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本
稿
に
お
い
て
我
々
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
で
身
体
が
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
身
体
が
主
題
的
に
扱
わ
れ

る
『
物
質
と
記
憶
』
の
身
体
概
念
の
考
察
が
中
心
と
な
り
、
他
の
著
作
に

つ
い
て
は
関
連
す
る
箇
所
を
そ
の
都
度
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
に
お
い
て
そ
の
身
体
概
念
が
主
題
的

に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
出
発
点
が
意
識

事
象
の
持
続
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
存
し
、
反
対
に
空
間
の
側
に
属
す

る
と
思
わ
れ
た
身
体
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
う
ち
で
ま
ず
否
定
的
な
要
索

と
し
て
登
場
し
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
、
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
、
単
な
る
物
体
に
は
還
元
不
可
能
な
身
体
の

存
在
様
態
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
身
体
は
、
『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て

の
試
論
』
（
以
下
『
試
論
』
と
略
す
）
の
内
的
持
続
を
継
承
す
る
記
憶
論
の

は
じ
め
に

ベ

ル

ク

ソ

ン

に

お

け

る

身

体

概

念

単
な
る
序
論
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
内
的
持
続
と
外
的
事
物

と
の
関
係
、
あ
る
い
は
心
身
結
合
と
い
っ
た
『
試
論
』
で
は
さ
し
措
か
れ

て
い
た
問
題
を
解
く
重
要
な
鍵
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
の

中
に
い
く
ぶ
ん
錯
綜
し
た
状
態
で
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
身
体
概
念

を
整
理
し
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
加
え
て
、
身
体

に
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
取
り
上
げ
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
『
試
論
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
未
だ
判
明
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
身
体
と
い
う
現
象
の
特
異
性
を
、
『
物
質
と
記
憶
』
を
軸
に

し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体

『
物
質
と
記
憶
』
の
身
体
論
に
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ

ン
独
自
の
概
念
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
私
が
知
覚
す
る
事
物
は
表
象
と

い
う
観
念
的
産
物
で
も
な
く
、
事
物
の
背
後
に
控
え
て
い
て
知
覚
さ
れ
な

陀

安

広
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い
何
も
の
か
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
知
覚
さ
れ
る
事
物
に
そ
れ
自

身
の
存
在
を
認
め
、
か
つ
、
そ
れ
を
知
覚
さ
れ
る
ま
ま
の
生
彩
豊
か
な
も

の
と
看
倣
す
こ
と
、
そ
れ
が
「
常
識
の
立
場
」
と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論

で
あ
る
。
「
私
は
、
こ
の
語
に
付
与
し
う
る
最
も
漠
然
と
し
た
意
味
に
お
け

る
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
私
が
感
官
を
開
け
ば
知
覚
さ
れ
、
閉
じ
れ
ば
知
覚
さ
れ

な
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
前
に
し
て
い
る
」

(MMll)
。
身
体
が
イ
マ
ー
ジ
ュ

で
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
私
は
他
人
の
身
体
を
知
覚
し
、
ま
た
「
私

の
身
体
」
を
知
覚
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
私
の
身
体
が
そ
れ
に
近
づ
く
か
遠
ざ
か
る
か

に
よ
っ
て
、
外
的
諸
対
象
の
大
き
さ
、
形
、
色
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
」

(MM15)
。
ま
た
「
私
の
視
界
が
広
く
な
る
に
応
じ
て
、
私
を
取
り
巻
い

て
い
る
諸
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
よ
り
単
調
な
地
の
上
に
描
か
れ
、
私
に
は
無
関

係
に
な
る
よ
う
に
み
え
る
。
私
が
視
界
を
狭
め
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
、
視

界
の
限
定
す
る
諸
対
象
は
、
私
の
身
体
が
そ
れ
ら
に
触
れ
た
り
そ
れ
ら
を

動
か
し
た
り
す
る
容
易
さ
に
応
じ
て
判
明
に
配
置
さ
れ
る
」

(
i
b
i
d
.
)
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
「
私
の
知
覚
」
は
「
私
の
身
体
」
の
潜
在
的
・
可
能
的

行
動
を
「
影
絵
あ
る
い
は
反
射
影
と
い
っ
た
仕
方
で
」

(MM16)
描
い
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
知
覚
が
そ
の
可
能
的
行
動
を
反
映
し
て
い
る
身
体
と
は

何
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
身
体
は
一
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
私
の
知
覚
」
に
お
い
て
「
私
の
身
体
」
の
可
能
的
行
動
が
反
映

さ
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
私
の
身
体
」
と
は
い
わ
ば
知
覚
の
成
立
を

可
能
に
し
て
い
る
身
体
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
覚
対

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体
と
知
覚
と
の
関
係
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の

よ
う
に
考
え
る
。
求
心
的
神
経
か
ら
神
経
中
枢
を
通
っ
て
遠
心
的
神
経
ヘ

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

象
と
し
て
の
身
体
と
知
覚
を
可
能
に
し
て
い
る
身
体
と
の
区
別
こ
そ
、
心

身
平
行
論
や
付
帯
現
象
説
な
ど
に
対
抗
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
張
す
る
イ

マ
ー
ジ
ュ
論
の
支
柱
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
物
質
と
記
憶
』
第
一
章
の
冒
頭
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
私
の
身
体
」

の
様
相
を
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
正
反
対
の
方
向
に
向
か
う
求
心
的
神

経
と
遠
心
的
神
経
の
連
結
点
に
、
神
経
中
枢
つ
ま
り
脳
が
位
岡
し
、
求
心

的
神
経
か
ら
脳
へ
、
脳
か
ら
遠
心
的
神
経
へ
と
振
動

(ebranlement)
あ

る
い
は
運
動
が
伝
達
さ
れ
る
。
遠
心
的
神
経
へ
と
伝
達
さ
れ
た
振
動
は
最

終
的
に
身
体
の
運
動
と
な
り
、
こ
う
し
た
求
心
的
神
経
と
遠
心
的
神
経
の

複
合
体
が
「
私
の
身
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
私
の
身
体
」
の
含
み
う
る
意
味
の

す
べ
て
が
生
理
学
的
な
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
た
身
体
に
還
元
可
能
だ
と
考

え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
事
実
、
「
こ
こ
で
私
は
、
私
が
私
の
身
体
と
呼
ぶ

こ
の
特
殊
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
構
造
を
、
私
の
も
の
（
私
の
身
体
）
と
類
似

し
た
諸
物
体
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
す
る
」

(MM13)
と
い
う
断
り
を

挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
神
経
複
合
体
と
し
て
の
身
体

と
は
、
「
私
の
身
体
と
類
似
し
た
諸
物
体
」
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
ア
ナ
ロ

ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
「
私
の
身
体
」
の
姿
で
あ
り
、
「
私
の
身
体
」

の
も
ち
う
る
様
相
の
―
つ
、
す
な
わ
ち
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
様
相
に
す
ぎ
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(
E
S
1
9
1ー

と
続
く
神
経
系
は
、
運
動
の
伝
達
を
そ
の
役
割
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

