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言
語
の
問
題
は
デ
カ
ル
ト
の
思
想
体
系
の
な
か
で
微
妙
な
位
置
に
あ
る
。
こ
と
に
そ
の
二
元
論
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
、
言
語
の
問
題
を
扱
う
際
に
あ
ら
わ

れ
、
デ
カ
ル
ト
の
苦
癒
が
感
じ
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
自
身
、
言
語
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
著
し
て
は
お
ら
ず
、
同
時
代
の
ア
ル
ノ
!
や
ホ
ッ
プ
ズ
の
よ
う
に
言

語
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
か
な
り
多
く
の
考
察
が
著
作
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
ら
れ
る
。
初
期
の
『
規
則

論
』
か
ら
晩
年
の
『
情
念
論
』
に
い
た
る
ま
で
主
要
著
作
の
大
部
分
が
、
部
分
的
に
せ
よ
、
言
語
や
記
号
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
り
、
書
簡
の
な
か
に
も
多
く
の
言
及
が
み

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
散
在
し
て
い
る
記
述
か
ら
問
題
を
整
理
し
て
い
く
の
は
か
な
り
困
難
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
の
困
難
さ
と
問
題
点
を
を
示
す

も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
当
時
の
重
要
テ
i

マ
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
言
語
の
問
題
を
み
で
い
こ
う
。

動
物
と
人
間
の
差
異

デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
か
ら
、
物
質
は
、
精
神
と
峻
別
さ
れ
て
、
精
神
作
用
を
も
た
ず
機
械
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
動
物
は
精
神
を
も
た
な
い
ゆ
え
に
機
械
と
し
て

あ
つ
か
わ
れ
、
人
間
の
身
体
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
械
論
の
見
地
か
ら
『
方
法
叙
説
』
第
五
部
で
は
、
心
臓
を
中
心
と
し
た
人
体
の
諸
機
能
が
説
明
さ
れ
て
い

る
。
人
体
は
神
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
す
ぐ
れ
た
秩
序
と
み
ご
と
な
運
動
を
も
っ
「
一
つ
の
機
械
」
で
あ
る
。
さ
て
動
物
や
人
体
が
こ
の
よ
う
な
自
動
機
械
と
み

な
さ
れ
る
と
す
る
と
、
「
理
性
を
も
た
な
い
動
物
」
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
器
官
を
も
っ
「
機
械
」
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
動
物
で
ど
ち
ら
が
機
械
か
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
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デ
カ
ル
ト
と
言
語

一一
一

い
。
し
か
し
人
間
に
は
、

そ
の
よ
う
な
人
体
機
械
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
単
な
る
自
動
機
械
で
あ
っ
て
本
当
の
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
検
-
証
す
る
こ
つ
の
手
段
が
あ

る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
い
う
。
第
一
は
、

そ
の
よ
う
な
機
械
が
「
言
葉
や
・
・
・
記
号
」
を
構
成
で
き
な
い
こ
と
。
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
機
械
に
で
き
て
も
、

そ
れ
は
器

{
呂
の
物
理
的
な
対
応
に
す
ぎ
ず
、
意
味
に
応
じ
た
多
様
な
「
配
列
」
は
で
き
な
い
。
第
二
は
、
人
間
の
理
性
が
「
普
遍
的
な
道
具
」
で
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
対
応
で
き

る
の
に
対
し
て
、
機
械
は
各
々
の
個
別
的
な
行
動
に
「
個
別
的
な
器
官
の
配
置
」
を
必
要
と
す
る
の
で
、
人
間
の
よ
う
に
単
一
の
理
性
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
対
応

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
配
列
し
、

デ
イ
λ
ク
ー
ル

一
続
き
の
言
説
を
つ
く
り
あ
げ
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
が
、
人
間
と
動
物
の
違
い
と
な
る
。
言

語
は
、
人
間
の
普
遍
的
な
理
性
の
存
在
を
示
し
、
思
考
を
表
現
し
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
、
人
簡
を
動
物
や
自
動
機
械
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
の
体
系
に
お
い
て
、
言
語
は
精
神
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
動
物
や
機
械
か
ら
区
別
す
る
指
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
自
動

機
械
の
世
界
に
は
言
語
活
動
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
こ
と
は
手
紙
な
ど
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

i
l
「
自
動
機
械
は
・
・
・
質
問
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
言
葉
で
答
え

る
こ
と
も
な
い
し
、
記
号
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
さ
え
も
あ
り
ま
せ
ん
」
(
一
六
三
八
年
三
月
中
小
*
*
宛
)
。
デ
カ
ル
ト
の
動
物
機
械
論
に
お
い
て
は
、
動
物
は
精
神
が
な

い
ゆ
え
に
自
動
機
械
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
動
物
た
ち
が
言
語
を
も
つ
こ
と
は
全
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
だ
け
が
、
人
聞
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
指
標
な
の
だ
ろ

う
か
。一

六
四
六
年
一
一
月
二
三
日
の
ニ
ュ

i
カ
ッ
ス
ル
侯
宛
の
手
紙
で
は
、
前
述
の
「
方
法
叙
説
』
第
五
部
の
内
容
を
敷
延
す
る
と
と
も
に
、
動
物
に
思
考
作
用
は
な
い
の

か
と
の
質
問
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
た
し
か
に
動
物
が
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
行
う
こ
と
を
、
私
は
十
分
知
っ
て
い
ま
す

が
・
・
・
ひ
と
り
で
に
、
時
計
の
よ
う
な
仕
掛
け
で
行
動
し
て
い
る
の
で
す
。
時
計
は
わ
れ
わ
れ
の
判
断
よ
り
も
正
確
に
時
を
示
し
ま
す
・
・
・
」
。
機
械
で
あ
る
時
計
が

(
1
)
 

わ
れ
わ
れ
の
及
び
も
つ
か
ぬ
正
確
さ
で
時
間
を
刻
む
よ
う
に
、
動
物
た
ち
に
も
人
間
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
ツ
バ
メ
の
季
節
の
往
来
や
、

、ソ

ノレ

の
群
れ
の
秩
序
だ
っ
た
飛
河
、
サ
ル
の
埋
去
な
ど
・
・
・
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
「
機
械
仕
掛
け
」
に
よ
っ
て
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
「
思
考
作
用
」
に
導
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
な
か
に
は
「
思
考
作
用
を
も
っ
精
神
」
が
あ
る
。
そ
れ
を
保
証
す
る
唯
一
の
外
的
な
行
動
が
、
「
い
か
な

る
情
念
」
に
も
関
係
せ
ず
に
話
さ
れ
る
言
葉
、
あ
る
い
は
記
号
な
の
で
あ
る
。



こ
の
手
紙
で
は
ま
た
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
阻
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
「
記
号
」
を
用
い
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
サ
サ
ギ
や
ウ
マ

や
サ
ル
な
ど
の
合
図
や
身
振
り
は
情
動
的
な
も
の
で
、
「
い
か
な
る
思
考
作
用
も
な
し
に
」
行
わ
れ
る
。
動
物
た
ち
は
、
記
号
を
も
ち
い
て
「
情
念
に
関
わ
ら
な
い
何
か
」

を
他
の
動
物
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
言
語
あ
る
い
は
記
号
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
l
シ
ョ
ン
の
可
能
性
は
、
動
物
に
お
い
て
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ

て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
は
さ
ら
に
、
動
物
に
お
け
る
記
号
否
定
の
形
而
上
学
的
根
拠
を
求
め
る
。
動
物
の
身
体
器
官
が
人
間
の
も
の
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
動

物
も
こ
れ
ら
の
器
官
に
結
び
つ
い
た
「
い
く
ら
か
の
思
考
作
用
を
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
」
と
し
て
も
、
動
物
た
ち
が
「
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
思
考
す
る
」
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
動
物
は
「
不
死
の
魂
」

b
B
E
E
2
0
2己
一
め
を
も
た
な
い
か
ら
。
こ
こ
で
の
デ
カ
ル
ト
は
「
不
死
の
魂
」
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
学
的
な

次
元
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
方
法
叙
説
』
第
五
部
末
尾
を
、
「
神
を
否
定
す
る
人
々
」
へ
の
反
駁
を
紬
と
し
て
し
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
形
而
上
学
的
・
神
学
的
な
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
も
、
動
物
に
お
け
る
言
語
と
思
考
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

へ
ン
リ
!
・
モ
ア
へ
の
手
紙
で
も
、
こ
れ
ら
の
点
は
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。

一
六
回
九
年
二
月
五
日
の
手
紙
で
は
、
「
動
物
が
考
え
る
」
と
は
一
偏
見
で
あ
り
、
動
物
の
動

き
は
す
べ
て
身
体
的
機
械
的
な
も
の
だ
と
い
う
。
「
考
え
る
働
き
を
す
る
精
神
」
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
は
、
そ
こ
に
は
何
ひ
と
つ
な
い
。
た
と
え
「
声
や
他
の
身
体
の

