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記
憶
と
自
我
の
同
一

性

ー
ー
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
に
つ
い
て

i
l

松

田

孝

之

は
じ
め
に

ど
の
よ
う
な
意
義

を
も
ち
、
さ
ら
に
は
何
ゆ
え
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
、
「
実
体
的
形

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
が
、
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
業
は
、

相
や
魂
は
自
ら
に
つ
い
て
の
反
省
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
道
徳
的
性
質
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
(
中
略
)
し
か
し
、
知
的

魂
は
、
自
ら
が
何
も
の
か
認
識
し
て
お
り
、

(
中
略
)
単
に
あ
り
続
け
、
他
の
も
の
よ
り
も
遥
か
に
長
く
形
而
上
学
的
に
存
続
す
る
だ

け
で
な
く
、
道
徳
的
に
も
同
じ
ま
ま
で
あ
り
、
同
じ
人
格
を
形
成
す
る
。
と
い
う
の
は
、
記
憶
(
由
。
ロ
J
N
O

口
町
、
以
下
印
。
口
語
口
町
の
訳

は
《
記
憶
》
と
記
す
)
あ
る
い
は
こ
の
自
我
の
認
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
知
的
魂
に
賞
罰
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
か
つ
て
何

(1) 

で
あ
っ
た
か
と
い
う
《
記
憶
》
な
し
に
は
不
死
性
は
何
ら
望
む
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
」
(
の
=
ー
ー
お
匂
怠
0

・
ロ
冨

ω
品
)
と
述
べ
て
い
る
。

15 

こ
こ
で
、
倫
理
的
要
請
と
し
て
、
自
我
あ
る
い
は
人
格
の
同
一
性
を
保
証
す
る
《
記
憶
》
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



16 

」
こ
に
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、

か
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
《
記
憶
》
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
ま
た
そ
の

《
記
憶
》
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
自
我
の
人
格
的
同
一
性
が
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
為
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
二
つ
は
、

先
の
記
述
で
は
《
記
憶
〉
を
知
的
魂
を
有
す
る
人
間
に
固
有
の
も
の
と
明
ら
か
に
見
な
し
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
記
憶

(
B
m
B包
括
、
以
下

B
m
E
C宵
ぬ
の
訳
は
単
に
記
憶
と
記
す
)
は
、
魂
に
お
け
る
一
種
の
連
鎖
(
円

S
認

S
S三
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
理
性
を
模
倣
す
る

が
後
に
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
』

が
、
理
性
か
ら
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
動
物
が
、
強
い
印
象
を
与
え
、
以
前
に
似
た
表
象

Q
2
8耳
目
。
ロ
)
を
も
っ

何
ら
か
の
表
象
を
も
っ
と
、

そ
れ
ら
の
記
憶
の
表
現
(
括
胃
2
0己
主
宮
口
)
に
よ
っ
て
、
先
行
し
た
表
象
に
お
い
て
、

そ
の
記
憶
に
結

び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
予
期
し
、
そ
の
と
き
そ
れ
ら
の
動
物
が
も
っ
た
感
覚
(
由
自
己

B
S同
)
と
似
た
感
覚
へ
と
向
け
ら
れ
る
の
を
、

(2) 

我
々
が
見
る
の
だ
か
ら
。
」
(
の
〈
H
E
Y
富
。
ロ
-
N
S
と
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
よ
り
劣
っ
た
の
も
の
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に

記
憶
が
動
物
に
も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
せ
ず
に
済
ま
せ
れ
ば
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
記
憶
論
は
単
な
る
常
識
論
に
堕
す
だ
け
で
な
く
、
論
理
的
矛
盾

あ
る
い
は
困
難
を
抱
え
た
不
完
全
な
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
体
系
の
内
部
に
お
い

て
、
主
要
な
テ
ク
ス
ト
を
幅
広
く
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

以
上
の
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
の
内
実
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

第
一
節

ニ
つ
の
記
憶

ー
ー
ヨ
。
ヨ
0
2
w
と
帥
O
C〈
O
コ

守

|

|

記
憶
一
般
に
つ
い
て

「
ひ
と
は
、
彼
ら
の
表
象
の
連
鎖
が
記
憶
の
原
理
の
み
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
限
り
、
獣
の
ご
と
く
活
動
し
て



い
る
。
」
(
の
〈
H
E
Y
富
。
ロ
-

N
∞
)
と
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
述
べ
る
と
き
、
記
憶
は
表
象
の
連
鎖
を
生
み
出
す
何
ら
か
の
能
力
で
あ
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
一
方
で
可
動
物
の
表
象
の
う
ち
に
は
、

理
性
と
い
く
ら
か
類
似
性
を
も
っ
、
連
結
(
目
白
色
印
。
ロ
)
が

い
か
な
る
意
味
で
も
諸
原
因

あ
る
。
し
か
し
そ
の
連
結
は
諸
事
実
(
》
詐
)
あ
る
い
は
結
果

(
O
R
R同
)

の
記
憶
に
の
み
基
づ
き
、

(
S
8
8
)
 の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
犬
は
そ
れ
に
よ
っ
て
叩
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
棒
か
ら
逃
げ
る
が
、