求
心
的
神
経
を
切
断
す
れ
ば
、
運
動
の
流
れ
が
遮
断
さ
れ
る
。
そ
の
一
方

で
、
神
経
の
切
断
に
よ
っ
て
知
覚
が
消
失
す
る
。
つ
ま
り
神
経
の
切
断
と

い
う
―
つ
の
事
象
に
対
し
て
、
運
動
あ
る
い
は
行
動
の
抑
止
と
知
覚
の
消

失
と
い
う
二
つ
の
事
象
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
経
系
の
生
理
学
的

な
働
き
と
知
覚
と
の
あ
い
だ
に
は
或
る
種
の
対
応
関
係
は
あ
っ
て
も
、
知

覚
を
神
経
系
の
生
理
学
的
な
働
き
に
還
元
し
た
り
、
ま
し
て
や
た
だ
ち
に

両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
知
覚
を
神
経
系
か
ら
導
出
で
き
る
と
考
え
る
の
が
心

身
平
行
論
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
心
身
関
係
に
つ
い
て
の
学

説
は
平
行
論
と
付
帯
現
象
説
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
は
最
終
的
に

は
同
じ
内
容
、
「
あ
る
超
人
間
的
知
性
が
あ
り
、
人
間
の
脳
を
構
成
し
て
い

る
原
子
の
往
復
運
動
を
眺
め
、
心
理
1
1
生
理
学
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
の
知
性
は
、
働
い
て
い
る
脳
の
中
に
、
対
応
す
る
意
識
に
お
い
て

起
こ
る
こ
と
の
す
べ
て
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

1
9
2
/
c
f
.
M
M
4
)
と
い
、
つ
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
世
界
の
知
覚
が
脳
内
運
動
か
ら
生
じ
る
と
い
う
心
身
平
行
論

の
立
場
を
と
る
た
め
に
は
、
ま
ず
脳
内
運
動
を
宇
宙
全
体
か
ら
孤
立
さ
せ

て
、
「
そ
れ
自
身
で
自
己
充
足
し
て
い
る
も
の
」

(
M
M
1
9
)
と
看
倣
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
脳
内
運
動
と
い

う
一
対
象
は
、
「
そ
の
物
理
的
諸
特
性
を
他
の
す
べ
て
の
対
象
と
保
っ
て
い

る
諸
関
係
に
負
っ
て
お
り
、
対
象
の
規
定
の
各
々
、
し
た
が
っ
て
対
象
の

存
在
そ
の
も
の
を
、
そ
れ
が
宇
宙
全
体
の
内
で
占
め
る
位
置
に
負
っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
」

(
M
M
1
9
-
2
0
)
。
脳
内
運
動
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
は
「
虚

構」

(
M
M
1
9
)
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
脳
内
運
動
と
い
う
一
イ
マ
ー
ジ

ュ
は
「
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
全
体
と
連
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に

先
立
つ
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
引
き
続
き
、
同
様
に
そ
れ
に
続
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

中
に
連
続
し
て
い
る
」

(
M
M
3
2ー

33)
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
の
意
識
的
知
覚

は
、
こ
の
連
続
を
断
ち
、
特
定
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
孤
立
化
さ
せ
る
こ
と
に

存
す
る
。
脳
内
運
動
は
こ
の
よ
う
に
し
て
孤
立
化
さ
れ
た
一
イ
マ
ー
ジ
ュ

に
す
ぎ
ず
、
よ
っ
て
知
覚
に
そ
の
存
在
の
根
拠
を
負
っ
て
い
る
こ
の
イ

マ
ー
ジ
ュ
が
、
反
対
に
知
覚
自
身
を
条
件
付
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

上
述
し
た
二
つ
の
身
体
の
区
別
に
戻
っ
て
い
え
ば
、
脳
内
運
動
と
は
知
覚

さ
れ
た
身
体
で
あ
り
、
ま
た
、
「
私
の
身
体
と
類
似
し
た
諸
物
体
」
に
つ
い

て
の
考
察
か
ら
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
「
私
の
身
体
」
で
あ

る
。
こ
の
身
体
は
、
平
行
論
の
考
え
る
身
体
と
は
違
っ
て
、
知
覚
を
導
出

し
た
り
条
件
付
け
る
こ
と
は
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
身

体
は
、
い
わ
ば
知
覚
を
可
能
に
す
る
身
体
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
知
覚
対
象
に
「
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
る
輪
郭
」

を
与
え
て
「
諸
物
体
」
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
人
為
的
分
割

で
あ
る

(
M
M
2
2
0
)
。
ま
た
、
物
体
の
不
可
入
性

(impenetrabilite)

と
は
論
理
的
次
元
に
属
す
る
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
物
体
の
固
体

(
1
)
 

性
は
物
質
の
本
性
に
は
属
さ
な
い
。
神
経
複
合
体
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
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た
「
私
の
身
体
」
も
、
「
諸
物
体
」
と
し
て
人
為
的
に
裁
断
さ
れ
知
覚
さ
れ

た
物
体
で
あ
り
、
我
々
が
不
可
入
性
を
観
念
的
に
帯
び
さ
せ
た
物
体
に
す

ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
脳
内
運
動
は
、
一
見
、
こ
の
種
の
物
体
性
に
は
還
元

さ
れ
な
い
身
体
の
存
在
の
仕
方
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、
結
局
こ
の
身
体
も
、
物
体
が
存
在
す
る
仕
方
と
同
じ
仕
方
で
存
在
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
脳
内
運
動
と
は
純
粋
な
運
動
の
体
系
で
は
な
く
依
然
と

し
て
或
る
粒
子
の
運
動
の
体
系
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と

す
る
の
で
は
な
い
。
物
質
が
究
極
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
を

問
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
は
不
毛
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
脳

内
運
動
と
し
て
の
「
私
の
身
体
」
が
物
体
と
し
て
の
存
在
の
意
味
を
超
え

る
こ
と
は
論
理
的
に
い
っ
て
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
私
の
身

体
」
の
存
在
様
態
の
考
察
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
固
体
な
の
か
固

体
で
な
い
の
か
で
は
な
く
、
「
私
の
身
体
」
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
の
か
そ

れ
と
も
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
意
味
を
超
え
る
の
か
に
つ
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
物
質
を
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
定
義
し
た

(MM17)

こ
と
か
ら
み
る
と
、
た
と
え
固
体
的
な
も
の
か
ら
自
由
に
な
っ
た
脳
内
運

動
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
脳
内
運
動
は
依
然
と
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
で

あ
る
。
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
の
う
ち
で
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
限
定
を
遂
行
す
る
特
権
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
前
提
と
す

る
。
こ
の
特
権
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
単
な
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
意
味
を
超

え
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
定
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
限
定
を

行
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
の
区
別
は
、
知
覚
さ
れ
た
身
体
と
知
覚
を
可
能
に
す

る
身
体
と
の
区
別
に
対
応
す
る
。

こ
の
観
点
か
ら
『
試
論
』
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
『
試
論
』
の
身
体
概

念
は
概
し
て
知
覚
対
象
と
し
て
の
身
体
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
意
識
事
象
の
「
強
度
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
誤
謬
が
論