運
動
」
に
よ
っ
て
怒
り
や
恐
れ
や
飢
え
を
あ
ら
わ
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
自
然
的
な
衝
動
」
に
す
ぎ
な
い
。
動
物
に
は
「
真
の
言
語
、
す
な
わ
ち
「
自
然
的
な
衝
動
で

(
2
)
 

は
な
く
て
思
考
に
だ
け
結
び
つ
い
た
も
の
を
声
や
身
振
り
で
表
現
す
る
こ
と
」
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
「
真
の
言
語
」
は
、
「
身
体
に
潜
む
思
考
の
唯
一
の
記
号
」
で
あ
っ

て
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
馬
鹿
で
あ
っ
て
も
、
精
神
異
常
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
用
い
、
舌
や
発
声
器
官
を
失
っ
た
者
に
も
そ
の
能
力
が
あ
る
。
ど
ん
な
動
物
も
こ
の
よ
う

な
言
語
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
言
語
は
「
人
間
と
動
物
の
あ
い
だ
の
真
の
差
異
」
を
示
す
の
で
あ
る
。

同
年
四
月
一
五
日
の
手
紙
で
も
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。
犬
が
尻
尾
を
ふ
る
の
は
、
た
ん
に
情
動
に
と
も
な
う
運
動
で
あ
っ
て
、
「
身
体

に
潜
む
思
考
を
あ
ら
わ
す
唯
一
の
も
の
で
あ
る
言
語
」

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
幼
児
の
場
合
に
精
J

伸
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、

「
思
考
の
記

号
」
を
示
す
ま
で
に
動
物
が
成
長
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
し
た
が
え
ば
結
局
、
動
物
に
は
思
考
と
結
び
つ
い
た
「
真
の
言
語
」
は
存
在
せ
ず
、
言
語
は

外
的
に
人
間
の
思
考
を
あ
ら
わ
す
唯
一
確
実
な
記
号
と
な
る
。
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デ
カ
ル
ト
と
き
口
語

四

2. 

チ
ョ
ム
ス
キ

i
の
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学

こ
う
し
て
人
間
の
言
語
表
現
は
、
身
体
的
H
機
械
論
的
な
も
の
で
あ
る
動
物
の
情
動
表
現
と
は
全
く
異
質
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
身
体
器
官
や
生
理
的
状
況
に

依
存
す
る
こ
と
な
く
、
精
神
に
結
び
つ
い
た
も
の
を
あ
ら
わ
す
言
語
が
、
思
想
を
限
り
な
く
自
由
に
表
現
し
、
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
状
況
に
無
限
に
対
応
で
き
る
も
の
で
あ

(
3
)
 

る
こ
と
は
、
言
語
学
者
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
で
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
引
用
し
た
『
方
法
叙
説
』

第
五
部
の
テ
ク
ス
ト
を
ひ
い
て
、
一
一
一
一
口
語
使
用
の
創
造
的
面

2
3
Z
5
志向
U

め
の
け
と
し
て
言
語
は
、
機
械
的
刺
激
(
内
的
で
あ
れ
外
的
で
あ
れ
)
か
ら
自
由
で
あ
り
革
新
的
で

あ
っ
て
、
発
話
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
無
際
限
に
適
合
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
が
言
語
を
動
物
に
は
な
く
人
間
の
み
が
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
を

受
け
て
、
一
一
一
一
口
語
が
人
間
と
い
う
種
に
特
有
の
能
力
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
言
語
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
、
新
し
い
合
理
主
義
の
出
発
点
と
し
、

コ
ル
ド
モ
ワ
や
ラ
ミ
i
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
シ
ュ
レ
l
ゲ
ル
や
フ
ン
ボ
ル
ト
に
ま
で
連
な
る
、
精
神
を
表
す
言
語
の
創
造
的
産
出
を
根
拠
づ
け
た
思
想
と

し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
に
対
し
て
は
、
思
想
史
や
哲
学
史
の
観
点
か
ら
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
ま
ず
、
チ
ョ

ム
ス
キ
i
の
い
う
合
理
主
義
は
『
方
法
叙
説
』
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
た
と
え
ば
『
叙
説
』
の
引
用
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
て
、
そ
の
重
点
が
む
し
ろ
、

(
4
)
 

主
体
の
現
前
、
発
話
の
論
理
的
つ
な
が
り
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
や
、
哲
学
史
や
科
学
史
の
な
か
で
の
デ
カ
ル
ト
の
問
題
点
を
示
し
て
「
合
理
主
義
」
に
疑
問
を
投
じ
る
な

(
5
)
 

ど
の
批
判
が
あ
る
。
次
に
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
、
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
を
出
発
点
と
し
ポ
!
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
に
よ
っ
て
、
文
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
を
説
明
し

文
法
の
具
体
的
諸
問
題
と
の
関
連
が
チ
ョ
ム
ス
キ
!
の
著
述
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
に
中
世
や
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
法
理
論
の
継
承
を
み
る
研
究
を
あ
げ
た
り
、
ま
た
当
時
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
普
遍

(
6
)
 

そ
の
扱
い
の
偏
り
を
指
摘
す
る
批
判
も
多
い
。
一
一
一
一
口
語
学
者
と
し
て
の

接
触
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
仕
事
の
一
部
の
み
を
思
想
史
の
観
点
か
ら
だ
け
批
判
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
仕
事
の
本
筋
に
直

(
7
)
 

た
だ
本
稿
の
立
場
か
ら
は
ロ
ピ
ネ
や
ジ
ョ
リ
!
と
と
も
に
次
の
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
先
程
み
た
よ
う
に
「
方
法

叙
説
』
第
五
部
の
文
脈
は
、
一
一
一
一
口
語
の
問
題
を
持
ち
出
し
て
動
物
と
人
間
の
差
異
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
魂
の
不
死
性
を
結
論
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
形
而
上
学

的
な
根
拠
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
チ
ョ
ム
ス
キ
i
の
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
の
第
一
章
末
尾
は
、
「
一
言
語
は
精
神
の
鏡
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の

葉
を
引
用
し
て
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
合
理
主
義
の
し
め
く
く
り
と
し
て
い
る
が
、
デ
カ
ル
ト
を
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
語
観
に
つ
な
げ
る
の
は
口
ビ
ネ
の
い
う



よ
う
に
た
し
か
に
「
誤
り
」
で
あ
る
D

こ
れ
に
関
し
て
の
デ
カ
ル
ト
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
根
本
的
違
い
は
具
体
的
に
、

一
七
世
紀
の
普
遍
言
語
の
問
題
と
も
関
連
し
て
本

稿
直
で
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
精
神
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
の
な
か
で
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
な
言
語
の
潜
在
能
力
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ
記
号
と
観
念
、
言
語
と
精
神
の
区
別
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
『
方
法
叙
説
』
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
な
が
ら
、
「
人
間
の
種
に
特
有
の
能
力
」
と

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
こ
れ
に
つ
い
て
の
注
で
述
べ
、
さ
ら
に
「
言

(
8
)
 

語
と
精
神
』
の
冒
頭
以
降
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
用
い
て
い
る
一
六
世
紀
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
の
医
者
ホ
ア
ン
・
ウ
ア
ル
テ
の
見
方
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
ウ
ア
ル
テ
の

い
う
よ
う
な
考
え
方
を
導
き
出
す
が
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
よ
う
に
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

著
作
は
仏
訳
も
版
を
重
ね
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
数
か
国
語
に
訳
さ
れ
、
宗
教
裁
判
で
検
閲
も
さ
れ
た
名
高
い
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
人
間
の
精
神
能
力

l
l記
憶
・
想

(
9
)
 

像
力
・
知
性
を
主
軸
と
し
て
分
類
す
る
|
l
i
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿

E
で
も
う
一
度
み
て
み
よ
う
。

と
も
か
く
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
ヂ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
言
語
が
、
精
神
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
精
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
。
言
語
と
精
神
、
記
号
と

(
凶
)

観
念
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
言
語
は
実
際
に
は
感
覚
器
官
や
身
体
基
盤
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
に
あ
る
が
、
同
時
に
、
「
精
神
」
は
そ
の
よ
う

な
言
語
を
越
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
言
語
は
身
体
的
な
も
の
と
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
る
物
質
世
界
の
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
物
質
性
を
も
っ
と
同
時
に
、
精
神
に
結
び
つ
い
た
唯
一
の
も
の
と
し
て
、
言
語
は
精
神
と
物
質
の
接
す
る
境
界
域
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
機
械
の
判
断
が
人
間
よ
り
も
正
確
で
あ
る
の
は
、
や
は
り
時
計
を
例
に

「
方
法
叙
説
』
第
五
部
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
前
述
ニ
ュ

l
カ
ッ
ス
ル
苑
の
手
紙
に
も
、
「
身
体
の
な
か
に
あ
る
・
・
・
精
神
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