そ
れ
は
記
憶
が
彼
に
こ
の
棒
が
彼
に
対
し
て
引
き
起
こ
し
た
苦
痛
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
の
〈
H
g
o
w
司

Z
の
印
)
と
ラ
イ
ブ

ニ
ッ
ツ
が
述
べ
る
と
き
、
記
憶
は
、
単
に
能
力
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
何
ら
か
の
内
容
を
伴
う
、
過
去
の
表
象
の
一
種
で
あ
る
か
の

記憶と自我の同一性

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
と
も
に
諸
表
象
を
相
互
に
つ
な
げ
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
、
記
憶
は
純
粋
な
能
力
な
の
か
、

そ
れ
と
も
過
去
の
表
象
の
謂
い
な
の
か
。
記
憶
に
内
在
す
る
、
こ
の
よ
、
フ
な
両
義
性
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
憶
の
う

ち
に
観
念
が
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
魂
が
す
で
に
も
っ
て
い
た
表
象
を
呼
び
覚
ま
す
力
能
伝
丘
町
詰
噌
柏
町
内
)
を
も
っ
と
い
う
こ

と
に
過
ぎ
な
い

(
門
戸
の
〈
巴
U
J
Z開
口
H
C
)

、
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
こ
の
よ
う
な
能
力
が
何
に
存
し
て
い

る
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
に
働
く
か
を
も
う
少
し
判
明
に
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
魂
の
う
ち
な
ら
び
に
身
体
の
う
ち

に
も
過
去
の
印
象
の
名
残
(
自
由
Z)
で
あ
る
態
勢
が
あ
る
と
認
識
で
き
、
記
憶
が
何
ら
か
の
機
会
を
見
い
だ
す
と
き
の
み
そ
れ
ら
の

態
勢
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈
巳
∞
1
2開
口
呂
)
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
偶
然
の
、

だ
が
強
烈
な
印
象
が
、
我
々
の
う
ち
の

想
像
力
や
記
憶
の
う
ち
で
、

そ
の
と
き
と
も
に
そ
れ
ら
の
う
ち
に
あ
っ
た
二
つ
の
観
念
を
(
中
略
)
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

我
々
に
両
者
を
つ
な
げ
、
他
方
に
続
い
て
一
方
を
期
待
す
る
同
じ
傾
向
を
与
え
る
。
」
(
の
〈
自
N
W
Z開
口

ωω)
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
記
憶
は
常
に
我
々
の
う
ち
に
あ
る
が
、
常
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
権

17 

能
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。



18 

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
観
念
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
た
い
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
観
念
は
「
(
思
惟
の
)
内
的
直

接
的
対
象
で
あ
り
、
こ
の
対
象
は
事
物
の
本
性
あ
る
い
は
性
質
の
表
出
で
あ
る
。
」
(
の
〈

S
W
Z何
回
同
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

何
を
一
意
味
し
て
い
る
の
か
。
「
我
々
の
魂
は
、

ど
ん
な
本
性
や
形
相
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
ら
を
考
え
る
機
会
が
来
る
と
、
自
ら
の
う
ち

に
、
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
性
質
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
何
ら
か
の
本
性
、
形
相
や
本
質
を
表
出
す
る
限
り
、
我
々
の
魂
の
性
質
が
、
文

字
通
り
事
物
の
観
念
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
我
々
の
う
ち
に
あ
り
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
我
々
の
う

ち
に
常
に
あ
る
。
」
(
の
同
〈
品
目
y
ロ
冨

N
S
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
観
念
と
は
何
ら
か
の
事
物
の
本
性
な
ど
を
表

出
す
る
よ
う
な
我
々
の
魂
の
性
質
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
実
に
働
く
こ
と
に
よ
り
、
直
接
的
な
思
惟
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

裏
付
け
る
よ
う
に
「
観
念
や
真
理
は
活
動
と
し
て
で
は
な
く
、
傾
向
、
態
勢
、
習
慣
あ
る
い
は
自
然
的
潜
勢
力
守
目
立

g宮
m

ロ
ω一戸
H

、
円
。

--o)
と
し
て
我
々
に
生
得
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
潜
勢
力
は
そ
れ
に
対
応
す
る
し
ば
し
ば
感
覚
で
き
な
い
何
ら
か
の

{
3
)
 

活
動
を
常
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈
合
唱

Z
開
買
2
R
O
)
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
に
つ
い
て
の
定
義

を
参
照
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
記
憶
の
働
き
方
と
の
類
似
性
に
否
応
で
も
気
付
か
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
「
あ
ら
ゆ
る
注
意
は
記
穏
を
必
要
と
し
、
し
ば
し
ば
我
々
が
我
々
自
身
の
現
前
す
る
表
象
の
い
く
つ

か
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
訓
戒
さ
れ
な
い

い
わ
ば
警
告
さ
れ
な
い
と
き
に
は
我
々
は
そ
れ
ら
を
反
省
な
し
に
、
気
付
く
こ
と
さ
え
な

し
に
消
え
去
る
が
ま
ま
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
誰
か
が
そ
の
す
ぐ
後
に
そ
れ
ら
の
表
象
に
注
意
す
る
よ
う
に
促
し
、
我
々