じ
ら
れ
、
そ
の
原
因
の
―
つ
に
身
体
的
要
索
の
介
入
が
指
摘
さ
れ
る
。
怒

り
と
い
う
意
識
状
態
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
そ
の
状
態
そ
の
も
の
の
強
さ
の

増
大
と
は
、
身
体
組
織
の
動
揺
が
深
く
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の

動
揺
を
意
識
は
身
体
組
織
と
関
係
す
る
身
体
表
面
の
数
と
拡
が
り
に
よ
っ

て
容
易
に
計
測
す
る
」

(
D
I
2
2
)

。
「
身
体
表
面
の
数
と
拡
が
り
」
は
、
「
還

元
不
可
能
な
心
的
要
素
」

(
i
b
i
d
.
)

あ
る
い
は
「
観
念
」

(
i
b
i
d
.
)

で
あ
る

と
こ
ろ
の
質
的
な
意
識
事
象
を
量
的
に
表
象
す
る
要
因
と
な
る
量
的
要
索

で
あ
る
。
計
測
さ
れ
る
限
り
で
の
身
体
的
要
索
は
、
『
試
論
』
第
二
章
で
い

え
ば
、
数
的
多
数
性
つ
ま
り
空
間
的
表
象
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
身
体

は
「
内
的
自
我
」
と
外
的
世
界
と
の
接
触
面
を
成
す
が
ゆ
え
に
、
量
的
な

世
界
で
あ
る
外
的
世
界
の
影
響
の
下
に
あ
る
。
身
体
は
、
そ
の
表
面
の
「
数

と
拡
が
り
」
を
数
え
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
自
我
の
外
部

に
属
す
る
も
の
、
つ
ま
り
外
的
憔
界
に
存
在
す
る
事
物
と
同
じ
仕
方
で
知

(
2
)
 

ら
れ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
『
試
論
』
の
身
体
に
対
し
て
、
『
物
質
と
記
憶
』
を
経
た
後

の
『
創
造
的
進
化
』
で
は
別
の
分
析
が
な
さ
れ
る
。
身
体
と
は
何
よ
り
も

ま
ず
有
機
的
身
体
、
生
物
体
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
『
創
造
的

進
化
』
第
一
章
で
な
さ
れ
る
無
機
物
と
生
物
に
つ
い
て
の
分
析
を
身
体
論
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と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

無
機
物
は
わ
れ
わ
れ
に
個
々
の
物
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
知
覚
対
象
と

し
て
与
え
ら
れ
る
。
知
覚
が
人
為
的
分
割
な
ら
ば
、
物
体
と
は
「
人
為
的

な
系
」

(
E
C
2
2
)

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
「
孤
立
し
た
諸
物
体
へ
の
物

質
の
細
分
が
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
関
わ
り
、
諸
々
の
質
点
か
ら
閉
じ
た
系

を
構
成
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
科
学
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
生
物
体
は

自
然
自
身
に
よ
っ
て
孤
立
さ
せ
ら
れ
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」

(
E
C
1
2
)
。

生
物
体
は
「
自
然
的
な
系
」

(
E
C
2
2
)
で
あ
り
、
ま
た
異
質
な
諸
部
分
と
多

様
な
機
能
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
個
体
」
で
あ
る
。
反
対
に
、
ど
こ
を
切
り

取
っ
て
も
等
質
的
な
水
晶
の
塊
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
「
個
体
」
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
議
論
は
、
生
殖
の
過
程
や
多
生
現
象

(polizoYsme)

に
お
い
て
個
体
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
た
だ
ち
に
困

難
に
陥
る
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
様
々
な
困
難
を
あ
ら
か
じ
め
予
想

し
て
い
て
、
「
個
体
」
に
は
無
数
の
段
階
が
あ
り
、
生
物
は
八
個
体
化
の
傾

向
＞
を
も
つ
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
「
個
体
」
の
議
論
に
困
難
を

見
出
す
人
は
、
無
機
的
物
体
に
関
し
て
の
み
当
て
は
ま
る
「
一
か
多
か
」

と
い
う
思
考
法
を
有
機
体
に
つ
い
て
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と

い
っ
て
逆
に
非
難
す
る
。
し
か
し
有
機
体
が
は
じ
め
は
一
で
、
後
に
多
に

な
る
と
し
て
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い

(
E
C
1
4
)
。
な
ぜ
な
ら
、
む
し
ろ
一

性
と
多
性
の
二
重
の
方
向
に
進
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
生
命
の
本
質
に

由
来
す
る
か
ら
で
あ
る

(
E
C
2
6
1
)
。

生
物
体
に
つ
い
て
の
以
上
の
議
論
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
論
に
合
致

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
肯
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
『
物
質
と
記
憶
』
の
身
体
論
と
の
関
係
で
捉
え
直
せ
ば
、
こ
の
説
明

は
依
然
と
し
て
一
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
生
物
体
の
構
造
の
分
析
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
い
わ
ば
消
極
的
説
明
で
あ
り
、

そ
の
内
実
は
、
生
物
体
は
単
な
る
無
機
物
の
構
造
に
は
比
較
し
え
な
い
独

自
の
構
造
を
し
て
お
り
、
無
機
物
を
扱
う
際
の
「
一
か
多
か
」
と
い
う
思

考
法
で
は
そ
れ
を
解
明
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
に
等

し
い
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
諸
部
分
の
異
質
性
に
よ
る
生
物
体

の
定
義
は
、
「
観
察
可
能
な
存
在
」

(
E
C
1
5
)

で
あ
る
限
り
で
の
生
物
体
に

つ
い
て
の
「
外
的
」
知
覚
に
基
づ
い
た
説
明
で
あ
る
。
外
的
観
察
は
、
生

物
体
を
神
経
系
に
お
け
る
物
理
・
化
学
的
現
象
の
総
体
に
還
元
し
て
し
ま

う
こ
と
に
通
じ
る
。
要
す
る
に
、
知
覚
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
生

物
体
あ
る
い
は
身
体
の
様
相
と
は
単
な
る
物
体
の
様
相
に
ほ
か
な
ら
な

、。生
物
体
が
「
自
然
的
な
系
」
を
構
成
す
る
理
由
は
別
に
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
無
機
的
な
諸
物
体
は
自
然
と
い
う
生
地
の
上
で
知
覚
に
よ
っ
て
裁

断
さ
れ
、
知
覚
の
は
さ
み
は
い
わ
ば
行
動
が
通
過
す
る
点
線
を
辿
る
、
と

わ
れ
わ
れ
は
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
動
を
遂
行
す
る
物
体
、
現
実
の

行
動
を
為
す
前
に
、
す
で
に
そ
の
潜
在
的
行
動
の
索
描
を
物
質
に
対
し
て

投
射
す
る
物
体
、
実
在
の
流
れ
に
そ
の
感
覚
器
官
を
向
け
て
、
実
在
を
一

定
の
形
態
に
結
晶
化
さ
せ
、
こ
う
し
て
他
の
す
べ
て
の
物
体
を
創
造
す
る

物
体
、
す
な
わ
ち
生
物
体
は
他
の
物
体
の
よ
う
な
物
体
だ
ろ
う
か
」

(
E
C
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12)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
述
に
忠
実
に
し
た
が
え
ば
、
生
物
体
あ
る
い
は
身