(
3
)
ア「

Oω
ヨ
の
7
0
3
存
可
舗
の
お
え
ま
札
お
お
ト
言
内
H
A
M
R
F
E
m戸「宮「

hw
刀

o
t
F
5
2
・
仏
訳
ト
ロ
守
Hmロ
E
R
G
S
Sえ
な
は
さ
HF
可
主
・

3門

2
・
ロ
巴

8
2
ロ・

ω
苦
手
2
・戸

gc・
邦
訳
『
デ
カ
ル
ト

派
一
一
一
一
口
語
学
』
川
本
茂
雄
訳
、
テ
ッ
ク
二
九
七

O

(
4
)
ザぐ・日ハ

2
門
E
P凶
「
立
〈
己
・
(
)
コ
門
『
出
口

O
D
lmwu三
印
円
。
コ
の
め

ohnhFユ
g
E
D
-
-
D
m
E己
-nω
・
5
一
円
hNミ
SSWNbHRhtgwmw門
】
同
・
』
白

C三め
F
O
M門町

O門(-ー∞一印。
w
g
o
=・
戸
市
当
N

(
5
)
〉
コ
丘
芯
』

O一
戸
戸
山
口
コ
∞
に
広
三

f
-
o
g
ユ
合
問
。
コ
コ
め
一
己
コ
0

0

「門。
に
「
ヨ
か
ヨ

O
B
Z
P
5一
ト
hNh言
、言
語
3
1
C
ぬ
か
え
て
Q
R

円

HhG
ミ
。
R
3
h
E
Q
N
h
H
h
R。
ミ

o
h
N
h
g
u
p目

σ
-
C
E〈
向
山
「
包
円
。
門
]
伶
亡
一
一
∞
国
・

円

cU吋1
吋

e

(
6
)
た
と
え
ば
HτC巳-『め
2
ω
ω
rのgω巳巴{Z↑£ぬ宮ω
号戸円?
.
b応
R小，

適
文
法
ヘ
の
影
響
響
一
を
チ
ヨ
ム
ス
キ
i
が
ま
つ
た
く
示
し
て
い
な
い
と
い
.
う
つ
批
判
も
、
当
時
の
思
想
状
況
を
考
え
る
う
え
で
は
納
得
で
き
る
。

(
3
2芝山一
-
R門・2門)

ハ
7

こ
o門戸

ωユ
・
三
円
:
〉
互
芯
河

S
E
E
-
t
g
h
a
c
t
-
R
2
E
h
s
s・

2
号

3
F
Z吋
∞
・
℃
円
。

ω

(
8
)

向。詩的
S
ぉ
ト
宮
内
室
長
g
・

u
-
a
l
∞C
ト
S
怒
鳴
s
h刊
さ
3
h
H
W
Z
R
n
o
zユ
∞

3
3
」

C〈

2
0ぐ
R
7
5吋
N
・
川
本
茂
雌
訳
吋
一
一
=
口
語
と
精
神
』
大
修
館
、
(

九
七
六
)
参
照
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

三
五



デ
カ
ル
ト
と
言
語

二
一
ム
ハ

(
9
)
ホ
ア
ン
・
ウ
ア
ル
テ
』

5
コ
ヱ

5
「
円
。
の
著
書
同
い
告
さ
き
忌
宮
内
応
さ

2
h
u
b
S
E
Z
R
S
R
S
(
5
3
)
は
一
五
八

O
年
以
降
の
仏
訳
も
版
を
か
さ
ね
、
ラ
テ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
英
語
な

ど
各
国
語
訳
も
出
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
デ
カ
ル
ト
と
想
像
力
」
吋
思
想
』
一
九
九
一
年
九
月
号
、
一
三
二
頁
及
び
一
三
九
頁
注
お
参
照
。
な
お
ウ
ア
ル
テ
と
デ
カ
ル
ト
の
関

係
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
参
照
。
「
デ
カ
ル
ト
と
ベ
イ
コ
ン
の
開
」
(
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
研
究
』
御
茶
の
水
書
房
近
刊
)

(
凶
)
「
一
一
一
一
口
訪
問
」
と
「
理
性
」
の
も
つ
、
感
性
的
・
身
体
的
基
盤
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
中
村
雄
二
郎
『
感
性
の
覚
醒
』
岩
波
書
百
一
九
七
五
、
℃
・
∞
。

E 

一
口
語
の
二
元
性

言
葉
へ
の
不
安

精
神
・
人
間
理
性
の
普
遍
性
は
ま
ず
、
『
規
則
論
』
「
規
制
約
」

I
で
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
理
性
は
、
「
太
陽
の
光
が
、
照
ら
す
事
物
の
多
様
性
か
ら
は
差
別
を
v

つ
け
る
こ

と
が
な
い
」
よ
う
に
、

い
か
な
る
対
象
に
適
用
さ
れ
て
も
常
に
同
一
で
あ
り
続
け
る
。
さ
き
ほ
ど
見
た
「
方
法
叙
説
』
第
五
部
で
は
動
物
と
の
比
較
に
際
し
て
、
こ
の
理

性
は
言
語
に
結
び
つ
い
て
い
た
し
、

そ
れ
ゆ
え
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
も
一
一
一
一
口
語
の
普
遍
的
創
造
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
「
規
則
論
」
で
は
、
こ
の
理
性
の
普
遍

牲
は
言
語
に
真
っ
す
ぐ
に
は
繋
が
っ
て
い
な
い
。
「
規
則
」

一
二
で
は
、
「
秘
な
る
力
を
も
っ
て
人
間
精
神
の
限
界
を
超
え
る
魔
術
的
な
一
言
葉
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
す
一
呂

葉
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
警
戒
が
み
ら
れ
る
。
「
規
則
」

一
三
で
は
、
「
事
物
の
問
題
」
と
「
言
葉
の
問
題
」
が
区
別
さ
れ
、
デ
カ
ル
ト
は
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
を
探
求
す

る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。
「
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
を
求
め
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
言
う
の
は
、
言
語
表
現
の
な
か
に
困
難
が
あ
る
場
合
」
で
、
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
「
初

め
は
四
つ
足
、
次
に
二
足
、
そ
の
後
に
三
足
と
な
る
動
物
に
つ
い
て
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
」
や
、
「
海
岸
に
立
っ
て
魚
を
釣
ろ
う
と
し
て
針
と
竿
を
準
備
し
、
自
分
は
も

は
や
捕
え
た
魚
は
も
た
ぬ
が
・
・
・
ま
だ
捕
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
魚
は
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
漁
師
の
謎
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
学
者
た
ち
が
議
論
し
て
い
る

大
部
分
の
事
柄
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
常
に
問
題
は
名
辞
に
関
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
名
辞
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
き
わ
め
て
頻
繁
に
起
こ
る
の
で
、
も
し
も

(
l
)
 

こ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
常
に
学
者
た
ち
が
一
致
す
る
な
ら
、
彼
ら
の
論
争
の
ほ
と
ん
ど
は
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
う
」
。
言
葉
の
煩
雑
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
み
れ
ば
、
「
学
者

た
ち
」
の
無
意
味
な
論
争
の
最
大
の
機
鴎
で
あ
り
、
真
理
の
探
求
に
お
い
て
言
葉
を
頼
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。
デ
カ
ル
ト
が
信
頼
す
る
の
は
、
誤
り
に

(
2
)
 

導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
は
な
く
、
事
物
の
明
断
な
直
観
で
あ
る
。
「
事
物
の
直
観
に
お
い
て
の
み

i
iそ
れ
が
単
純
な
も
の
で
あ
れ
、
捜
雑
な
も
の

で
あ
れ
ー
ー
、
誤
り
が
存
在
し
な
い
」
。
そ
こ
に
は
言
葉
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。



「
規
則
」

一
四
で
は
、
「
い
か
な
る
概
念
の
媒
介
に
よ
っ
て
言
葉
の
一
々
の
意
味
が
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
示
さ
れ
る
か
」
が
述
べ
ら
れ
る
。
理
性
は
言
葉
の
指
示
す
る
も

の
に
注
意
を
向
け
る
だ
け
で
あ
り
、
「
想
像
力
」
が
「
事
物
の
真
の
観
念
」
を
形
成
し
、
「
言
葉
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
事
物
の
他
の
条
件
」
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
デ

カ
ル
ト
は
こ
の
こ
と
を
「
数
」
と
「
数
え
ら
れ
る
も
の
」
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
規
則
論
』
の
テ
ク
ス
ト
を
引
い
て
ロ
ピ
ネ
は
、
言
葉
と
事
物
の
関
係

(
3
)
 

が
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ

i
も
観
点
は
や
や
異
な
る
が
、
『
規
則
論
』
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
西
欧
思
想
の
な
か
で
エ
ピ
ス
テ

i
メ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
「
類
似
」
が
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
普
遍
化
さ
れ
た
手
続
き
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ

(
4
)
 

れ
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
事
物
の
「
秩
序
」
は
、
事
物
に
と
っ
て
「
窓
意
的
」
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
言
語
は
も
は
や
、
真
理
の
し
る
し
で
も
な
く
、
世
界
や
事
物

7
ィ
ギ
ュ
ル

(
5
)

の
形
象
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
デ
カ
ル
ト
自
身
の
テ
ク
ス
ト
を
み
て
も
、
初
期
の
ノ
!
ト
、
た
と
え
ば
吋
オ
リ
ュ
ン
ピ
カ
』
に
は
、
風
と
精
神
、
光
と
認
識
な
ど
、

物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
と
知
性
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
に
、
象
徴
的
対
応
や
類
比
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
が
み
ら
れ
る
が
、
『
規
則
論
』
以
降
、

(
6
)
 

そ
の
よ
う
な
立
場
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
転
換
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
人
々
の
習
慣
と
し
て
、
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
に
或
る
類
似
を
み
と
め
る
ご
と
に
、
両
者

の
相
異
点
に
つ
い
て
さ
え
、

一
方
だ
け
に
つ
い
て
真
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
点
を
、
他
方
に
あ
て
は
め
て
し
ま
う
」
と
い
う
「
規
則
」

I
の
冒
頭
の
一
節
は
、
類
似
を

(
7
)
 

フ
i

コ
ー
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

批
判
す
る
古
典
時
代
の
思
考
法
の
端
緒
と
し
て
、

2. 

