
律
性　
　
　
　
　
　

�

「
真
理
」
の
依
存
性

　

弁
証
法
的
論
証　
　
　
　
　
　
　
　

始
点
の
不
在

　
『
講
義
』
の
編
纂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
か
ら
学
び
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
こ
の
問
題
が
、
思
考
に
見
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
普
遍
的
な
傾
向
を
表
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
達
に
は
い
つ
で
も
『
講
義
』
を
生
み
出
す
用
意
が

で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
思
考
が
事
象
に
求
め
る
先
図
上
段
の
項
目
は
、
な
ん

ら
か
の
思
想
な
り
概
念
な
り
を
有
益
な
も
の
と
し
て
消
化
・
消
費
す
る
た
め
の
思
考

の
傾
向
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
語
学
を
言
語
を
対
象
と
す
る
科
学
と
し
て
成
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立
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
言
語
単
位
の
画
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
の
学
問
の

序
章
に
組
み
込
ん
で
、
そ
こ
を
出
発
点
に
始
め
る
に
は
十
分
に
機
能
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
る
言
語
単
位
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
こ
の
問
い
を
考
え
る

者
に
い
つ
ま
で
続
く
と
も
わ
か
ら
な
い
咀
嚼
を
強
い
る
。
言
語
学
を
す
る
と
は
「
五

つ
六
つ
の
真
理
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
真

理
」
を
「
真
理
」
た
ら
し
め
る
先
験
的
な
事
象
な
ど
は
な
い
。
あ
る
事
象
が
孤
立
し

て
真
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
と
き
、
私
達
は
言
語
を
外
側
か
ら
眺
め
て
い
る
。

そ
れ
は
言
語
に
つ
い
て
考
え
る
の
を
あ
き
ら
め
た
と
き
で
あ
る
。

四　

言
語
単
位
と
し
て
の
「
語
」

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、「
語
は
最
も
強
く
画
定
さ
れ
る
単
位
で
あ
る（
（6
（

」
と
言
う
。
こ
こ
に

あ
る
「
強
く
」
と
い
う
言
葉
は
大
事
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
が
彼
ら
し
い
と
思
え
る

の
は
、
先
に
見
た
構
造
言
語
学
の
観
点
か
ら
は
、
単
位
は
二
項
対
立
の
差
異
に
よ
っ

て
画
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
強
く
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
よ
う
な
、

強
度
や
度
合
い
を
示
す
事
象
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
語
は
、
な

に
よ
り
強
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
語
の
画
定
が
、
そ
の
強
度
に
お
い
て
ど
ん
な
事
象

に
勝
る
と
い
う
の
か
。
そ
こ
で
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
音
素
や
文
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に

対
し
て
、
語
が
強
い
の
は
、
そ
れ
が
言
語
意
識
に
表
れ
る
時
の
直
接
性
で
あ
る
と
言

え
る
。

　
　

�

語
以
外
に
単
位
と
し
て
持
ち
出
せ
る
も
の
は
な
い
か
を
考
え
て
み
る
の
も
い

い
。
た
と
え
ば
、
具
体
的
単
位
は
文
だ
け
だ
と
言
い
は
る
視
点
が
あ
る
。（
中

略
）
文
で
は
多
様
性
が
す
べ
て
だ
。
も
し
何
か
共
通
の
も
の
を
見
つ
け
だ
す
と

し
た
ら
、
ま
た
も
や
語
に
行
き
つ
く
し
か
な
い（
（（
（

。

　
　

�

語
の
な
か
の
要
素
を
、
こ
う
だ
と
決
め
る
に
は
分
析
が
い
る
。
け
れ
ど
も
、
語

じ
た
い
が
文
の
分
析
か
ら
来
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
文
は

言
葉
の
な
か
、
言
述
的
な
言
語
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、

語
は
ひ
と
つ
の
単
位
で
、
あ
ら
ゆ
る
言
述
の
外
、
心
的
宝
庫
の
な
か
に
生
き
て

い
る（
（8
（

。

　
　

�

言
語
の
意
識
が
認
め
、
批
准
す
る
も
の
を
観
て
、
こ
れ
を
実
在
と
す
る
こ
と（
（9
（

。

　

こ
う
し
た
語
の
実
在
の
尺
度
を
先
の
図
に
加
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

強

弱

　

具
体
経
験
と
し
て
の
実
在
感　
　
　
　
　

文　
　
　

語　
　

音
素

　

分
析
対
象
と
し
て
の
実
在
感　
　
　
　
　

音
素　
　

語　
　

文

　

意
識
に
お
け
る
実
在
感　
　
　
　
　
　
　

語　
　
　

文
？　

音
素
？

　

音
素
や
文
を
比
較
の
対
象
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
語
が
強
く
画
定
さ
れ
る
単
位
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
間
違
い
で
は
な
い
。
た
だ
、「
強
く
」
と
い
う
言
葉
に

込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
は

語
に
対
し
て
あ
ま
り
に
異
質
で
あ
り
、
そ
れ
を
対
象
に
「
強
い
」
と
い
う
度
合
い
を
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表
す
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
滑
稽
な
感
さ
え
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
強
さ
と
い
う
概
念
を
別
の
事
象
に
振
り
当
て
て
み
る
。
す
る
と
、
語
は

確
か
に
「
ひ
と
つ
の
単
位
」
で
は
あ
る
が
、
単
位
は
語
の
み
を
対
象
と
す
る
必
要
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
意
識
が
自
ら
の
実
在
感
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

そ
こ
に
意
味
と
形
態
の
連
合
し
た
単
位
の
存
在
を
見
い
出
せ
る
な
ら
、
単
位
は
む
し

ろ
結
合
・
分
離
の
さ
ま
ざ
ま
な
強
度
の
下
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
語
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
接
辞
、
語
根
、
形
態
素
等
の
語

の
構
成
物
は
、
そ
れ
が
表
意
単
位
で
あ
る
限
り
、
単
位
と
言
っ
て
い
い
こ
と
に
な
る
。

　
　