体
は
、
知
覚
の
主
体
、
行
動
の
主
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
無
機
的
物

体
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物
体
と
は
「
個
々
の
意
識
に
与
え
ら

れ
た
、
行
為
に
よ
っ
て
自
己
現
出
す
る
能
力
」

(MM221)
が
要
求
す
る

物
質
的
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
系
が
閉
じ
て
い
る
の
は
行
為
の
源
泉
だ
か
ら

で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
「
私
の
身
体
」
は

ま
ず
神
経
複
合
体
と
し
て
理
解
さ
れ
、
求
心
的
あ
る
い
は
遠
心
的
神
経
の

役
割
は
運
動
の
伝
達
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
身
体
の
様
相
は
物
体
あ

る
い
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体
の
様
相
で
あ
る
。
単
な
る
物
体
と
い

う
意
味
を
超
え
た
身
体
の
存
在
様
態
は
ま
ず
、
運
動
の
返
し
方
を
選
択
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(para1tre
choisir)

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
「
私
の

身
体
」
が
他
の
諸
物
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る

(cf. 
MM14)
。
選
択
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
控
え
め
な
記
述
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
物
体
的
身
体
か
ら
非
物
体
的
身
体
へ

の
移
行
の
局
面
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
或
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
二
つ
の
異
な
っ
た
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
に
同
時
に
属
し
う
る

(MM20-21)
。
宇
宙
と
い
う
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
と
宇
宙
の
知
覚
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
で
あ
る
。

行
動
の
中
心
と
し
て
の
身
体

前
者
の
体
系
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
各
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
原
因
が
結
果

に
等
し
い
と
い
う
仕
方
で
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
。
自
然
法
則
に
支
配

さ
れ
る
こ
の
体
系
は
科
学
の
領
域
に
属
す
る
と
い
え
る
。
一
方
、
後
者
の

体
系
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
或
る
特
権
的

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
付
き
従
う

(regler
sur)
。
特
権
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
か
す

か
な
変
化
に
よ
っ
て
す
ら
、
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
す
べ
て
が
変
化
す
る
。

こ
の
特
権
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
中
心
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
「
私
の
身
体
」
で
あ

る
。
さ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
私
の
身
体
」
も
こ
れ

ら
二
つ
の
異
な
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
に
同
時
に
属
し
う
る
は
ず
で
あ

る
。
前
者
の
体
系
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
「
私
の
身
体
」
は
他
の
諸
イ

マ
ー
ジ
ュ
と
同
様
に
自
然
法
則
に
従
う
。
諸
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
間
の
相
互
作

用
は
「
必
然
的
作
用
」

(MM15)
で
あ
り
、
「
私
の
身
体
」
も
そ
の
よ
う

な
「
必
然
性
」

(MM33)
の
中
で
作
用
し
反
作
用
す
る
。
神
経
複
合
体
あ

る
い
は
脳
内
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
「
私
の
身
体
」
は
、
宇
宙
と
い
う

体
系
に
属
す
る
何
の
変
哲
も
な
い
一
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
し
か
な
い
。
一
方
、

後
者
の
体
系
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
「
私
の
身
体
」
は
特
権
的
イ
マ
ー

ジ
ュ
で
あ
り
、
中
心
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
「
特
権
的
」
あ
る
い
は
「
中

心
的
」
と
い
う
意
味
を
過
小
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
宇
宙
の

知
覚
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
そ
の
も
の
が
「
私
の
身
体
」
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
え
る
ほ
ど
に
ま
で
、
「
私
の
身
体
」
は
「
特
権

的
」
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
私
の
身
体
」
は
そ
の
比
類
な
き
特
権
性
に

よ
っ
て
こ
の
第
二
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
を
開
く
の
で
あ
る
。
「
私
の
身
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d'action) 

体
」
の
こ
の
様
相
が
、
先
に
我
々
が
知
覚
を
可
能
に
す
る
身
体
と
仮
に
述

べ
て
お
い
た
身
体
の
様
相
で
あ
る
。

宇
宙
に
つ
い
て
の
「
私
の
知
覚
」
は
「
私
の
身
体
」
の
可
能
的
行
動
を

反
映
す
る
。
反
対
に
、
宇
宙
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
に
属
す
る
諸
イ

マ
ー
ジ
ュ
間
の
相
互
作
用
は
「
必
然
的
作
用
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
諸
イ

マ
ー
ジ
ュ
は
あ
ら
か
じ
め
可
能
な
作
用
を
索
描
し
選
択
す
る
必
要
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
の
身
体
」
が
可
能
的
行
動
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、

「
私
の
身
体
」
の
み
が
「
必
然
的
作
用
」
で
は
な
く
「
現
実
的
か
つ
新
し

い
作
用
（
行
動
）
（
action
reelle et nouvelle)
」（

MM14)
を
遂
行
し

う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
私
の
身
体
」
の
介
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
宇
宙

に
本
当
に
新
し
い
も
の
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る

(MM12)
。

換
言
す
れ
ば
、
「
私
の
身
体
は
、
諸
物
体
を
動
か
す

(
m
o
u
v
o
i
r
d
e
s
 

objets)

よ
う
に
定
め
ら
れ
た
物
体
と
し
て
、
行
動
の
中
心

(centre

で
あ
る
」

(MM14)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
と
い
う
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
中
心
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
存
在
せ
ず
、
各
イ

マ
ー
ジ
ュ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
絶
対
的
価
値
」

(MM21)
を
有
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
体
系
に
運
動
が
存
在
し
た
と
し
て
も
一
方
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
他
方
を

「
動
か
す
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
他
の
諸
物
体
を
真
の
意
味
で
「
動

か
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
行
動
の
中
心
」
あ
る
い
は
「
行
動
の
源
泉
」

(MM63)
と
し
て
の
「
私
の
身
体
」
の
み
で
あ
る
。

「
私
の
身
体
」
は
そ
の
可
能
的
行
動
を
「
私
の
知
覚
」
と
し
て
他
の
諸

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
反
映
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
私
の
身
体
」
が
他
の
諸

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
「
現
実
的
か
つ
新
し
い
行
動
」
を
為
し
う
る
こ
と
、
「
私
の

身
体
」
が
他
の
諸
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
「
動
か
し
」
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「
私
の
身
体
」
自
身
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
自

ら
動
く

(se
m
o
u
v
o
i
r
)
」（

MM44)
と
い
う
「
運
動
的
活
動
性

(activite

motrice)
」（

M
M
4
3
et 
suiv.)
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
知
覚
の

真
の
存
在
理
由

(raison
d
'
~
t
r
e
)

は
、
「
自
ら
動
く
」
と
い
う
身
体
の
傾

向
に
存
す
る
の
で
あ
る

(MM44)
。

情
感
の
座
と
し
て
の
身
体

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
の
非
物
体
的
な
「
私
の
身
体
」
を
ど
の
よ
う
に
し

て
知
る
の
か
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
知
覚
す
る
知
り
方
は
す
で
に
却
下
さ

れ
た
。
知
覚
と
い
う
知
り
方
は
「
外
か
ら
の

(
d
u
dehors)
」（

MMll)

知
り
方
で
あ
り
、
「
表
層
的
に

(a
s
a
 surface)
」（

MM63)
知
る
こ
と

で
あ
り
、
「
私
の
身
体
」
の
「
表
層
的
な
皮
膜

(pellicule
superficielle)
」

(ibid.)