一
言
葉
と
事
物

こ
う
し
て
「
規
則
論
』
で
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
を
捉
え
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安
が
み
ら
れ
る
が
、
『
規
則
論
』
以
後
の
デ
カ
ル
ト
は
二
一
一
一
口
葉
と
事
物
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
く
の
か
。

ま
ず
、
壬
一
早
莱
と
そ
の
意
味
す
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
は
、
類
似
の
関
係
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
言
葉
は
そ
れ
が
意
味
す
る
事
物
と
は
い
か
な
る
類
似

性
も
な
い
。

-
・
・
・
そ
の
事
物
を
理
解
さ
せ
る
一
つ
一
つ
の
単
語
の
音
や
音
節
に
注
意
を
払
わ
な
い
の
に
、
そ
れ
で
も
事
物
を
理
解
す
る
こ
と
す
ら
し
ば
し
ば
起
こ

る
。
」
(
『
世
界
論
』
第
一

「
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
刺
激
す
る
も
の
は
、

た
と
え
ば
記
号
や
一
一
一
一
口
葉
の
よ
う
に
・
・
・
そ
の
意
味
す
る
も
の
と
は
な
ん
ら
似
て
い
な
い
」

(
『
屈
折
光
学
」
第
四
諮
問
)
。

次
に
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
観
念
が
、
音
声
や
文
字
に
よ
る
物
質
性
を
も
っ
言
葉
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
「
あ
る
話
を
聞
い

哲
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デ
カ
ル
ト
と
言
語

八

て
、
そ
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
た
あ
と
で
、

そ
の
話
が
何
語
で
語
ら
れ
た
の
か
を
言
え
な
い
こ
と
も
起
こ
り
得
る
」
(
『
世
界
論
』
第
一
章
)
。
逆
に
い
え
ば
、

「
同
じ
こ

と
が
、
異
な
っ
た
言
葉
で
説
明
可
能
」
で
あ
る
(
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
二
ハ
四
一
年
七
月
二
十
三
日
)
。

さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
理
性
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
常
に

同
一
性
を
保
ち
続
け
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
思
想
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
で
語
ら
れ
よ
う
と
、
ブ
ル
タ
l

ニ
ュ
語
で
語
ら
れ
よ
う
と
、

そ
の
使
用
言
語
に
関
係
な
く
、
普
遍
的
な
同
一
性
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
「
最
も
強
靭
な
理
性
の
力
を
も
ち
・
・
・
最
も
良
く
自
分
の
思
考
を
整
え
る
人
は
、
た
と
え

レ

ト

リ

ッ

ク

低
地
ブ
ル
タ
i
ニ
ュ
の
言
葉
し
か
喋
ら
ず
、
修
辞
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
一
度
も
な
く
て
も
、
自
分
の
述
べ
る
こ
と
を
常
に
最
も
良
く
相
手
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
『
方
法
叙
説
』
第
一
部
)
。
こ
の
『
叙
説
』
の
部
分
は
し
ば
し
ば
デ
カ
ル
ト
の
反
1

レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
理
性
中
心
の
思
想
を
示
す
た
め
に
も
引
か
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、

(

8

)

(

9

)

 

ト
ソ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
全
体
的
に
ど
う
捉
え
る
か
は
最
近
、
注
目
す
べ
き
資
料
の
発
見
や
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
考
も
み
ら
れ
る
の
で
、
別 レ

の
機
会
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
か
く
こ
う
し
て
、
理
性
に
よ
る
普
遍
性
を
も
っ
思
想
は
、
各
国
の
言
葉
で
暗
記
さ
れ
た
記
鰭
の
集
積
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。『
規
則
論
』
に
お
い
て
も
、
記
憶
の

集
積
で
あ
る
よ
う
な
〈

y
z
gユω〉
(
「
歴
史
」
「
物
語
」
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
真
理
の
発
見
を
直
接
に
前
進
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
的
権
威
の
憶
見
や
、
と
き
に
誤
り
に

(

悶

)

オ

ネ

ッ

ト

さ
え
結
び
つ
く
。
言
語
の
知
識
も
ま
た
、
歴
史
や
地
理
の
よ
う
に
、
理
性
で
は
な
く
て
記
憶
に
よ
る
、
「
単
な
る
知
識
」
と
し
て
お
と
し
め
ら
れ
る
。
「
良
識
を
も
っ
人
間

に
と
っ
て
は
、

ス
イ
ス
や
低
地
ブ
ル
タ
1

ニ
ュ
の
方
言
を
知
る
必
要
が
な
い
の
と
同
じ
く
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
を
知
る
必
要
も
な
い
」
(
『
真
理
の
探
求
』
)
。

理
性
と
そ
れ
に
基
ご
つ
く
思
想
は
、
各
国
語
で
語
ら
れ
る
言
葉
か
ら
は
独
立
し
た
普
遍
性
を
も
ち
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
も
ド
イ
ツ
人
も
、
異
な
っ
た
国
語
で

(
日
)

同
じ
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
理
性
の
領
域
と
言
葉
の
領
域
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
、
「
理
性
活
動
に
お
い
て
組
み
立
て
を
な
す
も
の
は
、
名
辞
の
組
み
立
て

で
は
な
い
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ま
り
は
、
「
名
辞
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
の
組
み
立
て
」
が
理
性
の
働
き
を
構
成
す
る
(
『
第
三
答
弁
』
)
。
各
国
語
で
語
ら
れ

る
名
辞
や
言
葉
は
、
理
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
み
が
、
理
性
の
働
き
を
な
す
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
に
即
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
精
神
の
側
に
属
す
る
の
は
、
「
思
想
」
や
「
観
念
」
や
「
意
味
」
で
あ
り
、
「
理
性
の
働
き
」
で
あ

る
。
物
質
の
側
に
属
す
る
の
は
、
話
さ
れ
た
り
書
か
れ
た
り
し
た
「
言
葉
」
や
「
名
辞
」
や
「
各
国
語
」
と
な
ろ
う
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
類
似
の
関
係
は
な
く
、
「
思

相
官
や
「
意
味
」
は
、
実
際
の
諸
国
語
の
文
字
や
音
声
か
ら
は
、
独
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ゆ
え
に
普
遍
性
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。



3. 

精
神
と
物
質
の
結
び
つ
き

さ
て
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
意
味
や
観
念
は
、
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
話
し
言
葉
や
書
き
言
葉
か
ら
独
立
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
言
語
は
、
両
者
が
結
び
つ
い

て
一
つ
の
も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
機
能
す
る
。
こ
う
し
て
言
語
は
、
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
の
体
系
に
お
け
る
心
身
結
合
の
、
特
権
的
な
一
例
と
も
な
り
、
そ

」
に
は
、

一
般
に
心
身
問
題
に
関
し
て
二
元
論
か
ら
生
じ
う
る
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
な
問
題
が
み
ら
れ
る
。
言
語
が
、
精
神
と
物
質
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
機
能

す
る
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
質
な
実
体
で
あ
る
両
者
は
、
一
一
一
一
口
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
ま
ず
、
理
性
的
な
事
柄
は
、
「
あ
る
名
辞
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
習
慣
」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
名
辞
は
「
物
質
的
な
も
の
」
で
あ
り
私
た
ち
に
そ

の
「
記
憶
」
を
も
た
せ
る
(
一
六
四
一
年
八
月

X
*
*宛
)
。
そ
し
て
言
葉
は
、
「
声
で
発
音
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
紙
に
室
田
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
」
、
私
た
ち
の
精
神
に
言

葉
の
意
味
す
る
「
す
べ
て
の
事
物
」
を
理
解
さ
せ
、
「
さ
ま
ざ
ま
の
情
念
」
を
あ
た
え
る
(
『
哲
学
原
理
』