�

基
準
。
実
在
的
な
も
の
と
は
、
語
る
主
体
が
な
ん
ら
か
の
度
合
い
で
意
識
し
て

い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
識
す
る
も
の
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
意

識
で
き
る
も
の
以
外
は
な
ん
で
も
な
い
。
さ
て
、
ど
ん
な
言
語
状
態
の
な
か
で

も
、
語
る
主
体
は
語
の
単
位
よ
り
下
の
形
態
論
的―
つ
ま
り
は
表
意
的―

単
位
を
意
識
し
て
い
る（
（0
（

。

　

こ
う
し
た
上
位
単
位
（
語
）
と
下
位
単
位
（
接
辞
等
）
の
結
合
・
分
離
の
心
的
現

象
は
、
実
際
に
は
、
新
語
創
造
や
語
源
分
析
と
し
て
日
々
具
現
化
し
て
い
る
。finir: 

venir

＝je finis: X

と
い
う
比
例
式
か
ら
誤
っ
てX

＝je venis

が
創
造
さ
れ
る
の

も
そ
う
し
た
意
識
の
働
き
に
よ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
創
造
さ
れ
た
形
態venis

が
結

果
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
ど
う
で
も
い
い
。
そ
う
し
た
形
態
を
常

に
生
み
出
す
態
勢
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
言
語
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
肝
心
な
の

で
あ
る（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
単
位
の
画
定
と
そ
の
再
結
合
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
形
態
を
受
容
・
生
成
す

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
こ
に
主
体
的
な
活
動
を
想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
が
用
い
る
「
語
る
主
体
」（sujet parlant

）
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
。

「
ひ
と
つ
の
事
柄
が
ど
の
程
度
に
存
在
す
る
か
を
知
ろ
う
と
し
た
ら
、そ
れ
が
ど
の
程

度
語
る
主
体
の
意
識
の
な
か
に
存
在
し
、
意
味
を
持
つ
か
を
究
め
る
必
要
が
あ
る（
（（
（

。」

そ
う
彼
は
言
う
。
た
だ
、
こ
の
言
い
回
し
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ね
じ
れ
が
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
単
位
の
抽
出
を
行
う
「
聞
く
主
体
」
で
は
な
く
、
単
位
の
結
合
を

行
う
「
語
る
主
体
」
に
尋
ね
る
の
は
お
か
し
く
な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
り
う
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、「
聞
く
」「
語
る
」
と
い
う
言
葉
を
真
に
受
け
た
結

果
、
言
語
意
識
の
現
象
を
分
析
と
生
成
と
い
う
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
分
離
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
「
聞
く
」
と
「
語
る
」
を
、

そ
の
ま
ま
単
位
の
分
離
と
結
合
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
私
達

は
聞
く
の
と
同
じ
や
り
か
た
で
話
す
。
そ
の
時
基
礎
に
な
る
の
は
、
聴
覚
印
象
だ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
受
け
取
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
が
受
容
し
、
私
達
が
行

う
こ
と
を
決
め
る
た
め
の
最
高
権
力
を
持
っ
て
い
る（
（（
（

。」
語
る
主
体
と
は
、
こ
う
し
た

単
位
の
不
断
の
抽
出
・
結
合
を
表
し
た
用
語
の
表
面
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
裏
に
「
聞
か
れ
る
単
位
」
が
も
う
透
け
て
見
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
は
言
語
に
と
っ
て
実
在
と
い
え
る
も
の
は
な
に
か
と
い
う
問
い
の
下
、

語
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
言
語
の
一
次
的
対
象
と
な
り
う
る
経
緯
を
た
ど
っ
て
き

た
。
そ
し
て
今
、
そ
う
し
た
言
語
意
識
の
現
象
と
し
て
言
述
の
発
生
を
、
語
的
な
単

位
の
分
離
・
結
合
に
よ
っ
て
解
明
で
き
な
い
か
と
思
っ
た
と
き―

こ
の
問
い
の
普

遍
的
な
是
非
は
別
に
し
て―

私
達
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
を
、
彼
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の
言
語
一
般
に
対
す
る
思
索
と
同
じ
位
相
で
考
え
る
支
度
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
膨
大
な
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
に
お
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
ア
ナ
グ
ラ
ム

を
含
む
と
自
ら
が
見
な
し
た
言
述
の
中
に
目
標
と
な
る
音
や
語
を
画
定
す
る
こ
と
に

ほ
ぼ
終
始
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
み
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
の

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
一
般
言
語
学
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
同
じ
で
あ
る
し
、
同
時
に
、
違
っ

て
い
る
と
も
言
え
る
。
一
般
言
語
学
と
は
ま
る
で
別
人
の
「
も
う
一
人
の
ソ
シ
ュ
ー

ル
」
な
ど
と
い
う
根
拠
の
な
い
期
待
を
抱
く
こ
と
な
く
、
彼
の
思
索
が
呈
す
る
同
質

的
な
持
続
を
読
み
取
り
た
い
と
思
う
。

五　

ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究

　

印
欧
古
典
文
学
に
お
い
て
詩
人
の
だ
れ
も
が
秘
密
裡
に
守
っ
て
き
た
法
則―

そ

の
存
在
を
信
じ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
法
則
の
謎
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
。
ア
ナ

グ
ラ
ム
研
究
と
呼
ば
れ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
一
連
の
思
索
は
一
九
〇
六
年
に
始
ま
り
一

九
〇
九
年
ま
で
続
く
。
そ
の
期
間
に
計
百
冊
を
越
え
る
ノ
ー
ト
が
書
か
れ
た
と
い
う

の
だ
か
ら
、
彼
が
こ
の
問
題
に
ど
れ
ほ
ど
膨
大
な
時
間
を
費
や
し
て
い
た
か
が
う
か

が
え
る
。
一
方
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
翌
一
九
〇
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