が
、
例
え
ば
聞
い
た
ば
か
り
の
音
に
、
気
付
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
思
い
出
し
(
招

ω
C
E
4
6
巳
吋
)
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
何

ら
か
の
感
覚
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
我
々
が
す
ぐ
に
は
意
識
し
な
い
表
象
が
あ
り
、
意
識
的
表
象

(
印
刷
)
匂
ぬ
一
「
n
m
w
℃
昨
日
。
ロ
)

は
こ
の
場
合
ど
ん
な
に
小
さ
く
と
も
少
し
の
聞
を
お
い
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
の
で
あ
る
。
」



(
の
〈
凸
w
Z開
胃
m
以
内
凶
わ
ぬ
)
と
述
べ
、
ま
た
「
モ
ナ
ド
が
非
常
に
整
え
ら
れ
た
諸
器
官
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
諸

器
官
が
受
け
取
っ
た
印
象
の
う
ち
に
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
印
象
を
表
現
す
る
表
象
の
う
ち
に
、
起
伏
に
富
み
、
際
だ
つ
と
こ
ろ
が

そ
れ
は
感
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
記
憶
を
伴
っ
た
表
象
、
す
な
わ
ち
そ
の
あ
る
反
響
が
長
い
間
残
り
、
機
会
が
あ

あ
る
と
き
(
中
略
)
、

れ
ば
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
表
象
に
ま
で
達
す
る
。
」
(
の
〈
同
包
タ
吋
Z
の
品
)
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
参
照
す
る
限

り
で
は
、
記
憶
は
意
識
的
表
象
の
形
成
に
必
要
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、

記
憶
と
は
、
表
象
や
観
念
を
連
鎖
・
連
結
し
、
意
識
的
表
象
を
形
成
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ

記憶と自我の同一性

自
身
が
思
惟
の
対
象
と
も
な
り
う
る
観
念
の
一
種
で
あ
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

自
我
の
同
一
性
と
《
記
憶
ψ

に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
我
々
は
記
憶
一
般
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
自
我
の
同
一
性
と

並
ん
で
語
ら
れ
る
《
記
憶
》
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
観
念
と
し
て
の
記
憶
と
同
義
な
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
異
な
る

も
の
な
の
か
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
「
外
的
対
象
を
意
識
す
る
(
由
〆

3
2
8〈
。
町
)
と
き
、
そ
れ
は
感
覚

t
g誌
な

.S)
と
言
い
、
想

起
(
司
令
芯
刊
誌
か
R
S
R
)
と
は
、
対
象
が
一
民
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
反
復
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
を
以
前
に
も
っ
て
い
た
こ
と

(
4
)
 

を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
は
《
記
憶
》
で
あ
る
。
」
(
の
〈

E
戸

Z
開
口
巴
)
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
《
記
憶
》
は

単
な
る
思
い
出
さ
れ
た
具
体
的
な
記
憶
内
容
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
人
格
の
同
一
性
に
つ
い
て

論
じ
た
「
人
間
知
性
新
論
』
第
二
部
、
第
二
十
七
章
に
お
い
て
「
あ
る
期
間
を
お
い
た
《
記
憶
〉
は
欺
き
う
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は

ー
し
ば
し
ば
経
験
し
、
こ
の
あ
や
ま
り
の
自
然
的
根
拠
に
つ
い
て
考
え
る
手
段
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
も
し
く
は
直
接
的
《
記
憶
》

す
な
わ
ち
直
前
に
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
〈
記
憶
て
す
な
わ
ち
内
的
作
用
を
伴
う
意
識
あ
る
い
は
反
省
は
本
来
欺
き

19 

え
な
い
。
」
(
の
〈
N
N
O
l
N
N
Y
Z
開
口
N

3

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
直
接
的
〈
記
憶
》
が
内
的
作
用
を
伴
う
意
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識
や
反
省
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
鑑
み
れ
ば
、
一
一
つ
の
記
憶
、
す
な
わ
ち
記
憶
と
《
記
憶
》
と
は
相
容
れ
な
い
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
そ
れ
で
は
、
論
理
的
矛
盾
あ
る
い
は
困
難
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
包
括
す
る
よ
う
な
標
準
理
論
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
を
求
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
二
節

記
憶
の
標
準
理
論

標
準
理
論
の
構
築

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
「
こ
れ
ら
の
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
表
象
(
微
小
表
象
)
は
さ
ら
に
、
こ
の
個
体
が
感

じ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、

つ
ま
り
明
白
な
《
記
樟
》
が
も
は
や
な
い
と
き
で
も
、
卓
越
し
た
精
神
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
表
象
が
こ
の
個
体
の
現
在
の
状
態
と
つ
な
げ
て
保
存
す
る
こ
の
個
体
の
以
前
の
状
態
の
痕
跡
な
い
し
表
出
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
た
同
一
の
個
体
を
示
し
、
構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
(
私
が
言
う
と
こ
ろ
の
こ
れ
ら
の
表
象
)
は
い
つ
か
起
こ
り
う

る
周
期
的
展
開
に
よ
っ
て
必
要
な
ら
ば
こ
の
《
記
憶
》
を
再
発
見
す
る
手
段
を
与
え
さ
え
す
る
。
」
(
の
〈
お
w
Z
問
胃
m
E
B
)
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
個
体
の
同
一
性
は
微
小
表
象
の
つ
な
が
り