W
i
一
九
七
)
。
こ
の
結
び
つ
き
の
仕
組
み
は
『
情
念
論
』
五

O

で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
言
葉
は
腺
に
或
る
運
動
を
引
き
起
こ
す
・
・
・
こ
の
運
動
は
言
葉
が
声
で
発
立
目
さ
れ
た
と
き
は
音
を
、
書
か
れ
た
と
き
は
文
字
の
形
を
精

神
に
表
示
す
る
だ
け
だ
。
し
か
し
・
・
・
そ
の
音
を
開
き
、
文
字
を
見
な
が
ら
考
え
る
こ
と
で
、
習
性

(
Z
E
E含
)
を
身
に
つ
け
て
し
ま
え
ば
、
腺
の
運
動
は
、
通
常

は
文
字
の
形
や
綴
り
の
音
よ
り
も
、
そ
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
」
。
同
様
の
こ
と
は
『
情
念
論
』
四
四
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る

|
l
「
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
習

性
は
、
腺
を
介
し
て
舌
や
唇
を
動
か
し
う
る
と
こ
ろ
の
精
神
の
運
動
を
、
こ
の
舌
や
唇
の
運
動
そ
の
も
の
と
結
び
つ
け
る
よ
り
も
、

そ
の
運
動
か
ら
生
じ
る
言
葉
の
意
味

の
ほ
う
に
結
び
つ
け
る
」
。
腺
の
運
動
を
基
礎
と
し
た
生
理
学
的
説
明
が
試
み
ら
れ
、
精
神
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
は
「
習
慣
」
や
「
習
性
」
に
よ
っ

て
定
着
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
両
者
の
結
び
つ
き
は
、
人
為
的
・
怒
意
的
で
あ
る
。
一
六
二
九
年
一
二
月
二
九
日
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
で
は
、
「
規
約
」

8
コ〈

g
z
oコ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

て
い
る
各
国
語
の
違
い
が
怒
意
的
〈
任
意
的
)
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
泣
き
声
や
笑
い
声
な
ど
の
「
自
然
言
語
」
と
の
対
比
で
示
さ
れ
る
。
「
人
が
泣
い
た
り
笑
っ
た
り

す
る
と
き
に
発
す
る
声
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
語
で
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
が
天
や
地
を
見
る
と
き
、

そ
の
こ
と
が
私
に
あ
る
一
定
の
仕
方
で
天
や
地
を
名
づ
け
る
よ

う
に
強
い
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
。

自
然
言
語
の
一
般
的
な
類
似
性
と
、

通
常
の
各
国
語
の
怒
意
性
・
偶
然
性
と
は
、

こ
う
し
て
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。

大
工
り
に

『
ピ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
で
は
、
具
体
的
単
語
を
例
に
、
言
語
記
号
と
そ
の
意
味
内
容
の
関
係
が
怒
意
的
で
あ
る
こ
と
が
例
証
さ
れ
る
。
月
一
白
内
と
い
う
言
葉
を
き
い
て
そ
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デ
カ
ル
ト
と
一
言
語

四。

の
意
味
を
理
解
す
る
と
き
、
こ
の
間
|
何
i
凶
と
い
う
「
三
つ
の
文
字
」
と
、
そ
れ
ら
が
「
意
味
す
る
内
容
」
の
あ
い
だ
に
は
、
「
意
味
を
く
み
出
せ
る
よ
う
な
親
近
関
係
」
は

ま
っ
た
く
な
い
。
「
知
的
記
横
」

5
b
B
2
5

百円。ニ

2
z
o
-
Zに
よ
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
文
字
が
そ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
憶
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
的
記
憶

は
、
「
個
々
の
事
柄
L

で
は
な
く
て
「
普
遍
的
事
柄
」
に
か
か
わ
り
、
「
痕
跡
が
脳
に
刻
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
身
体
に
属
す
る
こ
と
の
な
い
」
記
憶
で
あ
る

(
「
ピ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
」
)
。
そ
れ
は
「
思
考
す
る
も
の
の
内
に
残
る
痕
跡
」
で
あ
る
(
一
六
四
四
年
二
月
五
百
メ
ラ
ン
宛
)
。

知
的
記
憶
は
「
規
則
」

一
二
で
、
身
体
的
で
な
い
記
憶
と
し
て
、
身
体
的
記
憶
と
対
比
さ
れ
、
身
体
的
で
な
い
ゆ
え
に
、
動
物
の
記
憶
に
似
な
い
別
の
記
憶
だ
と
さ
れ

る
。
以
降
書
簡
の
な
か
で
、
「
身
体
に
依
存
す
る
記
憶
で
は
な
く
・
・
・
ま
っ
た
く
知
的
な
・
・
・
精
神
の
み
に
依
存
す
る
記
憶
」
(
一
六
四

O
年
四
月
一
日
メ
ル
セ
ン
ヌ

宛
)
、
「
脳
の
襲
に
は
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
・
・
・
別
の
本
性
を
も
っ
記
憶
」
三
六
回

O
年
六
月
一
一
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
)
、
「
脳
の
襲
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
身
体
的
記

憶
の
ほ
か
に
、
知
性
の
な
か
に
あ
る
別
の
記
憶
・
・
・
ま
っ
た
く
精
神
的
な
も
の
で
獣
に
は
け
っ
し
て
な
い
」
(
伺
年
八
月
六
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
)
等
々
、

(
円
以
)

ル
ノ
!
宛
書
簡
に
い
た
る
ま
で
言
及
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
ア
ル
キ
エ
版
テ
ク
ス
ト
も
注
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
知
的
記
憶
が
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

(
日
)

そ
れ
以
上
は
説
明
し
て
お
ら
ず
、
身
体
的
記
憶
に
対
比
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

一
六
四
八
年
ア

こ
う
し
た
言
語
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
を
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
な
ポ

i
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
文
法
理
論
の
基
礎
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
。
デ
カ
ル

ト
に
よ
れ
ば
、
意
味
と
文
字
、
音
声
を
結
び
つ
け
る
の
は
外
的
な
習
慣
や
制
度
で
あ
り
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
「
深
層
構
造
」
と
「
表
層
構
造
」
を
つ
な
げ
る
内
在
的

な
規
則
・
文
法
理
論
を
み
い
だ
し
て
い
く
よ
う
な
発
想
は
出
て
こ
な
い
。
当
時
で
い
え
ば
、
ポ
!
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
的
な
「
一
般
論
理
文
法
」
を
求
め
る
方
向
に
で
は
な

(
凶
)

く
、
む
し
ろ
ヴ
ォ
l
ジ
ュ
ラ
的
な
「
用
法
」

c
g
m
gを
記
述
し
、
言
語
の
外
的
な
習
慣
・
慣
用
を
観
察
し
整
理
し
て
い
く
方
向
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

し
こ
の
よ
う
な
内
在
的
な
規
則
を
確
立
す
る
方
向
の
言
語
論
を
当
時
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
で
は
な
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
幾
分
か
み
い
だ
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

ま
た
他
方
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
い
う
意
味
の
「
深
層
構
造
」
の
基
盤
と
な
る
「
精
神
」
日
吉
広
も
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
、
意
味
や
思
考
の
基
盤
で
あ
る
「
精
神
」

b
B
P

。ωロ
ユ
門
と
は
別
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
マ
リ
オ
・
ブ
ン
ゲ
は
、
言
語
習
得
・
生
得
主
義
を
未
解
決
の
問
題
と
み
と
め
た
う
え
で
、
チ
ョ
ム
ス

キ
!
の
「
精
神
構
造
」
と
い
う
着
想
が
厳
密
さ
を
欠
き
、
彼
の
著
作
で
中
心
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
こ
に
も
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
ブ
ン
ゲ
に
よ



れ
ば
、

(
同
)

そ
の
よ
う
な
「
精
神
」
は
脳
髄
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
機
能
と
し
て
、
精
神
が
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
さ
ら
に
「
生
得
主
義
」
が
何

世
紀
に
も
わ
た
っ
て
多
く
「
未
決
定
」
の
部
分
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
し
、

そ
れ
を

一
六
世
紀
末
に
ウ
ア
ル
テ
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
能
力
|

|
記
憶

・
想
像
力

・
知

性
を
中
心
と
し
た
ー
ー
を
脳
髄
の
副
組
織
の
諸
機
能
と
み
な
し
、
生
得
の
能
力
の
多
様
性
を
脳
髄
の
配
序
論
に
お
け
る
多
様
性
と
し
て
説
明
し
た
こ
と
に
湖
っ
て
、
問
題

(
同
)

を
突
き
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
「
生
得
主
義
」
や
「
精
神
」
も
、
現
在
、

一
七
世
紀
ヨ
!
ロ
ッ
パ
の
「
生
得
主
義
」
と
は
一
線
を
画
し
、
デ
カ

ル
ト
と
は
異
な
る
生
物
学
的
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
き
わ
め
て
微
妙
に
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
「
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』

に
も
、
た
と
え
ば
先
程
み
た
ウ
ア
ル
テ
に
関
連
す
る
筒
所
な
ど
で
か
い
ま
見
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

4. 