大
学
で
第
一
回
一
般
言
語
学
講
義
を
始
め
、
こ
れ
は
中
断
を
経
て
一
九
一
一
年
の
第

三
回
講
義
ま
で
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
の
時
期
を
覆

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
下
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
断
っ
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
通
常
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
（anagram

m
es

）
と
い
う
と
、
文

字
の
並
び
換
え
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
語
を
紡
ぐ
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
ソ
シ

ュ
ー
ル
が
こ
の
言
葉
の
下
に
行
う
探
求
は
常
に
音
を
扱
っ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
自

身
も
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
と
い
う
用
語
の
正
当
性

に
疑
問
を
呈
し
て
い
る（
（（
（

。
同
時
に
、
彼
が
使
用
す
る
他
の
い
く
つ
も
の
用
語
も
め
ま

ぐ
る
し
く
名
称
が
変
わ
る
。
名
称
の
変
更
は
単
な
る
レ
ッ
テ
ル
の
貼
り
替
え
で
は
な

く
、
対
象
と
な
る
事
象
へ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
取
り
組
み
方
の
変
遷
を
表
し
て
お
り
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
相
応
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
煩
瑣
を
避
け
、
比

較
的
頻
度
の
高
い
用
語
で
す
べ
て
統
一
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　

一
九
〇
六
年
七
月
十
七
日
付
け
の
バ
イ
イ
宛
の
書
簡（
（（
（

で
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
サ
ト
ゥ

ル
ヌ
ス
詩
（saturnien

）
と
い
う
、
碑
文
や
古
代
の
作
家
の
引
用
で
し
か
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
な
い
古
詩
に
つ
い
て
の
自
ら
の
研
究
の
経
過
を
報
告
し
て
い
る
。
サ
ト
ゥ

ル
ヌ
ス
詩
を
ギ
リ
シ
ア
起
源
の
印
欧
古
典
詩
と
見
な
す
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
ル

イ
ス
・
ア
ヴ
ェ（
（6
（

は
、
同
音
要
素
の
反
復
を
、
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
固
有
の
単
な
る
韻
律

上
の
装
飾
も
し
く
は
技
巧
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
ア
ヴ
ェ
の
見

解
に
対
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
反
論
は
こ
う
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
詩
の
六ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ
ス

脚
詩
行
の

基
本
単
位
で
あ
る
長
・
短
・
短
か
ら
な
る
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
の
音
節
群
が
ス
ポ
ン
ダ
イ

オ
ス
の
長
・
長
の
音
節
群
と
置
き
か
え
可
能
で
あ
り
、
ま
た
行
末
で
は
常
に
こ
の
置

き
換
え
が
お
こ
る
こ
と
か
ら
、
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
が
ス
ポ
ン
ダ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
置
き

か
え
可
能
な
ら
ス
ポ
ン
ダ
イ
オ
ス
を
韻
律
の
基
調
と
す
る
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
は
、
ギ

リ
シ
ア
詩
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
は
ず
で
あ
る
。
韻
律
の
解
釈
の
く
だ
り
は
や
や
煩

瑣
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア

ナ
グ
ラ
ム
研
究
を
今
後
に
渡
っ
て
導
く
こ
と
に
な
る
普
遍
化
と
全
体
化
の
傾
向
を
示

す
論
証
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
主
張
し
よ
う
と
し
た
、
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
と
ギ
リ
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シ
ア
古
典
詩
の
「
共
通
起
源
説
」
は
、
頭
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン

韻
（
以
下
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
）
と
い
う
サ

ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
に
見
ら
れ
る
韻
律
上
の
特
徴
が
、
印
欧
詩
に
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で

は
な
い
か
と
い
う
仮
説
に
端
を
発
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
は
、
よ
り
普
遍
的
な
韻
律
の
規
則
を
解
明
し
た
い
と
い
う
程
度
の
動

機
し
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
態
が
動
き
出
す
の
は
、
こ
う
し
た
ア
リ
テ
ラ

シ
オ
ン
が
も
た
ら
す
音
の
反
復
が
、
い
か
な
る
詩
の
い
か
な
る
詩
行
を
も
律
す
る
は

ず
だ
、
と
い
う
思
い
に
彼
が
駆
ら
れ
る
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。

　

通
常
、
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
は
、
押
韻
と
い
う
韻
律
上
の
効
果
に
よ
っ
て
、
特
定
の

詩
脚
に
強
勢
部
（icutus du vers

）
を
生
じ
る
が
、
そ
れ
か
ら
外
れ
る
音
節
は
対
象

に
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
規
則
は
特
定
の
条
件
下
で
働
く
韻
律
上
の
ひ
と
つ
の

技
法
に
お
さ
ま
る
。
一
方
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
の
名
の
下
に
発
見

し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
は
、
詩
行
全
体
を
律
す
る
、
よ
り
広
範
囲
に
渡
る
な
ん
ら

か
の
法
則
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
の
語
頭
音

の
反
復
と
い
う
事
象
と
、
自
ら
が
目
指
し
て
い
る
法
則
と
の
齟
齬
を
懸
念
す
る
。
や

が
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
通
常
の
意
味
で
の
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
の
枠
組
み
を
越
え
て
、

こ
の
韻
律
の
本
性
で
あ
る
語
頭
音
反
復
を
「
拡
大
」
す
る
こ
と
で
、「
同
一
音
の
反

復
」
と
い
う
事
象
を
、
詩
に
と
っ
て
の
全
的
な
法
則
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
に
お
い
て
従
来
注
目
さ
れ
て
い
た
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
と
い
う
現