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
微
小
表
象
か
ら
、
《
記
憶
》
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
微
小
表
象
の
つ
な
が
り
が
意
識
的
に
知
覚
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
が
《
記
憶
》
を
形
成
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
表
象
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
単
純
実
体
は
消
滅
し
え
ず
、

そ
の
表
象
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な

ぃ
、
何
ら
か
の
変
容
(
釦
民
ゅ
の
昨
日
。
ロ
)
な
し
に
は
、

そ
れ
は
存
続
し
え
な
い
。
」
(
の
〈
H
E
C
W

冨

8
・
N
H
)

の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、

「
非
物
質
的
存
在
つ
ま
り
精
神
か
ら
そ
の
過
去
の
実
在
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
か
つ
て
起
こ
っ



た
こ
と
の
す
べ
て
の
印
象
が
そ
れ
に
は
残
っ
て
お
り
、

そ
れ
に
い
つ
か
起
こ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
す
べ
て
の
予
感
さ
え
そ
れ
は
も
つ
の

記憶と自我の同一性

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
感
覚
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
あ
ま
り
に
も
微
小
な
た
め
、
判
別
す
る
こ
と
も
、
意
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
い
つ
か
恐
ら
く
展
開
す
る
は
ず
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
諸
表
象
の
こ
の
持
続

(
g
E
Z
E一
昨
日
。
ロ
)
と
連
結

(ぱ包

gロ
)
こ
そ
実
際
に
同
一
の
個
体
を
形
成
し
、
意
識
的
表
象
は
(
す
な
わ
ち
過
去
の
表
象
を
意
識
す
る
と
き
に
は
)
、
道
徳
的
同

一
性
さ
え
証
拠
立
て
、
実
在
的
同
一
性
を
現
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈

N
N
N
W
Z開
口

N
3
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
表
象
の

持
続
と
連
結
が
自
我
の
同
一
性
を
形
成
し
、
意
識
的
表
象
こ
そ
自
我
の
同
一
性
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
《
記
憶
〉
と
い

そ
の
本
体
は
微
小
表
象
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
「
意
識
性

J
(
8
5巳
g巳
g件
臥
)
な
い
し
自
我
の
感

、ぇ

yγ
も、

覚
が
道
徳
的
つ
ま
り
人
格
的
同
一
性
を
証
明
」
(
の
〈
出
∞
・

2
開
口

N
3
し
、
「
自
ら
同
一
で
あ
る
と
感
じ
る
人
格
自
身
に
と
っ
て
明

ら
か
な
同
一
性
は
、
反
省
あ
る
い
は
自
我
の
感
覚
を
伴
う
各
々
の
近
接
的
な
移
行
に
お
い
て
実
在
的
な
同
一
性
を
前
提
と
す
る
。
と
い

(5) 

う
の
も
、
内
的
か
つ
直
接
的
表
象
は
本
来
欺
く
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
の
〈
出
∞
-
Z開
口

N
3
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
内
的
で

直
接
的
な
表
象
こ
そ
、
我
々
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
意
識
的
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
我
の

感
覚
で
あ
り
、
反
省
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
直
接
的
《
記
憶
〉
と
換
言
可
能
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

〈
記
憶
》
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
な
自
我
の
認
識
は
人
格
の
近
接
的
移
行
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
、

そ

の
よ
う
な
近
接
的
移
行
は
、
表
象
の
持
続
と
連
結
、

ひ
い
て
は
意
識
的
表
象
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
自
我
の
同
一
性
を
保
証
す
る
に
至
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
意
識
的
表
象
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
意
識
的
表
象
は
注
意
に
よ
っ
て
喚
起
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さ
れ
た
表
象
で
あ
り
、
注
意
と
は
記
憶
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
働
き
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
表
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象
は
「
外
的
事
物
を
表
現
す
る
モ
ナ
ド
の
内
的
状
態
」
で
あ
り
、
意
識
的
表
象
は
「
意
識
つ
ま
り
こ
の
内
的
状
態
の
反
省
的
認
識
」

(
の
〈
円
。
。
。
w

H
》

Z
の九日)
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
内
的
状
態
の
反
省
的
認
識
と
言
わ
れ
る
限
り
、
そ
れ

は
直
接
的
《
記
憶
》
と
言
い
換
え
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
表
象
の
持
続
と
連
結
を
伴
う
よ
う
な
自
我
の
認
識
、
す
な
わ
ち
〈
記
憶
》
も
ま
た
記
憶
の
働
き

の
う
ち
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
さ
に
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
の
標
準
理
論
と
は
、
様
々
な
観
念
と
し
て
保
持
さ

れ
る
記
憶
に
よ
っ
て
、
微
小
表
象
を
連
鎖
・
連
結
し
、
意
識
的
表
象
へ
と
織
り
上
げ
る
と
い
う
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

術
語
の
問
題

記
憶
の
標
準
理
論
を
構
築
し
た
今
、
今
度
は
術
語
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
記
憶
が
意
識
的
表
象
を