一
口
語
(
誤
り
の
原
因
)
/
直
観

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
が
言
語
を
、
人
間
の
社
交
か
ら
生
じ
る
イ
ド
ラ
を
生
み
だ
す
ゆ
え
に
、
「
市
場
の
イ
ド
ラ
一
と
称
し
た
の
は
有
名
で
あ
る
。
言
語
は
、
知
性
を

(
打
)

妨
害
し
、
歪
め
、
混
乱
に
陥
れ
る
(
『
ノ
!
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』

i
、
四
三
、
五
九
)
。
ベ
イ
コ
ン
は
言
語
を
、
逃
げ
な
が
ら
後
ろ
ざ
ま
に
敵
を
射
返
す
ダ
ッ
タ
ン
人
の

弓
に
な
ぞ
ら
え
て
、
言
葉
が
そ
の
力
を
学
者
や
賢
者
の
知
性
に
は
ね
返
し
て
判
断
を
も
つ
れ
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
(
『
学
問
の
発
達
』
豆
、

四

一
一
)
。
デ
カ
ル
ト

の
場
合
も
、
物
質
的
と
み
な
さ
れ
る
言
葉
と
精
神
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
意
味
と
が
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
次
元
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
、
両
方
の
結
び
つ
き
が
習

慣
・
規
約
・
制
度
の
よ
う
な
外
的
な
も
の
に
も
と
づ
く
だ
け
だ
と
さ
れ
、

そ
の
二
元
論
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
言
語
は
、

そ
の
物
質
性
ゆ
え
に
人
間
の
誤
謬
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。

普
遍
言
語
に
つ
い
て
述
べ
た
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
手
紙
で
、
言
葉
は
「
混
濁
し
た
意
味
」
し
か
も
た
ず
、
「
人
間
の
精
神
は
長
い
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
慣
れ
親
し
ん
で

来
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
何
も
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
ま
で
い
う
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
「
哲
学
原
理
』
第
一
部
七
四
で
は
、
人
間
の
誤
り
の
原
因
が
挙
げ

(
出
)

ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
感
覚
に
結
び
つ
い
た
幼
年
時
代
の
偏
見
、
第
二
に
そ
れ
が
記
憶
に
こ
び
り
つ
く
こ
と
、
第
三
に
は
感
覚
に
現
れ
な
い
も
の
に
注
意
を
向
け
る
と
き

の
精
神
の
疲
れ
、

そ
し
て
第
四
が
「
事
物
に
正
確
に
対
応
し
て
い
な
い
言
葉
に
観
念
を
結
び
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
「
司
で
表
現
す
る
た
め
に

あ
ら
る
観
念
を
言
葉
に
結
び
つ
け
、
事
物
で
は
な
く
言
葉
を
記
憶
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
後
に
な
る
と
、
「
事
物
を
思
い
出
す
よ
り
も
言
葉
を
思
い
出
す
ほ
う
が
容
易
」

な
の
で
、
一
一
一
一
口
葉
か
ら
切
り
離
せ
る
ほ
ど
に
は
っ
き
り
と
し
た
事
物
の
観
念
を
も
つ
こ
と
か
で
き
な
く
な
る
。

こ
う
し
て
す
べ
て
の
人
間
は
、
「
事
物
よ
り
も
言
葉
に
注
意
を

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

四



デ
カ
ル
ト
と
一
一
一
一
口
語

四

向
け
て
し
ま
い
ヘ
人
間
の
思
考
は
「
事
物
そ
の
も
の
よ
り
も
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
動
き
ヘ
「
理
解
し
て
い
な
い
言
葉
に
同
意
を
与
え
た
り
す
る
」
。
こ
う
し
て
言
葉
は
人
間

の
思
考
に
誤
り
を
も
た
ら
す
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
続
け
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
「
人
間
の
身
体
の
本
性
が
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
し
、
お
よ
そ
物
体
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
も

ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

」
こ
で
厳
密
に
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
。

し
か
し
究
極
的
に
は
デ
カ
ル
ト
が
観
念
を
、

そ
れ
を
表
す
言
葉
か
ら
切
り
離
し

て
、
観
念
だ
け
で
思
考
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

ア
ル
キ
エ
版
テ
ク
ス
ト
の
注
釈
も
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
真
に
考
え
る

と
は
、
物
質
性
を
と
も
な
う
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
精
神
の
み
に
属
す
る
観
念
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
一
一
一
一
口
葉
が
個
別
的
・
制

震
的
・
怒
意
的
な
も
の
で
、
物
質
性
か
ら
く
る
混
濁
を
と
も
な
う
の
に
対
し
て
、
精
神
は
普
遍
的
な
明
断
さ
を
も
ち
う
る
の
だ
か
ら
。
初
期
の
『
規
則
論
』
で
も
、
言
葉

に
よ
ら
な
い
直
観
に
だ
け
、
誤
り
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
デ
カ
ル
ト
の
明
証
性
の
原
則
も
こ
れ
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
自
身
の
理
性
の
確
立
過
程
に
お
い
て
も
、
言
語
は
精
神
の
弱
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
精
神
の
存
在
が
確
立
さ
れ
る
『
第
二
省
察
』
で
は
、
あ

の
有
名
な
蛮
搬
の
例
に
よ
っ
て
、
蜜
蝋
を
認
識
す
る
の
が
視
覚
や
触
覚
で
も
想
像
力
で
も
な
く
、
精
神
i

i
「
た
だ
精
神
の
、
洞
見
」

8
2
5
5
2宏
一
号
七
ゅ
の
江
0
1ー
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
言
葉
に
か
か
わ
る
精
神
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
し
か
し
、
い
か
に
私
の
精
神
が
誤
り
や
す
い
か
に
驚
く
ほ
か
は
な
い
・

と
い
う
の
は
、
以
上
の
事
柄
を
、
言
葉
に
す
る
こ
と
な
く
私
の
心
の
な
か
で
考
察
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
で
も
や
は
り
私
は
言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
た
い
て
い
の
場
合
、
日
常
の
言
語
に
欺
か
れ
て
し
ま
う
・
・
・
」
(
ト
叫
，
・
只

f
M
m
〉
。
窓
か
ら
通
り
を
歩
い
て
い
る
人
間
を
見
る
と
き
、
帽
子
や
衣
服
の
な
か
に
い
る

の
は
自
動
機
械
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
と
、
「
判
断
」
す
る
。
そ
れ
は
「
私
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
判
断
す
る
力
に
よ
っ
て
の
み
」
な
の
で
あ
る

(
3
R・1

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
の
果
て
に
到
達
し
た
コ
ギ
ト
の
自
覚
も
、
言
葉
の
媒
介
に
よ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
私
と
は
た
だ
考
え
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
・
・
・
す
な
わ
ち
、
精
神
・
知
性
・
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
い
ま
ま
で
私
が
そ
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

の
で
あ
り
、
真
に
存
在
す
る
も
の
・
・
・
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
(
省
察
H
、
傍
点
筆
者
〉

-
私
は
真
な
る
も

5 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

デ
カ
ル
ト
の
言
語
観
は
二
元
論
に
基
礎
を
お
い
て
、
精
神
と
言
葉
が
軍
離
し
、
記
号
と
観
念
が
区
別
さ
れ
、
両
者
の
結
び
つ
き
は
習
慣
や
制
度
な
ど
に
よ
り
、
外
在
的
・



恐
意
的
・
任
意
的
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
対
照
的
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
言
語
は
、
「
精
神
の
最
良
の
鏡
」
(
『
人
間
知
性
新
論
』
以
下
ミ

同
と
略
す
、
日

g
・0
)
、
「
理
性
の
真
の
鏡
」
で
あ
り
、
「
諮
問
の
意
味
の
厳
密
な
分
析
は
知
性
の
働
き
を
、
他
の
何
よ
り
も
能
く
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
せ
る
」

Q
b
R
・
戸
戸

∞
)
。
文
法
的
言
説
は
論
理
的
言
説
を
表
現
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
諸
言
語
の
比
較
は
、
「
名
辞
が
し
ば
し
ば
事
物
の
固
有
性
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
か
ら
(
さ
ま
ざ

ま
な
民
族
に
お
け
る
植
物
の
名
称
で
も
わ
か
る
よ
う
に
)
、
事
物
の
認
識
に
た
い
へ
ん
役
立
ち
、
私
た
ち
の
精
神
の
認
識
と
精
神
の
働
き
の
驚
嘆
す
べ
き
多
様
性
の
認
識
に

も
役
立
つ
」

Q
t
h
H
・
{
同
岨
印
i
U
)
。
各
国
一
誌
は
歴
史
へ
の

ひ
と
つ
の
視
点
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
し
っ
か
り
し
た
語
源
学
を
介
し
て
」
民
族
の
起
源
や
移
住
や
系
統
な

(
叩
)

ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
(
弓
・
同
・
戸
只
・
印
i
p
-
-
)
。
各
国
語
は
同
時
に
ま
た
、
普
遍
理
性
へ
の
ひ
と
つ
の
視
点
で
も
あ
る
。