象
は
、
そ
の
す
べ
て
が
、
よ
り
一
般
的
な
、
と
い
う
よ
り
は
ま
っ
た
く
全
体
的
な
ひ

と
つ
の
現
象
に
す
ぎ
ま
せ
ん（
（（
（

。」
こ
こ
に
至
っ
て
同
音
の
反
復
は
、
強
勢
や
強
調
と
い

っ
た
詩
の
特
定
部
分
と
だ
け
関
連
す
る
韻
律
上
の
付
随
的
効
果
で
あ
る
こ
と
を
止

め
、
詩
行
の
全
音
単
位
の
存
在
を
秩
序
づ
け
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
独
自
の
法
則
と
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
通
常
の
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
の
意
味
を
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
過
程
で
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
新
た
な
発
見
を
す
る
。
そ
れ
は
、
詩
文
中
の
音
単
位
は
同
一
の
音
単

位
を
偶
数
個
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
応
し
合
う
と
い
う
法
則
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
規

則
を
ク
ー
プ
レ
ゾ
ン
（couplaison

）
と
名
付
け
る
。

　
　

�

サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
詩
中
の
す
べ
て
の
子
音
は
、
同
一
の
詩
中
で
の
場
所
を
問
わ
ず

反
復
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
子
音
は
反
響
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
存
在
で
き
る
の
だ
。
従
っ
て
、
ひ
と
つ
の
ｌ
な
り
ｔ
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
ず
つ
の
ｌ
と
ｔ
が
加
わ
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
韻
文

中
に
お
い
て
、
同
一
の
子
音
は
偶
数
個
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
奇
数
に
さ
え
な

ら
な
け
れ
ば
、
数
は
二
・
四
・
六
・
八
な
ど
ど
れ
で
も
よ
い（
（8
（

。

　

通
常
の
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
が
子
音
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

ク
ー
プ
レ
ゾ
ン
の
法
則
で
は
母
音
も
同
様
の
規
則
に
従
う（
（9
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
法
則

に
つ
い
て
、
常
識
的
な
立
場
か
ら
反
論
が
容
易
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
任
意
の

音
単
位
が
韻
文
中
で
偶
数
個
存
在
す
る
か
奇
数
個
存
在
す
る
か
は
、
確
率
的
に
考
え

れ
ば
半
々
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
反
証
の
可
能
性
は
今
後
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
克

服
す
べ
き
障
害
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
探
求
を
思
い
と
ど
ま
ら

せ
る
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
彼
の
仮
説
を
よ
り
広
い
範
囲
へ
浸
透
さ
せ
る
動
機
と
な
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
解
決
法
は
こ
う
で
あ
る
。
あ
る
詩
行
に
お
い
て
、
任
意
の
音
単
位
が

奇
数
個
の
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
余
っ
た
奇
数
個
の
音
は
、
次
の
詩

脚
に
あ
る
同
一
の
音
と
ペ
ア
に
な
る
こ
と
で
補
填
さ
れ
る
と
い
う
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
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単
に
「
次
の
詩
行
」（vers suivant

）
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
ク
ー
プ
レ
ゾ

ン
の
範
囲
が
韻
文
中
の
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
言
え

る
こ
と
は
、
こ
の
ク
ー
プ
レ
ゾ
ン
の
規
則
に
よ
っ
て
、
観
察
者
は
詩
行
の
全
体
を
余

す
こ
と
な
く
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
視
野
に
入
れ
る
」
と
は
、
特
定
の
音
単

位
を
求
め
て
、
詩
行
中
の
音
を
数
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
韻
律
を
確
認

す
る
た
め
に
数
え
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
同
じ
反
響
を
求
め
て
詩
行
を
彷
徨
す
る

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ク
ー
プ
レ
ゾ
ン
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン
は
用
語
と

し
て
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
草
稿
中
か
ら
消
え
て
い
く
。
ク
ー
プ
レ
ゾ
ン

が
も
た
ら
す
法
則
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、
法
則
が
詩
作
の
結
果
偶
然
生
じ
た
も
の

で
は
な
く
、
詩
人
が
詩
作
に
お
い
て
常
に
心
掛
け
る
べ
き
法
則
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

詩
作
を
導
く
原
動
力
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
も
た
ら
す
。
こ
れ
を
機

に
、
以
降
、
法
則
の
発
見
と
検
証
の
主
導
権
が
完
全
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
側
に
移
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

検
証
の
過
程
に
お
い
て
、
反
復
す
る
音
素
材
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
厳
密
さ
は
相
当
な
も
の
で
、
そ
こ
に
は
自
ら
の
法
則
を
無
理
に
で
も
押
し
通
そ
う

と
す
る
強
引
さ
は
微
塵
も
な
い
。「
た
だ
の
一
語
を
変
え
た
り
移
動
し
た
り
す
る
だ
け

で
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
数
々
の
結
合
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で

混
乱
し
て
し
ま
う
よ
う
な
体
系
に
お
い
て
は
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
作
詩
法
上
の
装
飾
的

な
遊
び
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ナ
グ
ラ
ム
は
詩
人
が
望
む
と
望
ま

ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
詩
法
の
基
礎
で
あ
る（
（0
（

。」
こ
う
し
た
普
遍
化
の
意
志
と
、

そ
れ
と
同
時
に
あ
る
厳
密
さ
へ
の
執
着
が
、
時
に
猛
烈
な
反
省
を
も
た
ら
す
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。そ
の
都
度
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
法
則
を
緩
和
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
。

当
然
の
結
果
と
し
て
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
は
増
殖
し
続
け
る
。
検
証
の
作
業
は
さ
ら
に
広

範
囲
に
及
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
自
ら
の
法
則
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
揺
ら

ぐ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

　

こ
の
詩
行
全
体
が
参
与
す
る
音
の
法
則
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
も
う
一
つ
の

法
則
が
表
れ
る
。
そ
れ
は
語
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
詩
行
中
に
は
、
そ
の
詩

行
の
意
味
と
関
連
の
あ
る
語
が
、
音
素
材
の
形
で
散
在
し
て
い
る
と
い
う
法
則
で
あ

る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
こ
の
語
を
テ
ー
マ
語
（m

ot-thèm
e

）
と
名
付
け
る
。
ク
ー
プ

レ
ゾ
ン
と
テ
ー
マ
語
の
二
つ
の
法
則
は
、
残
さ
れ
た
資
料
を
見
る
限
り
同
時
期
に
共

存
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
法
則
は
、
前
者
が
音
の
反
復
を
律