形
成
し
、

そ
の
意
識
的
表
象
が
直
接
的
《
記
憶
〉
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
に
ゆ
え
記
憶
と
〈
記
憶
》
と
の
術
語

の
区
別
が
必
要
と
な
る
の
か
。
さ
ら
に
記
憶
の
働
き
が
必
然
的
に
《
記
憶
》
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
《
記
憶
〉
は
人
間
に
固
有

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
最
初
に
見
た
議
論
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

実
は
、
こ
こ
に
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
記
憶
理
論
に
お
け
る
揺
れ
が
、
迷
い
が
窺
え
る
。
そ
の
揺
れ
は
意
識
的
表
象
と
言
い
換
え
う
る
反

省
的
認
識
の
内
実
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
人
間
と
動
物
の
違
い
が
ど
こ
に
存
す
る
も
の
な
の
か
。

「
実
体
的
形
相
や
魂
は
、
精
神

よ
り
も
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
同
様
に
全
宇
宙
を
表
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
要
な
違
い
は
、

そ
れ
ら
が
自
ら
が
何
も
の
か
、
何
を

為
す
の
か
認
識
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

必
然
的
か
つ
普
遍
的
真
理
を
発
見
し
え
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
実
体
的
形
相
や
魂
は
自
ら
に
つ
い
て
の
反
省
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
、

そ
れ
ら
は
道
徳
的
性
質
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
」
(
の

〈

お
A
Y
U冨
H
N
)

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
反
省
能
力
の
有
無
で
あ
り
、
普
遍
的
か
つ
必
然
的
な
真
理
の
認
識
が
可
能
か
否
か

に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
実
際
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
記
憶
に
よ
る
表
象
の
連
鎖
は
理
性
を
模
倣



す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
が
よ
い
の
か
。
「
獣
の
連
鎖
は
推
論
の
影
で
し
か
な
く
、
す
な
わ

ち
形
象
的
想
像
(
日
目
指
宮
丘
町
O
ロ)

の
結
合
で
し
か
な
く
、
あ
る
形
像
(
吉
岡
山
問
。
)
か
ら
他
の
形
像
へ
の
移
行
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
以
前
に
似
た
新
し
い
事
態
に
お
い
て
、
事
物
の
形
像
が
記
憶
に
お
い
て
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
ま
る
で
事
物
が
実
際
の
つ
な
が

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
か
つ
て
そ
れ
じ
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
期
待
す
る
の
だ
か
ら
。
」
(
の
〈
主

:z何
胃
m
E
B
)
と
見
な
さ

れ
る
動
物
に
対
し
て
、
「
理
性
の
み
が

(
中
略
)
必
然
的
な
推
論
の
一
貫
性
の
力
の
う
ち
で
確
実
な
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

記憶と自我の同一性

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
獣
が
従
う
よ
う
な
形
像
の
可
感
的
つ
な
が
り
を
経
験
す
る
必
要
な
く
、
出
来
事
を
予
見
す
る
手
段
が
し
ば
し
ば

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
真
の
推
理
は
、

与
え
ら
れ
る
」
(
の
〈
主
・

2
開
胃
m
E
B
)

(
中
略
)
諸
観
念
の
不
可
擬
の
つ
な
が
り
と
誤
る

こ
と
な
い
帰
結
を
成
す
、
必
然
的
な
い
し
永
遠
の
真
理
に
依
存
し
て
い
る
。
(
中
略
)
こ
れ
ら
の
必
然
的
真
理
を
認
識
す
る
も
の
は
文

字
通
り
の
意
味
で
理
性
的
動
物
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
魂
は
精
神
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
魂
は
反
省
的
行

為
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
我
々
が
自
我
、
実
体
、
魂
、
精
神
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
、

一
言
で
言
え
ば
非
物
質
的
な
事
物
や
真
理
を
考

察
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈
H
S
O
l
s
y
H
1
2の
印
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
反
省
的
行
為
が
為
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
記
憶
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
意
識
的
表
象
を
反
省
的
認
識
と
呼
ぴ
う
る
の
が
な
ぜ
か
が
解
る
。
す
な
わ

ち
、
記
憶
に
よ
る
表
象
の
連
鎖
が
理
性
を
模
倣
す
る
と
い
、
フ
こ
と
は
、
そ
れ
が
反
省
的
行
為
を
も
模
倣
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
さ
に
、
反
省
的
認
識
に
は
、
こ
の
よ
う
な
低
次
の
も
の
と
、
理
性
に
よ
る
「
必
然
的
真
理
の
認
識
と
真
理
の
抽
象
」
に
よ
っ

て
高
め
ら
れ
る
「
反
省
的
行
為
」
(
の
〈
H
R
N
L冨。ロ・

ω
。
)
の
よ
う
な
高
次
の
も
の
と
が
あ
り
、
「
こ
の
反
省
的
行
為
に
よ
っ
て
、

我
々
は
自
我
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
、

(
中
略
)
そ
し
て
、
反
省
的
行
為
が
我
々
の
推
論
の
主
要
な
対
象
を
与
え
て
い
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る
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈
同