語
の
意
味
に
は
そ
の
理
由
が
あ
る

Q
史
民

-
F
H
)。
「
脳
の
痕
跡
と
、
純
粋
知
性
作
用

5
E
一2
己
O
口
問

)
C
B
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
自
然
的
関
連
が

あ
り
」
(
フ

l
シ
ェ
宛
広
∞
戸
吋
戸
七
・

ω
∞
也
、
名
辞
と
こ
れ
ら
「
知
性
作
用
」
の
閤
に
は
自
然
的
連
関
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

言
語
や
数
学
の
記
号
の
よ
う
に
、
対
象
と
相
似
性
を
も
た
な
い
任
意
の
記
号
も
、
記
号
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
秩
序
が
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
事

態
の
秩
序
と
類
比
的
で
あ
り
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
や
秩
序
は
、
個
々
の
単
語
の
う
ち
に
は
な
く
と
も
、
単
語
の
組
み
合
わ
せ

(
却
)

や
語
形
変
化
の
う
ち
に
み
い
だ
さ
れ
る
記
号
の
使
用
と
結
合
は
、
任
意
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
れ
)

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
二

O
歳
の
と
き
以
来
、
人
間
の
思
考
す
べ
て
に
つ
い
て
包
括
的
な
結
合
法
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
構
想
は
ま
ず
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
を
抽
出
し
、
数

学
化
さ
れ
た
記
号
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
複
合
概
念
の
形
成
へ
進
む
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
結
合
法
は
発
見
の
論
理
学
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
彼
が
め
ざ
し
た
の
は
あ
る
意
味

で
、
表
層
の
表
現
が
も
っ

の
論
理
的
意
味
を
発
見
す
る
た
め
に
、

そ
れ
を
表
層
か
ら
た
ど
り
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
論
理
的
手
続
き
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て

『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル

般
論
理
文
法
』
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
時
期
、
彼
は
ラ
テ
ン
語
に
手
を
加
え
て
普
遍
記
号
の
文
法
的
論
理
構
造
の
モ
デ
ル
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
比
較
文
や
属
格
の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
二
通
り
の
読
み
が
可
能
で
、
二
通
り
の
書
替
え
が
で
て
く
る
。
逆
に
表
層
的
に
は
異
な
る
一
一
一
一
口

(
泣
)

表
で
も
、
「
鏡
像
」
関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
深
層
的
に
は
同
義
の
場
合
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
発
想
は
、
デ
カ
ル
ト
と
あ
る
意
味
で

正
反
対
の
言
語
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
は
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
『
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
』
で
述
べ
て
い
る
シ
ュ
レ
!
ゲ
ル
や
フ
ン
ボ
ル
ト
に
も
つ
な
が
り
う
る
し
、
「
表
層
構

造
」
と
「
深
層
構
造
」
の
問
題
点
に
も
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
は
異
な
っ
た
や
り
方
で
は
あ
る
が
対
応
し
う
る
。

た
だ
し
か
し
、
時
間
の
順
序
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
ポ

i
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
と
流
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
隔
り
は
四
半
世
紀
、
デ
カ
ル
ト
と

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
七
号

四



デ
カ
ル
ト
と
一
一
一
一
口
語

四
回

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
隔
り
は
半
世
紀
余
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
小

* 
中
小

以
下
次
章
で
は
、
一
一
一
一
口
語
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
問
題
を
、

一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
普
遍
言
語
を
考
案
す
る
多
く
の
運
動
や
ア
ダ
ム
の
言
葉
を
求
め
る
流
れ
の
な
か
で
考

え
て
み
た
い
。
普
遍
の
哲
学
言
語
に
つ
い
て
の
ベ
イ
コ
ン
の
発
想
も
考
麗
し
つ
つ
、

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
の
考
え
を
特
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
対
比
に
お
い
て
具
体
的
に
み

て
い
き
た
い
と
思
う
。

(
i
)
こ
の
よ
う
な
「
学
者
た
ち
」
を
デ
カ
ル
ト
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。
「
学
者
た
ち
は
・
・
・
自
然
的
理
性
を
消
耗
し
つ
く
す
ほ
ど
細
か
い
灰
一
別
を
用
い
、
し
か
も
、

田
舎
者
た
ち
が
熟
知
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
さ
え
翻
を
見
い
だ
す
の
だ
」
(
「
規
制
」
一
回
)

(
2
)
ロ
ビ
ネ
も
デ
カ
ル
ト
の
一
一
一
一
口
葉
へ
の
不
信
、
直
観
へ
の
信
頼
を
強
調
し
て
い
る
(
刀
C
E
S
F
むも・

5
・
5
誌
噌

3
・

gi∞
日
)

(
3
)
向。
σ
5
2咽

3
R・℃・∞。

(
4
)
吋
O
Cの
mwcF
ト

S
言
。
門
的
ミ
九
訟
の
な
O町内
h
p
O丘
一
一
ヨ
民
(
Y
戸

c
o
o
・
七
円
)
・
⑦
印
∞
∞

(
5
)
h
b
R
'
円

)

'

吋

(

)

(
6
)
日N
E
F
h
ザ
雲
寺
町
門
守
口
2
2
ユ2
・
〈
吋
戸
呂
、
戸
七
・
円

2
・
拙
論
「
デ
カ
ル
ト
と
ベ
イ
コ
ン
の
間
」
参
照
(
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
研
究
』
御
茶
の
水
書
一
房
、
近
刊
)

(
7
)
句。ロ
g
E
y
o
h
y
Q
?
な
お
フ
l
コ
ー
は
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
、
ベ
イ
コ
ン
の
イ
ド
ラ
論
の
一
節
を
「
類
似
」
へ
の
批
判
と
し
て
引
い
て
い
る
1
1
1

「
洞
窟
の
イ
ド
ラ
」

も
「
劇
場
の
イ
ド
ラ
」
も
、
わ
れ
わ
れ
が
学
ん
だ
も
の
や
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
入
っ
て
き
た
誤
っ
た
諸
理
論
に
類
似
し
て
い
る
と
書
物
が
思
い
込
ま
せ
た
も
の
で
あ
り
、
「
人
間
の
精
神
は
、

固
有
の
本
性
に
よ
っ
て
、
実
際
に
見
い
だ
さ
れ
る
以
上
の
秩
序
と
類
似
を
想
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
自
然
は
例
外
や
差
異
で
充
満
し
て
い
る
の
に
、
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
調

和
や
対
応
や
類
似
を
み
て
し
ま
う
。
天
体
の
物
体
が
す
べ
て
完
全
な
円
を
描
い
て
運
動
す
る
と
い
う
虚
構
も
、
こ
れ
に
由
来
す
る
」
(
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
『
ノ
!
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ

ム
』
戸
仏
印
)

(
8
)
塩
川
徹
也
「
か
レ
ト
リ
ッ
ク
な
き
折
口

M
Z
F
の
美
文

l
iデ
カ
ル
ト
二

O
歳
の
未
公
刊
論
文
の
発
見
」
『
図
書
』
一
九
八
七
年
五
月
号

(
9
)

一
九
七
二
年
の

y
z二
イ
自
の
0・
h
言
言
立
の
宮
、
3
3号
、
。
さ

b
s
sミ
S
E
E
-忌可
C
H
(
C
M
K
o
E
w
h
z
s
E
oコ
)
で
は
、
デ
カ
ル
ト
れ
に
お
い
て
は
数
学
的
漬
鰐
を
中
心
と
し
た
真
理
の
探

求
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
必
要
と
し
な
い
と
い
う
基
本
的
見
方
を
も
っ
た
う
え
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
か
か
わ
る
異
体
的
諮
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
、
玄
白
日
吋
C
B
m
w
g
t
は
、
『
方
法

叙
説
』
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
独
自
の
哲
学
が
レ
ト
リ
ッ
ク
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
る
有
り
様
を
示
し

Q
m
c
R
ユ
立
O円
吾
ニ
Oωo
芸
5
2
5
E
2
5
5
ε
コ
ω
Z
E
R
S
3
§
E

S
号、
NORF
吉
一
可
否
定
ぎ
言
内
右
足
丘
芯
の
ぬ
も
た
O誌
へ

NNhalb位
向
。
足
立
母

NQ
芸
公
ぎ
母
足
門
目
立
町
抗
告
札
旬
、
一
〈
「
F
P
-
c
∞
∞
)
・
↓
7
0
5
2
玄
-nm凶
門
門

w
T・
は
さ
ら
に
広
く
こ
の
間
題
を
論
じ
て
い
る

(bm誌
の
お
立
。
句
お
お
門
出
忌
む
さ
旬
止
符
さ
り
huc¥bbbH03.heel--4b江
良
定
的
。
¥
向
。
江
町
民
民
お
お

1bmN円。江町
$
8
3ご

ωocsmw「
ロ
ロ
-
5
0
5
口
三
〈
・
句
~
・
2
ω
-
u。
。
)