す
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
意
味
を
介
在
し
て
語
を
画
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
詩
行
と
語
の
間
に
二
重
の
関
係
を
生
み
出
す
。
こ
こ
に
、
文
献
的
な
検
証

と
は
違
う
意
味
で
の
思
索
上
の
前
後
関
係
を
設
定
し
て
み
た
い
。
ア
リ
テ
ラ
シ
オ
ン

か
ら
ク
ー
プ
レ
ゾ
ン
へ
の
転
向
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
音
の
反
復
が
詩
作
を
律
す

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
普
遍
性
と
い
え
た
。
し
か
し
、
今
度
は
、
詩
行
に
存
在

す
る
語
を
画
定
す
る
こ
と
で
、
語
と
、
詩
行
を
構
成
す
る
言
述
の
同
一
性
と
い
う
詩

作
の
枠
組
み
を
こ
え
た
普
遍
性
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
の
主
旨
に
即

し
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
詩
行
の
下
に
語
を
見
つ
け
る
こ
と
を
、
一
般
言
語
学
に
お

け
る
単
位
画
定
の
問
題
と
ど
う
接
近
さ
せ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
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六　

テ
ー
マ
語―

言
述
中
に
実
在
す
る
語―

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
の
多
く
の
割
合
を
占
め
る
テ
ー
マ
語
（
詩
行
の

中
に
存
在
し
、
そ
の
詩
行
の
意
味
と
関
係
の
深
い
名
）
を
見
出
す
作
業
と
は
、
例
え

ば
、D

onum
 am

plom
 victor ad m

ea tem
pla portato.

（
勝
利
者
よ
、
我
が
神

殿
に
多
く
の
供
物
を
捧
げ
よ
。）
と
い
う
一
節
に
、A

PO
LLO

（
ア
ポ
ロ
ン
）
と
い
う

語
を
画
定
す
る
こ
と
で
あ
る（
（（
（

。
見
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
語
は
、
や
み
く
も
に
音
を
集
め

て
作
ら
れ
た
音
の
連
続
で
は
な
い
。
そ
の
語
が
あ
る
こ
と
の
必
然
性
は
、「
意
味
」
の

面
か
ら
も
保
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
行
自
体
に
は
、
た
と
え
そ
の
名

が
な
く
と
も
、
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
に
供
物
が
捧
げ
ら
れ
る
場
面
で
ア
ポ
ロ
ン
が
登

場
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
で
も
こ
う
し

た
テ
ー
マ
語
の
画
定
は
い
つ
で
も
う
ま
く
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
音
素
材
の
余
剰
や

欠
落
に
よ
っ
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
釈
明
を
自
ら
に
課
す
こ
と
と
な
る
。
正
当
化

に
つ
い
て
の
注
釈
は
、
必
ず
し
も
私
達
読
み
手
に
と
っ
て
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は

な
い
が
、
し
か
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
確
信
は
、
そ
う
し
た
正
当
化
の
作
業
以
前
に
存

在
す
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
が
検
証
の
中
で
反
証
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
は
せ

い
ぜ
い
仮
説
に
対
す
る
僅
か
な
修
正
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。
証
拠
は
自
ら
の
意
識
の

実
在
性
の
他
に
は
な
い
。「
そ
の
語
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
な
に
よ
り
の
証
拠
で
は
な

い
か―

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
確
信
の
根
拠
は
そ
う
い
う
実
在
感
か
ら
き
て
い
る
。

　

先
の
詩
行
に
お
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
はA

D
 M

E
A

 T
E

M
PLA

 PO
R

TA
T

O

（
我

が
神
殿
に
捧
げ
よ
）
の
一
節
に
語
を
画
定
し
て
い
た
。
こ
の
詩
行
全
体
が
再
現
す
る

テ
ー
マ
語
のA

PO
LLO

が
、
こ
こ
で
は
、A-

で
始
ま
り- O

で
終
わ
る
四
語
の
連
続

の
中
に
表
れ
、
Ｌ
が
一
つ
足
り
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
こ
れ
は
見
事
な
ア
ナ
グ
ラ
ム

の
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
テ
ー
マ
語
の
素
材
を
よ
り
高
い
密
度
で
含
む
こ
う
し
た
一

節
（
時
に
は
一
語
の
こ
と
も
あ
る
）
は
首
座
（locus princeps

）
も
し
く
は
マ
ヌ
カ

ン
（m

annequin

）
と
呼
ば
れ
、
詩
行
全
体
の
中
で
と
り
わ
け
ア
ナ
グ
ラ
ム
が
集
中

的
に
表
れ
る
場
所
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
が
テ
ー
マ
語
の
画
定

を
主
と
し
て
以
来
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
検
証
作
業
は
、
ひ
た
す
ら
こ
う
し
た
語
を
詩
行

の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
印
欧
詩
（
さ
ら
に
は
散
文
ま

で
も
）
を
律
す
る
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
動
か
さ
れ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル

は
、
印
欧
古
典
文
学
の
み
ら
ず
後
代
の
作
家
の
作
品
に
ま
で
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
求
め
た

の
で
あ
っ
た
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
を
断
念
し
た
の
は
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
法
則
の

是
非
を
二
度
に
渡
っ
て
書
簡
で
尋
ね
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
の
詩
人
パ
ス
コ
リ
か
ら
二

度
目
の
書
簡
に
対
し
て
の
返
事
が
届
か
な
か
っ
た
の
が
直
接
の
理
由
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る（
（（
（

。
そ
れ
は
正
し
い
と
思
う
。
た
だ
、
私
は
こ
の
断
念
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
思
索
の
延
長
上
に
必
然
的
に
表
れ
る
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
こ
こ
ま
で
話
し
を