E
N
冨
O
ロ・

ω
。
)
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
議
論
を
ま
と
め
れ
ば
、

記
憶
の
働
き
そ
の
も
の
は
微
小
表
象
を
連
鎖
・
連
結
し
、
意
識
的
表
象
ま
た
は
感
覚
に
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
自
身
は
一
種
の
再
認
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
動
物
も
ま
た
あ
る
種
の
再
認
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
人

聞
に
だ
け
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
再
認
は
あ
く
ま
で
擬
似
理
性
で
あ
り
、
擬
似
的
な
反
省
的
認
識
に
留
ま
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
同
じ
記
憶
の
働
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
意
識
的
表
象
が
さ
ら
に
、
真
理
の
抽
象
、
反
省
、
原
因
の
認
識
と
い
っ
た
も

の
を
通
し
て
、
高
次
の
反
省
的
行
為
を
も
可
能
に
し
、
自
我
の
認
識
つ
ま
り
《
記
憶
》
に
ま
で
深
ま
る
こ
と
を
動
物
に
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

記
憶
と
《
記
憶
》
と
の
術
語
の
区
別
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
者
が
表
象
を
連
鎖
・
連
結
す
る

と
い
う
働
き
に
重
点
を
置
き
、
後
者
が
自
我
の
同
一
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
記
憶
内
容
と
い
う
点
に
重
点
を
置
く
、

と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、

理
性
の
働
き
が
介
在
し
セ
い
る
か
否
か
を
明
確
に
す
る
た
め
の
区
別
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

我
々
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
が
い
か
な
る
も
の
か
、

つ
ま
り
一
方
で
、
観
念
と
し
て
の
記
憶
一
般
に

つ
い
て
、

思
惟
の
直
接
的
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
表
象
を
連
鎖
・
連
結
す
る
我
々
の
魂
に
内
在
す
る
性
質
と
い
う
両
義
的
な
性
格
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
見
、
他
方
で
、
観
念
と
し
て
の
記
憶
の
働
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
意
識
的
表
象
か
ら
理
性
の
反
省
的
行
為

に
よ
っ
て
、
自
我
の
同
一
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
〈
記
憶
》
が
成
立
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
て
見
い

だ
さ
れ
た
記
憶
の
標
準
理
論
と
も
き
ヲ
ノ
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
、

一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
記
憶
と
《
記
憶
》
を
め
ぐ
る
言
説
が
一
つ

に
包
括
さ
れ
る
の
を
見
た
。

最
後
に
そ
の
よ
う
な
記
憶
が
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
思
想
全
体
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
及
一
ぴ
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
少
し



考
え
て
お
き
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
記
憶
が
意
識
的
表
象
あ
る
い
は
感
覚
の
形
成
に
関
わ
り
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
記
憶
の
働
き
な
し
に
、
認
識
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
認
識
論
を
考
え
る
上
で
、
記
憶
な
し
に
論
じ
る
こ
と
は
ま
さ
に
本
末
転
倒
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
我
々
の
認
識
の
も
と
と
な
る
意
識
的
表
象
や
感
覚
が
記
憶
の
働
き
を
介
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
の
よ
う
に
我
々
が

す
ぐ
に
は
意
識
し
な
い
表
象
が
あ
り
、
意
識
的
表
象
(
若
宮

R
o
-
-。
ロ
)
は
こ
の
場
合
ど
ん
な
に
小
さ
く
と
も
少
し
の
聞
を
お
い
て
知

ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
の
で
あ
る
。
」
(
の
〈
白
u
Z
開
買
m
F
2
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
我
々
が
そ
の
認
識

記憶と自我の同一性

の
あ
り
方
か
ら
し
て
す
で
に
時
間
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
暗
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ク
ラ
!
一
ク
宛
の
書
簡
で

「
諸
物
体
の
継
起
的
な
位
置
に
関
す
る
秩
序
」
(
の
〈
口
句
。
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
時
間
概
念
と
の
関
わ
り
を
通

し
て
論
じ
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
《
記
憶
》
が
自
我
の
道
徳
的
同
一
性
を
保
証
す
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
れ

が
倫
理
的
な
諸
問
題
を
論
じ
る
上
で
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、

『
形
市
上
学
叙

説
」
で
は
「
神
が
我
々
の
実
体
だ
け
で
な
く
、

記
憶
や
我
々
の
人
格
す
な
わ
ち
我
々
が
何
も
の
か
と
い
う
認
識
を
常
に
保
存
す
る
で
あ

と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
』
に
お
い
て
「
必
然
的
真
理
の
認
識
と
真
理

の
抽
象
に
よ
っ
て
こ
そ
、
我
々
は
反
省
的
行
為
へ
と
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
省
的
行
為
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
我
と
呼
ぶ
と

ろ
う
。
」
(
の
H
J
1

怠。

wuzω
日
)

こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て

(
中
略
)
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
我
々
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
は
存
在
、
実
体
、
単
純
な
も
の
や
複
雑
な
も
の
、
非
物
質
的
な
も
の
そ
し
て
神
さ
え
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々

に
お
い
て
は
限
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
神
に
お
い
て
は
限
り
が
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
の
〈
H
E
N
W

冨。ロ・
ω
C
)