(
印
)
「
デ
カ
ル
ト
と
ベ
イ
コ
ン
の
間
」

N

・ω
×℃
2
5三
百
参
照

(
日
)
こ
う
し
た
観
点
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
「
控
界
観
」

j

「
言
語
形
式
」
の
捉
え
方
と
対
照
を
な
す
で
あ
ろ
う
。



(
ロ
)
門
・
門
戸
円
)
・
日
市
山
0
・コ・

N

(
日
)
二

O
世
紀
の
現
代
、
哲
学
と
医
学
の
学
際
傾
域
で
仕
事
を
し
て
い
る

E
・
づ
何
円
高
∞

5
R
Eら
は
、
デ
カ
ル
ト
と
の
こ
の
「
脳
に
依
存
し
な
い
記
情
」
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
意
味
を
現
代

の
脳
生
理
学
と
の
関
連
で
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る

3
1兵
常
貯
何
コ
哲

5
2
s
E
M
E止
ま
。
三
円
三
忌
S
S包
S
句
。
¥
忌
ぬ
ま
ど
さ
よ
お
応
急
円
。
ご
ミ
S
R
F
門)・刃包

a
z・
3

8
・
3
・印

l
g

(
川
口
)
え
・
〈

g
m円。一
2
・
h
$
5
1
2
2
起
こ
Q
E
a
h
b
¥
1
h
S
2
3
p
-
印
ミ
一

Q
・
4
ぐ
O
コ
∞
∞
一
戸

g
f
〈
m正
常
一

2
・
5
一寸ねな九
SNh
円N
G
E
丘
町
広
苦
言
語
¥
さ
お
わ
む
な
ぬ
ゅ
の
ω
一一一

5
2
R
一
拙
論
円
。
一
ω
コ
m川町長。

わ
}
戸
内
山

N

ロ
gnh句作
2
w
S一切
dEsbmb‘R
h
r

日む吋。

(
日
)
マ
リ
オ
・
ブ
ン
ゲ
『
一
一
一
一
口
語
と
は
何
か
』
氏
家
洋
子
訳
、
誠
信
書
一
一
局
、
一
九
八
六
、
℃
・
ニ
ケ
ニ
N

(
M
m
)
F
E・℃・

5
c・
な
お
ブ
ン
ゲ
は
こ
の
よ
う
な
ウ
ア
ル
テ
の
説
に
つ
い
て
、
現
代
の
神
経
科
学
と
生
理
心
理
学
と
が
、
彼
が
ガ
レ
ノ
ス
か
ら
取
り
入
れ
た
脳
髄
の
配
序
に
つ
い
て
の
原
初
的

観
念
を
受
け
入
れ
ず
に
で
は
あ
る
が
、
彼
を
支
持
す
る
傾
向
に
あ
る
、
と
い
う
。
な
お
チ
ョ
ム
ス
キ

i
の
著
書

h
b話
。
鳴
門
S
民
主
三
氏
の
仏
訳
の
題
名
が
~
い
ね
九
お
お
向
。
一
定
ミ
宮
、
ぬ
ま
な
噌

同ぜて
O

F

S

∞
C
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
げ
)
ベ
イ
コ
ン
は
「
市
場
の
イ
ド
ラ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
々
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
結
ば
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
語
る
言
語
は
、
一
般
人
の
理
解
に
応
じ
て

定
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
言
語
が
ま
ち
が
っ
て
不
適
当
に
定
め
ら
れ
る
と
、
知
性
は
じ
つ
に
驚
く
べ
き
ほ
ど
に
妨
害
さ
れ
る
・
・
・
」
(
『
ノ

l
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』

F
A
ω
)
。
「
人
々
は

自
分
の
理
性
が
一
一
一
一
口
語
を
支
配
す
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
言
語
が
知
性
に
反
作
用
し
て
知
性
を
動
か
す
こ
と
も
お
こ
る
・
・
・
こ
の
こ
と
こ
そ
、
哲
学
と
諸
学
を
詑
弁
に
走
ら
せ
、
無

為
無
能
に
し
た
」

(]σE・
戸
印
む
)

(
凶
)
地
部
義
教
「
デ
カ
ル
ト
の
言
語
観
」
(
吋
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
』

I
、
東
京
大
学
出
版
会
)
参
照
。

(
同
)
以
下
は
主
と
し
て
次
を
参
照
。

J

ヘ
〈

O
コ

E
z
g
f
E
S
3お
の
立
た
さ
ね
門
守
口
S
Sえ
ま
"
の
巳
一

E
R
F
-
8
0噌℃℃・

5
ム

1
5印

(
却

)
E
R・日)・

5
印
。
ク
チ
ュ
ラ
は
次
の
書
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
記
号
論
の
展
開
を
あ
と
♂
つ
け
て
い
る

o
r
o
Z
3
n
C
E
R
E
-
ト
hN
ト
c
E
2ぬ
母
ト

s~送
付

h
H
U
G
N
u
-
Z
K
S
R
o
s
s
sな

な

NbhN-RMT]三
W
C
日

(
幻
)
む
な
お
ENghNChNえ
c
n
c
s
E
S
Q
Eえ
門
戸
{
⑦
⑦
⑦
・
惇
口
昭
章
訳
『
結
合
法
論
』
(
工
作
舎
一
九
八
八
)

(
泣
)
た
と
え
ば
工
戸
〆
ヨ
O
乙
「
号
口
一
め
に
=
や

E

守
山
口
巳
ヨ
σ
玄

mw
ユ
0
1
5
ο
5
2
2
5
3と
い
う
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
神
へ
の
愛
」
「
神
の
愛
」
、
「
ジ
ャ
ン
は
ピ
エ
ー
ル
よ
り
も
マ
リ
l
の
方
が
好

き
だ
」
「
ジ
ャ
ン
の
方
が
ピ
エ

i
ル
よ
り
も
マ
リ

i
を
好
い
て
い
る
」
と
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
改
良
ラ
テ
ン
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
文
を
用
い
て
解
釈
の
二
重
性
を

排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
逆
に
「
私
は
こ
の
家
を
所
有
し
て
い
る
」
と
「
こ
の
家
は
私
に
所
有
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
文
は
、
ひ
と
つ
の
文
に
簡
略
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
(
玄

R
E
m
w
ペ
ω
∞5
一一
O
噂ト

S
L
Eど
M
A
R
E
3
h
d
h
P
A
S
E忍
ピ
立
さ
s
h
S
Q刊誌
M
ミ
号
凡
さ
3
3
S
ミ
S
F
ω
2
F
E∞
h
f

谷
川
・
江
口
訳
吋
一
一
一
一
口
語
の
夢
想
者
』
工
作
舎
一
九

九
一
・
匂
・
吋
o
w
∞
ふ
)
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Descartes et la question de langage au XVIIe si色cle

一一一dualisme，langue universelle， Leibniz ( 1 ) 

Takako T ANIGA W A 

Dans 1e syst色mede 1a phi1osophie cartesienne， i1 n'y a pas de place centra1e pour 1e 

1angage: 1e langage n'est pas l'objet d'une etude specifique， et ainsi， la theorie du 1angage 

n'est pas bien e1aboree. Il nous semble que Descartes luI-meme n'accorde que peu 

d'attention a ce prob1色me.Cependant， dans les ecrits de Descartes on trouve de tr色s

nombreuses remarques sur ce th色me，bien qu'elles soient ponctuelles. Noam Chomsky 

signale dans CαrtesiαnLiηguistics le ro1e significatif de ces certaines observations sur 1a 

nature du 1angage， en formulant sa theorie 1inguistique: possibi1ite de creer， avec des 

ressources de langage finies， un nombre de phrases infini; presence， sous la diversite des 

structures profondes， a 1a limite universelles. D'autre part， Miche1 Foucau1t explicite 

dans les Mots et les Choses 1a conception “classique" du langage， representant l'ordre des 

choses， mais detache de cet ordre et exterieur au monde reel. L'ana1yse cartesienne， 

selon lui， partant de 1a notion de l'Ordre， aboutit品uneconception du langage comme 

syst色medetermine par 1es conditions historiques du savoir. 

La theorie du 1angage a-t-elle un ro1e important chez Descartes? Nous allons 

constater qu'elle resulte d'un travai1 concret p1utot que d'une recherche d'un systさme

acheve et qu'elle aboutit a certaines difficultes pratiquement insolub1es， difficultes 1iees 

surtout au dua1isme cartesien et au probleme de l'union de l'ame et du corps. Et Leibniz 

en cherchera d'autres possibi1ites. 

Table des matiさres

1. La position du 1angage chez Descartes-a 1a limite du mecanisme 

1. La difference entre l'homme et 1a bete 

2. La 1inguistiq ue cartesienne de Chomsky 

II. Le dua1isme cartesien dans 1a question de langage 

1. L'inquietude sur le 1angage 

2. Les mots et 1es choses 

3. L'union de l'ame et du corps 

4. Le langage comme cause des erreurs et l'intuition comme fondement du savoir 

5. Leibniz 

ill. La 1angue universelle et 1a langue adamique au XVIIe siecle 
(a suivre) 
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