進
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
必
然
性
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
＝
ラ
ン
グ
を
考
え

る
こ
と
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

七　

言ラ
ン
グ語
の
彼
岸
に
あ
る
も
の（

（（
（

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
は
、
そ
の
作
業
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
の
一
貫
性

を
呈
し
て
い
た
。
詩
行
を
構
成
す
る
言
述
中
の
音
に
お
い
て
対
と
な
る
音
を
求
め
る

こ
と
、
音
を
素
材
と
し
て
テ
ー
マ
語
を
紡
ぐ
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
し
か
彼
は
行
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っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
画
定
作
業
へ
の
専
心
に
、
一
般
言
語
学
で
単
位

を
画
定
し
よ
う
と
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
の
類
似
を
見
る
こ
と
は
容
易
い
。こ
れ
か
ら
、

結
び
に
向
け
て
展
開
す
る
論
証
は
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
に
お
い
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
、

テ
ー
マ
語
を
画
定
す
べ
き
単
位
で
あ
る
と
考
え
な
が
ら
も
、
そ
の
実
在
性
の
確
証
が

つ
い
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
作
業
自
体
は
単
純
な

も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
単
位
の
画
定
の

仕
方
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
彼
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
に
投
影
す
れ
ば
い
い
の

で
あ
る
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
語
＝
単
位
の
実
在
性
は
、
意
識
に
お
け
る
直
接
性
に
あ
っ

た
。
語
は
、
言
述
か
ら
の
分
析
や
抽
出
に
よ
っ
て
存
在
の
基
盤
を
与
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
い
っ
さ
い
の
分
析
に
先
だ
っ
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
犬
が
吠

え
る
。」
の
分
節
化
か
ら
、「
犬
」
が
単
位
と
し
て
表
れ
る
の
で
は
な
く
、「
犬
」
は
す

で
に
意
味
と
形
態
を
伴
っ
た
二
重
の
存
在
と
し
て
意
識
に
あ
る
。
ま
た
、
語
の
下
位

単
位
の
構
成
物
で
あ
る
接
辞
等
が
言ラ
ン
グ語

で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
い
に
対
し
て
、
ソ
シ

ュ
ー
ル
は
躊
躇
な
く
答
え
る
。
な
ん
ら
か
の
度
合
い
で
意
味
を
持
つ
形
態
で
あ
る
限

り
、
そ
れ
は
語
と
同
様
に
言ラ
ン
グ語

中
に
実
在
す
る
と
。
そ
れ
で
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
ラ
ン

グ
の
単
位
に
つ
い
て
多
く
の
言
葉
を
残
し
た
の
は
、
意
識
に
直
接
発
生
す
る
こ
う
し

た
単
位
が
、
言
語
を
語
る
際
の
多
く
の
言
葉―

同
一
性
、
価
値
、
実
在
、
差
異
、

現
象―

と
の
共
振
の
中
で
し
か
語
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
意
識
に
実
在
す
る
単
位
の
側
か
ら
、
言
述（
（（
（

の
発
生
を
説
明
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
次
の
一
節
は
そ
う
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
詩
編
の
研
究
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
一
節
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
。

　
　

�

言ラ
ン
グ語

は
た
だ
言
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

述
を
目
指
し
て
の
み
創
ら
れ
て
い
る
。
言
語
と
言
述
を
隔
て
る

も
の
と
は
な
に
か
。
も
し
く
は
、
言
語
が
、
あ
る
瞬
間
に
言
述
と
し
て
活
動
し

始
め
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
多
様
な
概
念
が
そ
こ
に
は
あ
っ
て
、
ラ
ン
グ

の
な
か
で
用
意
が
で
き
て
い
る
。（
そ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語
の
形
態
を
纏
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）「
牛
」「
湖
」「
空
」「
強
い
」「
赤
い
」「
悲
し
い
」

「
五
」「
割
く
」「
見
る
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
い
つ
、
い
か
な
る
操
作
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
で
確
立
さ
れ
る
い
か
な
る
働
き
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
条

件
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
言
述
を
形
成
す
る
の
だ
ろ
う（
（（
（

。

　

言
述
に
つ
い
て
の
問
い
自
体
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
の
草
稿
に
も
見
て
取
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
と
言
語
の
言
述
化
の
問
題
は
分
け
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
が
こ
の
一
節
を
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
紹
介
し
た
自
ら
の
著
者
の
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
を
総
括
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
感
傷
的
な
述
懐
を
含
む
こ

の
一
節
に
は
そ
れ
だ
け
の
説
得
力
が
あ
る
。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

ア
ナ
グ
ラ
ム
に
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
と
の
類
似
を
見
出
し
、
事
実
、
そ
れ
は
多
く
の

共
感
を
得
た（
（6
（

。
し
か
し
、
言
述
化
の
問
題
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
克
服
し
が
た
い
困
難

を
投
げ
か
け
た
と
い
う
こ
と
を
本
気
で
言
い
た
い
の
な
ら
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
単
位
画

定
を
め
ぐ
る
思
惟
が
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
言
述
に
襲
い
か
か
る
さ
ま
を
間
近
で
見
て
取

る
し
か
な
い
よ
う
に
私
は
思
う
。

　

結
論
が
一
番
大
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
結
論
か
ら
言
う
な
ら
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
が
詩
行
と
テ
ー
マ
語
の
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
関
係
が
、
ラ
ン
グ
中
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の
語
と
そ
の
下
位
単
位
（
接
辞
等
）
の
関
係
と
同
様
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
語
は
下
位
単
位
に
分
析
・
分
離
で
き
る
。
そ
れ
は
、
そ

れ
ら
の
下
位
単
位
が
、
意
味
と
形
態
の
両
面
に
お
い
て
、
上
位
単
位
で
あ
る
語
に
あ0

る
程
度

0

0

0

参
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
あ
る
程
度
」
と
い
う
の
は
、
分
離
・
結
合
す