を
知
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
他
の
イ

マ
ー
ジ
ュ
か
ら
「
私
の
身
体
」
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
知
り
方
の
特

巽
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
「
私
の
身
体
」
を
知
覚
に
よ
っ

て
外
か
ら
知
る
の
み
な
ら
ず
、
情
感

(affection)

に
よ
っ
て
「
内
か
ら

(du d
e
d
a
n
s
)
」
（
マ
I

マ
111)
ふ
3

知
る
。

で
は
「
私
の
身
体
」
を
情
感
に
よ
っ
て
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
覚
と
情
感
と
の
本
性
の
差
異
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
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る

(MM56,
59, etc.)
。
い
く
つ
か
の
比
喩
的
表
現
に
は
固
執
せ
ず
、
両

者
の
差
異
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
知
覚
は
身
体
の

可
能
的
行
動
を
示
す
の
に
対
し
て
、
情
感
は
身
体
の
現
実
的
行
動
(action

reelle)
を
示
す

(cf.
MM58)
。
第
二
に
、
知
覚
は
身
体
の
外
部
に
位
臨

付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
情
感
は
身
体
の
内
部
も
し
く
は
表
面
に
局
在

す
る

(ibid.)
。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
知
覚
と
情
感
の
差
異
を
示
す
た

め
に
、
知
覚
か
ら
情
感
に
移
行
す
る
瞬
間
が
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
「
剌

激
を
徐
々
に
増
大
さ
せ
る
と
知
覚
が
痛
み
に
変
容
す
る
こ
と
に
は
異
論
の

余
地
は
な
い
。
が
、
変
容
が
明
確
な
あ
る
瞬
間
に
生
じ
る
こ
と
も
確
か
で

あ
る
」

(MM55)
。
と
こ
ろ
で
、
知
覚
と
情
感
と
の
差
異
に
つ
い
て
の
こ

う
し
た
説
明
は
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
見
、
情
感
を
ま
っ

た
＜
欠
い
た
知
覚
か
ら
情
感
的
感
覚
へ
と
、
す
な
わ
ち
可
能
的
行
動
か
ら

現
実
的
行
動
へ
と
我
々
は
移
行
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
知
覚

に
お
い
て
描
か
れ
る
可
能
的
行
動
と
情
感
の
示
す
現
実
的
行
動
と
の
差
異

は
、
行
動
の
表
象
と
行
動
そ
の
も
の
と
の
差
異
の
よ
う
に
み
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
身
体
の
可
能
的
行
動
は
行
動
の
表
象
で
は
な
い
。
知
覚
に
お
い
て
、

身
体
は
身
体
自
身
の
も
つ
「
運
動
的
活
動
性
」
す
な
わ
ち
「
自
ら
動
く
傾

向
」
を
可
能
的
・
潜
在
的
行
動
と
し
て
対
象
に
反
映
し
あ
る
い
は
描
い
て

い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
知
覚
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
「
運
動
的
活
動

性
」
が
現
に
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
知
党
に
お
い
て

は
「
運
動
的
活
動
性
」
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
情
感
に
お

い
て
は
、
身
体
の
も
つ
そ
の
「
運
動
的
活
動
性
」
す
な
わ
ち
「
自
ら
動
く

傾
向
」
が
現
実
的
行
動
つ
ま
り
現
に
働
き
つ
つ
あ
る
行
動
と
し
て
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
身
体
の
「
運
動
的
活
動
性
」
は
情
感
に
よ
っ

て
「
内
か
ら
」
直
接
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
を
、
『
試
論
』
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
快
感
や
痛
み
が
、

通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
身
体
組
織
の
中
で
起
こ
っ
た
ば
か
り
の

こ
と
や
起
こ
る
こ
と
の
み
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
生
じ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
、
起
こ
り
つ
つ
あ
る
(tendre
a
 se passer)
こ
と
も
ま
た
示
さ

な
い
か
ど
う
か
」

(
D
I
2
5
)

と
問
う
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、

情
感
的
感
覚
は
「
完
了
し
た

(avoir
ete)
」
身
体
的
運
動
に
対
応
す
る

の
で
は
な
く
、
「
生
じ
つ
つ
あ
る

(se
preparer)

運
動
」
に
対
応
す
る

(ibid.)
。
こ
の
こ
と
は
、
情
感
的
感
覚
が
身
体
的
運
動
の
「
意
識
的
表
出

(
e
x
p
r
e笏
i
o
n
c
o
n
s
c
i
e
n
t
e
)

」
（D
I
2
4
)
~る
い

は

「

内

的

反

響

(retentissement i
n
t
e
m
e
)
」（
ibid.)
、
す
な
わ
ち
身
体
的
運
動
の
「
翻

訳

(traduction)
」（
D
I
2
6
)

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
し

か
に
、
知
覚
に
お
い
て
描
か
れ
る
「
私
の
身
体
」
の
可
能
的
あ
る
い
は
潜

在
的
行
動
は
、
す
で
に
過
去
に
な
っ
た
運
動
、
す
な
わ
ち
行
動
の
翻
訳
や

表
象
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
知
覚
に
お
い
て
描
か
れ
る
可
能

的
行
動
は
身
体
の
も
つ
「
運
動
的
活
動
性
」
の
何
も
の
か
を
保
持
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
私
の
身
体
」
の
「
運
動
的
活
動
性
」
は
何

よ
り
ま
ず
情
感
に
よ
っ
て
「
内
か
ら
」
知
ら
れ
る
。

私
は
「
私
の
身
体
」
の
も
つ
「
自
ら
動
く
傾
向
」
を
情
感
に
よ
っ
て
「
内

か
ら
」
知
る
。
否
、
む
し
ろ
、
「
自
ら
動
く
」
こ
と
と
情
感
に
よ
っ
て
そ
れ
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わ
れ
わ
れ
は
情
感
の
示
す
身
体
の
現
実
的
行
動
に
お
い
て
、
身
体
の
も

四 を
「
内
か
ら
」
知
る
こ
と
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
私
の
身
体
」
が
中
心
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
な
る
の
は
、
行
動
を
為
し
情
感

を
感
じ
る
と
い
う
身
体
の
「
二
重
の
機
能
(
d
o
u
b
l
e
faculte)
」（

MM62)

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
身
体
が
行
動
を
為
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
現
実
的
か

つ
新
し
い
行
動
」
を
為
す
こ
と
、
他
の
諸
物
体
を
「
動
か
す
」
こ
と
は
、

身
体
が
「
自
ら
動
く
」
こ
と
を
前
提
す
る
。
そ
し
て
「
自
ら
動
く
」
た
め

に
は
、
身
体
が
「
自
ら
動
く
」
身
体
自
身
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
知
覚
に
よ
っ
て
「
外
か
ら
」
知
る
の
で
は
な
く
、
情
感
に
よ
っ

て
「
内
か
ら
」
あ
る
い
は
「
深
み
に
お
い
て

(
d
a
n
s
ses p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
s
)
」

(MM63)
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
の
も
つ
「
ニ

(ibid.) 