と
述
べ
ら

25 

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
《
記
憶
》
及
び
自
我
の
認
識
、

さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
反
省
、
そ
れ
ら
と
神
の
認
識
の
問
題
と
の
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関
わ
り
に
つ
い
て
も
、

よ
り
深
く
考
察
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

註

ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
哲
学
著
作
集
(
里
町
、
注
宮
§
骨
骨
F
S
句
忌
司
吐
き
N
g
s
p
H
q
s
h叫

5.山
岳
町
内
s
h
h
N
.
ぎ
於
、
E
-
h
H
・

。
。
岳
山
E
F
o
-
B印
w

呂
志
)
か
ら
の
引
用
に
は
、
略
記
(
の
)
、
巻
数
(
ロ
ー
マ
数
字
)
、
頁
数
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
併
記
し
て
、
文
中
に

て
引
用
箇
所
を
示
す
。
な
お
、
文
中
の
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
は
上
記
の
著
作
集
に
依
拠
し
、
隔
字
体
は
訳
語
に
傍
点
を
付
し
、
原
語
は

イ
タ
リ
ッ
ク
で
示
し
た
。

さ
ら
に
、
次
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
は
、

ヲ
匂
。

そ
れ
ぞ
れ
ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
か
ら
の
引
用
箇
所
の
略
号
の
後
に
、

以
下
の
よ
う
な
略
号
を
付
記
す

「
形
而
上
学
叙
説

b
g
g忌
ミ
ミ
宣
言
問
』

5
5、
節
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
後
記
。

『
人
間
知
性
新
論
ミ
ミ
ミ
R
N
S
S
S
&
S
『
宗
ミ
s
s
s
S
H
Fミ
S
R
H
S
』
(
Z
H
W
)
、
序
文
(
℃
吋
m
p
n
o
)
あ
る
い
は
部
(
ロ
ー
マ
数
字
)

と
章
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
後
記
。

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
l
h
h
-
g
a
§
h
o
h
な
』
(
冨
。
ロ
・
)
、
節
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
後
記
。

『
理
性
に
基
づ
く
自
然
と
思
寵
の
原
理
H
V
S
Q
V
S
S
た
さ
き
同
町
H
S
E
C
喜
界
》
ミ
h
M
S
S叫
白
む
と

ア
数
字
)
を
後
記
。

(司

Z
の)、

節
(
ア
ラ
ビ

(1)

同
様
の
記
述
は
ア
ル
ノ
l
宛
書
簡
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
自
ら
の
仕
方
で
、
あ
る
関
係
の
も
と
、
つ
ま
り
実

体
が
宇
宙
を
見
る
観
点
に
し
た
が
っ
て
、
個
体
的
実
体
は
す
べ
て
全
宇
宙
を
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
る
で
世
界
に
は
神
と
そ

の
実
体
し
か
な
い
よ
う
に
、
実
体
の
次
の
状
態
は
(
自
由
で
、
つ
ま
り
偶
然
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
)
実
体
の
以
前
の
状
態
の
結
果
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
個
体
的
実
体
つ
ま
り
完
全
な
存
在
は
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
世
界
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
神
以
外
の
他

の
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
魂
の
不
可
滅
性
の
み
な
ら
ず
、
我
々
の
魂
が
そ
の
本
性
の
う
ち
に
常
に
以

前
の
状
態
の
す
べ
て
の
痕
跡
を
い
つ
で
も
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
潜
在
的
《
記
憶
》
に
よ
っ
て
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
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に
こ
れ
ほ
ど
有
力
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
の
も
、
我
々
の
魂
は
意
識
を
も
ち
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
各
々
が
私
と
呼
ぶ
も
の
を
知
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
魂
は
道
徳
的
性
質
を
も
ち
う
る
の
で
あ
り
、
今
生
の
後
で
さ
え
も
賞
罰
を
可
能
に

し
う
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
《
記
憶
》
な
し
に
は
不
死
性
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
だ
か
ら
。
」
(
の
ロ
ミ
)
。
こ
の
よ
う
な

記
述
が
苧
む
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
註
を
参
照
。

(
2
)

こ
の
よ
う
な
問
題
は
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
す
で
に
内
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
体
的
実
体
に
は
過
去
に
起
こ
っ
た
こ

と
の
名
残
な
ど
が
内
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
お
お
ω
w
巴
富
三
、
す
べ
て
の
個
体
的
実
体
が
有
す
る
そ
の
よ
う
な
過
去
の
名
残
と
知

的
魂
あ
る
い
は
精
神
の
み
が
有
す
る
《
記
憶
》
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る

o
g門
戸
。
・

ω
E
m
y

マ-whR~vミ
N
b
h
-
s
b引
に
ふ

J
E
-
m
d
E
4
2
閉山々淘
E
g
w
匂
・
ロ
ω・)

(
3
)

「
観
念
は
事
物
に
つ
い
て
思
惟
す
る
あ
る
近
接
的
な
能
力
あ
る
い
は
態
勢

6
5立
E
E
吉
田
ぬ
仏
印

B
n
c
m同
窓
口
島
常

B
E
g
-
H
S

包
括

p
n
E
S出
)
を
要
請
す
る
。
」
(
の
〈
口

NE)
な
ど
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
。

(
4
)
ω
-
o円

m
y
マ
・
は
、
こ
の
引
用
に
お
け
る
想
起
と
《
記
憶
》
の
区
別
に
よ
っ
て
、
註

(
2
)
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
想
起
は
過
去
の
表
象
の
意
識
を
伴
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
的
実
体
が
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
〈
記
憶
》
は