る
作
用
ま
で
も
含
め
て
そ
れ
が
単
位
と
い
え
る
の
で
、
こ
れ
は
形
態
の
静
的
な
眺
め

か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
一
語
に
思
え
るchanteur

（
歌
手
）
が
、

そ
れ
に
対
す
る
意
識
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、chant/ eur

（
歌
／
手
）
と
し
て
分
離
し

て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
そ
う
し
た
こ
と
が
原
因
と
い
え
る
。chanteur

が
い
く
つ
の

単
位
か
ら
成
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
は
、
単
位
が
そ
う
し
た
分
離
・
結
合
の
作
用

と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
愚
問
で
あ
っ
て
、chant-

と-eur

が
そ
れ

ぞ
れ
、
あ
る
程
度

0

0

0

0chanteur

の
中
に
あ
る
、
と
言
え
ば
話
は
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま

う
。
そ
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
分
離
・
結
合
の
単
位
の
心
的
な
現
象
の

中
に
、
つ
ま
り
は
語
と
い
う
実
在
に
つ
い
て
直
接
与
え
ら
れ
た
意
識
の
中
に
、
ア
ナ

グ
ラ
ム
の
詩
行
全
体
を
吸
収
で
き
な
い
か
と
問
う
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
行
に

A
PO

LLO

は
、
語
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
語
を
詩
行
に
お
い
て
画
定
す
る
た

め
に
は
、A

PO
LLO

が
接
辞
や
語
根
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
詩
行
の
意
味
と

形
態
に
関
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、A

PO
LLO

が
意
識
中
に
実
在
す
る
強
度

に
比
べ
て
、
そ
の
単
位
を
同
じ
く
実
現
し
て
い
る
は
ず
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

詩
行
は
、
な
ん
と
取
り
繕

い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
、
異
質
で
多
様
な
意
味
と
希
薄
化
し
散
在
し
た
素
材
か
ら
で
き

て
い
る
こ
と
か
。
二
つ
の
事
象
は
な
ぜ
こ
う
も
違
う
の
か
。
共
通
の
原
理
や
折
衷
点

は
な
い
も
の
か
。
こ
う
し
た
語
と
詩
行
を
隔
て
る
空
隙
を
少
し
で
も
埋
め
る
べ
く
ソ

シ
ュ
ー
ル
が
行
っ
た
の
が
、
マ
ヌ
カ
ン
を
巡
る
一
連
の
思
索
で
あ
ろ
う
。
マ
ヌ
カ
ン

は
テ
ー
マ
語
の
素
材
が
、
他
の
詩
行
に
比
べ
密
度
が
高
く
表
れ
る
場
所
で
あ
り
、
そ

れ
は
実
在
感
の
強
度
に
お
い
て
テ
ー
マ
語
と
詩
行
の
音
素
材
の
中
間
に
存
在
す
る
意

味
・
形
態
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
、
そ
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
考
え
た
。
確
か
に
、
テ

ー
マ
語
は
マ
ヌ
カ
ン
の
一
節
で
、
す
で
に
素
材
と
し
て
分
離
し
て
は
い
る
が
、
ま
だ

他
の
詩
行
に
比
べ
れ
ば
、
語
の
名
残
を
留
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

マ
ヌ
カ
ン
を
、
こ
の
文
脈
を
離
れ
て
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
語
と
言
述
の
中
間
態
を
想
定

し
た
」
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
飛
躍
が
あ
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
、
こ
れ
が
、

テ
ー
マ
語
と
詩
行
の
間
に
あ
る
空
隙
に
投
じ
ら
れ
た
松
明
の
よ
う
に
、
そ
の
闇
を
僅

か
に
照
ら
し
て
は
い
ま
い
か
。
テ
ー
マ
語
と
詩
行
を
隔
て
る
絶
望
的
な
異
質
性
が
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
ア
ナ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
書
く
に
あ
た
っ
て
、
な
に
を
も
た
ら
し
、
な

に
を
奪
っ
た
か
。
そ
う
し
た
獲
得
に
よ
る
原
動
力
と
喪
失
に
よ
る
制
動
力
が
ア
ナ
グ

ラ
ム
草
稿
の
筆
致
の
律
動
を
決
定
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
空
隙
は
、
む
な
し

さ
や
喪
失
感
と
い
っ
た
心
理
的
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
う
し
た
外
的
な
要
因

は
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
は
る
か
に
副
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
探
求
は
、
言
語
の

実
在
性
を
め
ぐ
る
問
い
の
延
長
に
あ
り
、
そ
の
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
続
く
。
そ
こ

に
言
語
的
な
単
位
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
。
そ
の
確
信
を
捨
て

て
ま
で
、
彼
岸
に
あ
る
事
象
に
安
易
に
身
を
投
じ
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
よ
う

か
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
こ
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
い
つ
の
間
に
か
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
「
彼
岸
」
に
い
る
私
達
に
で

き
る
こ
と
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
な
ぜ
彼
が
此
処
に
来
な
か
っ
た
か
を

考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
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注（
１
）�
音
素
と
音
韻
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
お
い
て
特
に
区
別
の
必
要
は
な
い
。

（
２
）�
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三
四
頁
。

（
３
）�

丸
山
圭
三
郎
編
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
辞
典
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
八
五
頁
。

執
筆
者
一
覧
に
よ
り
、
こ
の
一
節
が
丸
山
圭
三
郎
氏
自
身
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

（
４
） Ferdinand de Saussure, C

ours de linguistique générale , publié par C
harles 

B
ailly et A

lbert Séchehaye avec la collaboration d’ A
lbert R

iedlinger, édition 

critique préparée par T
ullio de M

auro, Payot, 1967 

（reproduit et achevé  

d’im
prim

er en 2000

）, p. 166 

（cité par la suite: C
ours

）.