重
の
機
能
」
つ
ま
り
「
感
覚
II
運
動
能
力
(
p
o
u
v
o
i
r
sensori'moteur)
」

、
、
、

(ibid.)
と
は
、
「
情
感
の
座
で
あ
る
と
同
時
に
行
動
の
源
泉
」
（
強
調
筆
者
）

で
あ
る
と
い
う
意
味
で
不
可
分
な
一
対
の
機
能
と
し
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
痛
み
と
は
「
あ
る
―
つ
の

感
覚
神
経
に
お
け
る
一
種
の
運
動
的
傾
向
(
t
e
n
d
a
n
c
e
m
o
t
r
i
c
e
)
」（

M
M

5
6
)で
あ
り
、
「
局
部
的
な
努
力
で
あ
る(
~
t
r
e
u
n
 effort local)
」（
ibid.)

と
さ
れ
た
と
き
、
情
感
と
行
動
と
の
こ
の
不
可
分
性
あ
る
い
は
む
し
ろ
不

可
弁
別
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

身
体
と
現
在

っ
「
自
ら
動
く
傾
向
」
あ
る
い
は
「
運
動
的
活
動
性
」
の
現
れ
を
見
出
し

た
。
そ
れ
は
、
情
感
に
お
い
て
「
運
動
的
活
動
性
」
が
意
識
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
運
動
的
活
動
性
」
の
意
識
と
は
す
な
わ
ち

「
私
の
身
体
」
の
意
識
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
私
の
身
体
」

の
意
識
に
「
私
の
現
在
」
は
依
拠
す
る
。
「
私
の
現
在
」
と
「
運
動
的
活
動

性
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

『
物
質
と
記
憶
』
第
三
章
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
現
在
を
定
義
す
る
。
数
学

的
瞬
間
で
は
な
く
、
「
現
実
的
、
具
体
的
、
生
き
ら
れ
る
現
在
、
私
が
私
の

現
在
の
知
覚
に
つ
い
て
語
る
と
き
私
が
語
っ
て
い
る
現
在
」

(MM152)

で
あ
る
限
り
で
の
「
私
の
現
在
」
と
は
、
「
私
が
私
の
身
体
に
つ
い
て
も
つ

意
識
」

(MM153)
に
存
す
る
。
「
私
の
身
体
」
は
「
感
覚
と
運
動
が
結
合

し
た
体
系
」

(ibid.)
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
感
覚
と
は
「
直

前
の
過
去

(passe
imrnediat)
」（
ibid.)

で
あ
り
、
運
動
と
は
「
直
後

の
未
米

(avenir
imrnediat)
」（
ibid.)
だ
か
ら
、
「
私
の
現
在
」
は
「
直

前
の
過
去
の
知
覚

(perception
d
u
 p
a
s
s
e
 
i
m
m
e
d
i
a
t
)
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
直
後
の
未
来
の
決
定

(
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
 
l'avenir 
i
m
 ,
 

m
e
d
i
a
t
)
」
で
あ
る

(ibid.)
。

「
直
前
の
過
去
」
と
は
「
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て

(en
tant q
u
e
 

p
e
r
~
u
)

」
感
覚
で
あ
る
(
i
b
i
d
.
)

。
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
私
が
「
直
前
の

過
去
」
を
知
覚
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
と

同
義
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
こ
で
の
感
覚
は
、
「
要
索
的
振
動
の
非
常
に
長

い
継
起
」
を
「
翻
訳
す
る
」
と
い
う
限
り
に
お
け
る
感
覚
で
あ
る

(ibid.)
。
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感
覚
に
お
け
る
「
翻
訳
」
は
、
「
収
縮

(contraction)
」（

MM74)
と
し

(
3
)
 

て
の
記
憶
力
が
、
我
々
の
知
覚
に
感
覚
質
(qualite
sensible)
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
私
の
現
在
」
は
「
直

前
の
過
去
の
知
覚
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
直
後
の
未
来
の
決
定
」
で
あ
る

と
は
い
え
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
私
の
現
在
」
の
大
部
分
は
「
直
前

の
過
去
」
に
存
す
る

(MM166)
。

こ
こ
で
―
つ
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
「
私
の
現
在
」
は
「
私
が

私
の
身
体
に
つ
い
て
も
つ
意
識
」
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
私
が
私
の

身
体
に
つ
い
て
も
つ
意
識
」
も
、
そ
の
大
部
分
は
「
直
前
の
過
去
」
に
存

す
る
と
い
え
る
。
「
直
前
の
過
去
」
は
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
感
覚
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
「
私
の
身
体
」

と
は
、
感
覚
質
を
伴
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
こ
の
身
体
は
「
我
々
の
表
象
の
変
わ
ら
ず
に
再

生
す
る
部
分
」

(MM168)
あ
る
い
は
「
常
に
現
在
で
あ
る
部
分
」

(ibid.)

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
」

(MM154)
と
し
て

の
物
質
と
同
じ
水
準
に
あ
る
。
身
体
は
「
我
々
の
存
在
の
物
質
性
そ
の
も

)」（
ibid.)
を
露
呈
す

の

(
m
a
t
e
n
a
l
i
t
e
m
e
m
e
 d
e
 n
o
t
r
e
 existence 

る
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
身
体
の
物
質
性
と
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身

体
の
こ
と
で
あ
り
、
「
行
動
の
中
心
」
と
し
て
の
身
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
私
の
身
体
」
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
過
ぎ
去
っ

た
ば
か
り
の
部
分
」

(MM168)
と
い
う
特
殊
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る

に
せ
よ
、
や
は
り
或
る
種
の
過
去
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
私
の

現
在
」
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
身
体
と
は
身
体
の
「
運
動
的
活
動
性
」
の

残
滓
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

あ
り
、 ベ

ル
ク
ソ
ン
は
た
し
か
に
、
「
私
の
現
在
」
の
大
部
分
が
「
直
前
の
過
去
」

す
な
わ
ち
知
覚
さ
れ
る
感
覚
質
に
存
す
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
「
直
前
の

過
去
」
は
、
ま
さ
に
直
前
の
過
去
性
と
し
て
、
我
々
に
は
「
直
後
の
未
来
」

と
同
時
に
意
識
さ
れ
る
。
ま
た
、
感
覚
は
運
動
と
と
も
に
「
不
可
分
の
全

体」

(MM153)
を
成
し
、
「
私
が
私
の
身
体
に
つ
い
て
も
つ
意
識
」
と
は

そ
の
「
不
可
分
の
全
体
」
に
お
い
て
感
党
と
運
動
と
が
私
に
と
っ
て
同
時

に
与
え
ら
れ
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
程
の
我
々
の
仮
説
、

「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
「
私
の
身
体
」
と
は
感
覚
質
を
伴
っ

た
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
と
す
る
仮
説
は
、
感
覚
と
運
動
と

の
こ
う
し
た
不
可
分
性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
身
体
は
「
常
に
現
在
で
あ
る
部
分
」
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
」
と
し
て
の
物
質
と
同
じ

規
定
を
受
け
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
物
質
的
世
界
は
生
成
に
対
し
て