過
去
の
表
象
の
意
識
を
伴
っ
た
想
起
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
精
神
の
み
が
有
す
る
(
門
戸

H
p
h
・
2
巴
mF-
可
よ
む
も
・
門
戸
同
信
・

5
ω
l

HωC
と
。
確
か
に
想
起
は
過
去
の
表
象
を
意
識
し
な
い
と
い
う
意
味
で
動
物
の
記
憶
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
見
、
え
る
。
し
か

し
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
に
お
い
て
想
起
(
芯
B
ぽ
ぽ
の

g-B)
と
い
う
語
が
は
っ
き
り

と
《
記
憶
》
と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
か
ら
だ
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
『
人
間
知
性
新
論
』
に
お
い
て
「
自
ら
道
徳
的

同
一
性
を
見
い
だ
す
た
め
に
は
あ
る
状
態
と
、
そ
れ
に
近
接
し
た
あ
る
い
は
少
し
隔
た
っ
た
状
態
の
聞
に
意
識
性
の
媒
介
的
な
連
結

(B。
吉
ロ
ロ
σ
ロ
回
目
印
。
ロ
仏

0
8ロ由巳
g
n
Z包
広
)
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
(
中
略
)
だ
か
ら
、
も
し
病
気
で
意
識
性
の
連
結

の
連
続
性
が
中
断
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
の
状
態
に
な
っ
た
か
分
か
ら
な
く
て
も
、
よ
り
隔
た
っ
た
出
来
事
を
覚
え
て
い
れ
ば
、

他
の
人
々
の
証
言
が
私
の
記
憶
(
円
m
S
E
U
B
D
B
)
の
空
白
を
満
た
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
」
(
の
〈

N昆

N
E
W
Z開
口

N4)
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
払
B
宮山田円

8
2
は
あ
く
ま
で
人
間
に
お
け
る
意
識
的
な
記
憶
内
容
を
指
し
て
お
り
、
想
起
と
い
う
よ
り
む

じ
ろ
記
憶
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
表
面
的
な
術
語
の
違
い
に
よ
っ
て
、
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す

る
の
は
安
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、

ωrwvw
司
・
は
先
の
著
作
に
お
い
て
、
印
。
ロ

4
8町
の
訳
語
と
し
て

B
O
E
R
M刊
を
用
い
て



28 

い
る

o
g
m虫
色
お
と
由
。
ロ

4
g町
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
限
り
、
そ
の
訳
は
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
の
記
憶
の
理
論
の
重

要
な
点
を
見
逃
す
危
険
性
を
苧
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
。

(
5
)

こ
の
近
接
的
移
行
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
引
用
箇
所
の
以
下
で
「
自
ら
道
徳
的
同
一
性
を
見
い
だ
す
に
は
、

何
ら
か
の
飛
躍
や
忘
れ
ら
れ
た
期
聞
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
あ
る
状
態
か
ら
そ
れ
に
近
接
し
た
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
隔
た
っ
た

他
の
状
態
へ
の
意
識
性
の
間
接
的
連
結
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
」
(
の
〈

N
E・
2
何

回

N
3
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
よ
う
に
、
魂
の
内
部
の
状
態
の
継
起
的
な
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
識
さ
れ
な
け
れ
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述
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29 SUMMARY 

La mémoire et l'identité du moi chez Leibniz 

Takayuki 11ATSUDA 

La mémoire forme une espèce de consecution des perceptions, 

qui imite la raison. Elle est une sorte d'idée qui est puissance de lier 

les perceptions, et qui est un objet immédiat interne de la pensée tant 

qu'elle est en atte. Les bêtes en sont douées. Or le souvenir assure l' 

identité du moi. D'où on voit qu'il n'est propre qu'à l'âme intelligente 

ou raisonnable. De telles affirmations leibniziennes sont, ce semble, 

en contradiction l'une avec l'autre. 

D'après Leibniz, la liaison des petites perceptions, qui donnent 

le moyen de retrouver un souvenir, forme l'identité d'individu. C'est 

pourquoi le souvenir doit être cherché dans de telles perceptions. Or 

la mémoire lie les perceptions comme plus haut. Il s'ensuit que le 

souvenir, qui est l'aperception de la liaison des perceptions, dérive de 

la mémoire. 

Alors, pourquoi les bêtes n'ont-elles pas de souvenirs? Elles ont 

la mémoire, mais ne connaîssent pas de vérités necessaires et éter

nelles qui font la connexion indubitable des idées. Cette connaissance 

nous élève aux actes réflexifs qui nous font penser au moi. De là, les 

bêtes n'ont jamais de souvenirs, c'est à dire la connaissance du moi 

où l'aperception formée par la mémoire est approfondie . 

.:f - '7 - r : ~è t~ (mémoire, souvenir) § ~ (moi) /PJ - 'I~ (identité) 

t!1t/H~~~ (petite perception) 1&~ (idée) 