�

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
講
義
』、
小
林
秀
夫
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
（
一
九
四
〇
年
）、
一
六
八
頁
。
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
小
林
秀
夫
氏

の
訳
を
参
照
し
た
。

（
５
） F. de Saussure, D

euxièm
e cours de linguistique générale 

（1908- 1909

） d’après 

les cahiers d’A
lbert R

iedlinger et C
harles Patois , texte français établi par E

isuke 

K
om

atsu, Pergam
on, 1997, p. 4 

（cité par la suite: C
LG

/K
/R

（II
））.

�

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
前
田
英
樹
訳
・
注
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
講
義
録
注
解
』、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
七
頁
。
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
前
田
英
樹
氏
の

訳
を
参
考
に
し
た
。

（
６
） R

om
an Jakobson, Six leçons sur le son et le sens , Paris, M

inuit, 1976, p. 60.

（
７
） F. de Saussure, Prem

ier cours de linguistique générale 

（1907

） d’après les 

cahiers 
d’A

lbert 
R

iedlinger , 
texte 

français 
établi 

par 
E

isuke 
K

om
atsu, 

Pergam
on, 1997, p. 21

（cité par la suite: C
LG

/K
/C

（I

））.

（
８
） C
LG

/K
/C

（I

）, p. 51.

（
９
）�

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
『
言
語
』、
三
宅
鴻
、
日
野
資
純
訳
、
大
修
館
書

店
、
一
九
六
二
年
、
三
一
頁
。

（
10
） Ferdinand de Saussure, E

crits de linguistique générale,  texte établi et édité 

par Sim
on B

ouquet et Rudolf E
ngler, G

allim
ard, 2002, p. 117

（cité par la suite: 

E
crits

）.

（
11
）�

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
（
一
九
四
一
年
）。
こ
こ
で
は
主

に
三
章
の
文
法
論
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
12
） Sim

on B
ouquet, Introduction à la lecture de Saussure,  Payot, 1997, p. 3, p. 279.

（
13
） Ibid ., p. 279.

（
14
） R

obert G
odel, Les Sources M

anuscrites du C
ours de linguistique générale,  

D
roz, 1957.

（
15
） R

udolf E
ngler, C

ours de linguistique générale, édition critique,  fascicule 1- 4, 

W
iesbaden, O

tto H
arrassow

itz, 1867- 74.

（
16
） C

ours,  p. 9.

（
17
） Ibid.,  p. 10.

（
18
） Ibid.,  p. 10.

（
19
） C

LG
/K

/R

（II

）,  p. 117.

（
20
） Ibid.,  p. 49.

（
21
） Ibid.,  p. 59.

（
22
）�M

s.�fr.�3951�N
12.� in�Rudolf�Engler,� C

ours de linguistique générale, édition 

critique,�fa scicule�4,�W
i esbaden,�O

t to�H
a rrassow

itz,�18 67-74.�

前
田
英
樹
編
・

訳
・
著
『
沈
黙
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
』、
書
肆
山
田
、
一
九
八
九
年
、
一
九
三
頁
。
本
稿
に
お

い
て
「
書
物
の
草
稿
」「
形
態
論
」「
断
章
」
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
前
田
英
樹
氏
の
訳
を

参
照
し
た
。

（
23
） Ibid.,  p. 192.

（
24
） Ibid ., p. 163.

（
25
） E

crits,  p. 17.

（
26
） C

LG
/K

/R

（II
）,  p. 29.
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（
27
） Ibid.,  p. 20.

（
28
） E

crits,  p. 117.

（
29
） C

LG
/K

/R

（II

）, p. 63.

（
30
） E

crits,  p. 183.

（
31
）�

正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
動
詞venir

の
直
説
法
現
在
一
人
称
単
数
はje�viens

と
な

る
。

（
32
） C

LG
/K

/R

（II

）, p. 49.

（
33
） E

crits,  p. 142.

（
34
）�

例
え
ば
、音
を
対
象
に
す
る
な
らanaphonie

の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案

を
し
て
い
る
一
節
も
あ
る
。Jean Starobinski, Les m

ots sous les m
ots, G

allim
ard, 

1971, p.  27�

（cité par la suite: M
SM

）.�
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
著
、金
澤
忠
信

訳
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム　

語
の
下
に
潜
む
語
』、
水
声
社
、
二
〇
〇
七
年
。
同
書

か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
金
澤
氏
の
訳
を
参
照
し
た
。

（
35
）�

バ
イ
イ
宛
書
簡
。Cahier Ferdinand de Saussure 44, 1990- 1991, p. 43

（cité par 

la suite: C
FS

）
に
収
録
。

（
36
）�

ア
ヴ
ェ
の
書
物
へ
の
具
体
的
な
言
及
は
な
い
が
、C

ours élém
entaire de m

étrique 

grecque et latine, Paris, Librairie C
h. D

elagrave, 1896

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
37
） M

SM
,  p. 30.

（
38
） C

FS  44, p. 46.

（
39
）�

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
母
音
が
韻
文
中
に
登
場
で
き
る
の
は
、
対

母
音
が
あ
る
と
き
の
み
で
あ
る
。」M

SM
, p. 21.

（
40
） M

SM
,  p. 30.

（
41
） Ibid.,  p. 69.

（
42
）�

一
度
目
は
一
九
〇
九
年
三
月
十
九
日
。
二
度
目
は
一
九
〇
九
年
四
月
六
日
。

（
43
）�「
言
語
」
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
グ
と
し
て
特
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
時
の
み
「
ラ
ン
グ
」

と
ル
ビ
を
施
し
た
。

（
44
）�

本
論
に
お
い
て
は
、「
言
述
」
と
「
文
」
の
使
い
分
け
は
文
脈
に
よ
る
も
の
で
、
理
論
装

置
と
し
て
厳
密
に
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
活
動
の
状
態
に
あ
る
ラ
ン
グ
」
と
い

う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

（
45
） M
SM

,  p. 14.

（
46
）� Jean Starobinski, op., cit.�

主
に
日
本
語
版
の
序
文
を
参
照
。
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