(
4
)
 

知
覚
の
切
り
取
る
瞬
間
的
切
断
面
で
あ
り
、
身
体
は
そ
の
同
じ
切
断
面
の

中
心
を
占
め
る

(MMSl,154)
。
し
か
し
、
身
体
が
切
断
面
の
中
心
を
占

め
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
自
身
が
瞬
間
的
切
断
面
を
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に

形
成
す
る

(constituer)

(MM168)
と
い
う
意
味
に
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
身
体
は
単
に
「
常
に
現
在
で
あ
る
部
分
」
で
は
な
く
、
現
在

で
あ
る
こ
と
す
な
わ
ち
物
質
性
を
常
に
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
当
の
も
の
で

か
つ
、
自
ら
も
物
質
性
の
何
も
の
か
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
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感
覚
と
運
動
が
「
不
可
分
の
全
体
」
を
成
し
、
意
識
に
対
し
て
同
時
に

与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
身

体
に
つ
い
て
の
意
識
と
は
、
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
「
情
感
の
座

で
あ
る
と
同
時
に
行
動
の
源
泉
」

(MM43)
と
い
う
不
可
分
な
一
対
の
機

能
を
保
持
し
た
身
体
の
意
識
だ
ろ
う
。
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
、
身
体
の

「
運
動
的
活
動
性
」
は
（
情
感
的
）
感
党
に
よ
っ
て
「
内
か
ら
」
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
て
、
仮
説
を
論
駁
し
よ
う
。
も
し
、
感
覚
質
を
イ
マ
ー
ジ
ュ

に
備
わ
っ
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
意
識
さ
れ

る
「
私
の
身
体
」
と
は
感
覚
質
を
伴
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
身
体
で

あ
る
と
す
る
仮
説
が
立
ち
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
感
覚
質
と
は
「
収
縮
」

す
る
記
憶
力
の
働
き
に
よ
っ
て
生
ず
る
知
覚
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
主
観
的
側
面

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
記
憶
力
の
働
き
は
、
知
覚
の
主
観
的
側
面
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
、
当
初
「
純
粋
知
覚
」
か
ら
取
り
除
か
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
「
現
在
に
没
入
し
」

(MM31)
、
「
物
質
に
つ
い
て
の
直
接
的
で
あ
る

と
同
時
に
瞬
間
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
得
る
」

(ibid.)
と
い
わ
れ
た
「
純
粋

知
覚
」
は
、
後
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
知
覚
は
、
ど
ん
な
に
速
い
も
の
と

想
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
は
持
続
の
あ
る
原
み
を
占
め
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
継
起
的
な
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
諸
事
物
の
現
実
の
諸
瞬
間
で

は
な
く
、
（
…
）
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
諸
瞬
間
で
あ
る
」

(MM72)
と
捉

え
直
さ
れ
る
。
意
識
の
瞬
間
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
「
純
粋
知
覚
」
は
す

で
に
「
生
彩
豊
か
な

(pittoresque)
」（

MM2,73)
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ

り
、
そ
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
こ
の
異
質
性
を
生
じ
さ
せ
る
の
が
「
収
縮
」

す
る
記
憶
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
質
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
む
し
ろ
感
覚
質
を
生
じ
さ
せ
る
「
収
縮
」
す
る
記
憶
力
の
働
き
が

知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

記
憶
力
が
一
般
に
主
観
性
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
「
収
縮
」
す
る
記
憶
力

も
或
る
種
の
主
観
性
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
主
観
性
は
、
過
去
の
出

来
事
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
思
い
出
す
記
憶
力
に
固
有
の
主
観
性
で
は
な

く
、
「
意
識
の
瞬
間
」
が
必
ず
「
持
続
の
或
る
厚
み
」
を
占
め
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
「
私
の
現
在
」
が
決
し
て
数
学
的
瞬
間
と
は
一
致
せ
ず
常
に

「
持
続
の
或
る
厚
み
」
を
占
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
主
観
性
で
あ

る
。
「
私
の
現
在
」
が
「
私
が
私
の
身
体
に
つ
い
て
も
つ
意
識
」
に
存
す
る

な
ら
ば
、
持
続
す
る
「
私
の
現
在
」
を
可
能
に
す
る
「
収
縮
」
す
る
記
憶

カ
の
主
観
性
は
「
私
の
身
体
」
に
内
属
す
る
主
観
性
だ
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
主
観
性
は
感
覚
質
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

を
「
内
か
ら
」
知
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
感
覚
II
運
動
的
」
身
体
は
ど
の
よ
う
な
主
観
性
を
導
入
す
る
だ

ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
直
後
の
未
来
と
は
自
己
決
定
す
る
限

り
に
お
い
て

(en
tant q
u
e
 se d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
)
行
動
あ
る
い
は
運
動
で

あ
る
」

(MM153)
。
「
私
の
現
在
」
に
お
い
て
、
私
の
「
直
後
の
未
来
」

は
自
己
決
定
性
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
「
私
の
身
体
」

が
運
動
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
身
体
の
運
動

そ
の
も
の
が
自
己
決
定
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
(
…
)
私
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五
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
或
る
箇
所
で
、
知
覚
を
身
体
の
「
運
動
的
活
動
性
」

の
現
在
は
感
覚
で
あ
り
同
時
に
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
現
在
は
不
可

分
の
全
体
を
成
す
か
ら
、
こ
の
運
動
は
こ
の
感
覚
に
由
来
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
こ
の
運
動
は
こ
の
感
覚
を
行
動
へ
と
引
き
延
ば
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

(ibid.)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
運
動
は
、

感
覚
に
「
由
来
す
る
」
一
方
で
、
感
党
を
行
動
へ
と
導
く
当
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
一
見
奇
妙
に
も
み
え
る
事
態
の
う
ち
に
、
我
々
は
身
体
の
運
動

の
自
己
決
定
性
す
な
わ
ち
「
自
ら
動
く
」
身
体
の
卓
越
し
た
力
を
見
る
こ

身
体
と
習
慣

身
体
の
「
運
動
的
活
動
性
」
の
内
実
は
、
身
体
が
「
自
ら
動
く
」
と
い

う
こ
と
、
身
体
が
自
己
決
定
性
を
伴
っ
て
運
動
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
身
体
は
「
意
志
の
非
決
定
性

(indetermination
d
u
 vouloir)
」

(MM39 et 
suiv.)

の
象
徴
で
あ
り
、
身
体
と
は
「
自
由
」

(MM34)

の
同
義
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
の
運
動
は
単
な
る
自
動
性
で
は

な
く
、
意
志
的
な
何
も
の
か
、
あ
る
い
は
自
由
の
何
も
の
か
を
保
持
し
た

運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
的
運
動
が
意
志
的
だ
と
い
う
場
合
、
そ
の
八

意
志
V
は
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
こ
の
問
題
を
、
習
慣
と
身
体
的
運
動
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る

こ
と
に
す
る
。

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
問
い
と
看
倣
し
て
い
る

(MM43)
。
そ
こ
か
ら
、

問
い
が
提
起
さ
れ
る
度
ご
と
に
、
身
体
は
そ
の
「
自
ら
動
く
傾
向
」
に
よ
っ

て
「
現
実
的
か
つ
新
し
い
行
動
」
を
遂
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
問
い
に
対
す
る
一
定
の
解
答
を
身
体
が
準
備
し
て
お
い
た
と
き

に
は
、
身
体
の
為
す
行
動
は
「
現
実
的
か
つ
新
し
い
行
動
」
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
習
慣
の
確
立
と
は
こ
の
事
態
を
意
味
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考

え
で
は
、
「
す
っ
か
り
準
備
さ
れ
た
解
答
」
は
問
い
を
不
要
に
す
る
が
ゆ
え

に
習
慣
は
知
覚
を
減
退
さ
せ
る

(MM43,
cf. MMlOO)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

こ
の
考
え
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
な
ら
ば
、
知
覚
の
減
退
は
「
運
動
的
活

動
性
」
の
減
退
あ
る
い
は
硬
直
化
を
意
味
し
、
結
局
、
習
慣
の
形
成
は
身

体
の
「
運
動
的
活
動
性
」
の
対
極
に
位
箇
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
身
体
が
「
非
決
定
性
の
中
心
」

(MM33,36,65|
 

66)
で
あ

り
、
「
意
志
の
非
決
定
性
」
の
象
徴
と
看
倣
さ
れ
、
「
自
由
」
と
の
同
義
性

に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
は
、
身
体
が
あ
ら
ゆ
る
習
慣
化
か
ら
免
れ
て
い
る

限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
習
慣
は
一
般
に
、
八
一
定
の
剌
激
に
対
し
て
一
定
の
反
応

を
自
動
的
に
為
す
メ
カ
ニ
ス
ム
を
反
復
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
V
と
定

義
可
能
だ
ろ
う
。
我
々
の
考
え
で
は
、
こ
の
定
義
は
少
な
く
と
も
二
つ
の

面
で
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
身
体
論
が
そ
れ
ら

に
対
し
て
解
答
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
定
の
剌
激
に
対
す

る
一
定
の
反
応
を
身
体
が
為
す
と
い
っ
た
と
き
、
異
な
る
瞬
間
、
異
な
る

状
況
に
お
い
て
受
け
取
る
剌
激
、
し
た
が
っ
て
＾
異
な
る
剌
激
＞
を
身
体
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が
八
同
じ
剌
激
＞
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
仕
組

み
は
一
体
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
第
二
に
、
一
連
の
メ
カ
ニ
ス
ム
が
反

復
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
い
っ
た
と
き
、
獲
得
の
た
め
の
個
々
の
反
復

は
そ
れ
ぞ
れ
八
異
な
る
も
の
V
を
反
復
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
反
対
に
八
同
じ
も
の
V
を
反
復
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
習
慣
は
最

初
の
刺
激
と
同
時
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
反
復
は
無
意
味
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
八
異
な
る
も
の
V
の
枚
挙
が
な
ぜ
一
定

の
メ
カ
ニ
ス
ム
の
形
成
へ
と
収
倣
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
の
問
題
に
対
す
る
解
答
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
習
慣
と
行
動

の
関
係
は
一
般
性
と
思
考
の
関
係
に
箇
換
可
能
で
あ
る

(
M
M
1
7
3
)

。
す

な
わ
ち
、
習
慣
と
は
、
行
動
の
次
元
に
お
け
る
一
般
性
の
認
識
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
認
識
は
、
ま
ず
「
個
別
的
な
も
の

(l'individuel)
」
を
知
覚

し
、
次
に
そ
こ
に
分
有
さ
れ
て
い
る
諸
性
質
を
抽
出
す
る
と
い
っ
た
や
り

(
5
)
 

方
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
身
体
の
有
す
る
傾
向
や
欲
求
に
従
っ
て
類

似
や
諸
性
質
へ
と
「
真
っ
直
ぐ
に
」

(
M
M
1
7
6
)

向
か
う
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
何
ら
「
心
理
的
性
質
の
努
力
」

(
M
M
1
7
7
)

も
介
さ
ず
に
、

或
る
意
味
で
「
全
く
物
理
的
な
法
則
」

(ibid.)
に
従
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

こ
こ
で
は
個
々
の
刺
激
の
個
別
性
や
差
異
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
習
慣

は
八
異
な
る
刺
激
V
の
知
覚
か
ら
出
発
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の

m
o
t
e
u
r
)」

第
二
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
「
運
動
図
式

(
s
c
h
e
m
e

(
6
)
 

(
M
M
1
2
1
,
1
2
7
,
1
2
9
,
1
4
0
)

論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言

で
あ
る
。

語
の
習
得
の
例
を
引
い
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
理
解

と
は
、
記
憶
の
中
に
言
葉
の
聴
覚
的
記
憶
を
蓄
え
、
聴
覚
に
与
え
ら
れ
た

音
の
印
象
を
そ
の
う
ち
の
適
切
な
記
憶
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
音
の
印
象
が
ま
ず
雑
音

(bruit)
と
し
て
与
え
ら
れ
る

な
ら
ば
、
膨
大
な
聴
覚
的
記
憶
の
中
か
ら
な
ぜ
こ
の
雑
音
と
結
び
つ
く
特

定
の
記
憶
が
選
択
さ
れ
る
の
か
説
明
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
最

初
に
雑
音
と
し
て
与
え
ら
れ
る
印
象
は
、
何
度
反
復
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
雑

音
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
「
も
し
知
覚
さ
れ
る
音
が
す
で
に
分
離
さ
れ
、
区

別
さ
れ
、
結
局
音
節
と
語

(
m
o
t
)
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ

ば
‘
ど
う
し
て
そ
れ
ら
は
記
憶
力
に
語
り
か
け
、
ど
う
し
て
聴
覚
的
イ
マ
ー

ジ
ュ
の
倉
庫
で
そ
の
う
え
に
取
り
つ
く
も
の
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
か
」

(
M
M
1
2
0
)

。
耳
は
単
に
雑
音
を
聴
く
の
で
は
な
く
、
す
で
に
語
を
聴
き
分

け
る
の
で
あ
る

(ibid.)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
音
の
印
象
は
我
々
に
対
し
て
、

「
聴
こ
え
た
旬
を
音
節
に
区
切
り
、
そ
の
主
要
な
分
節
を
際
立
た
せ
る
こ

と
が
で
き
る
生
ま
れ
か
け
の
運
動
」

(
M
M
1
2
1
)

を
組
織
す
る
。
こ
の
運

動
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
聞
こ
え
る
発
話
の
「
運
動
図
式
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
運
動
図
式
」
は
「
潜
在
的
分
解

(
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
virtuelle)
」（
M

M

1
2
2
)

と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
度
も
反
復
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

細
部
の
運
動
的
分
節
が
し
だ
い
に
際
だ
っ
て
い
く
過
程
を
潜
在
的
に
含

む
、
未
だ
＾
現
実
に
は
V
分
節
さ
れ
ざ
る
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
運

動
の
分
節
化
は
「
運
動
図
式
」
の
中
に
「
傾
向
」

(
M
M
1
2
1
,
1
2
5
)

と
し

て
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
運
動
の
分
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節
化
と
分
解
は
「
運
動
図
式
」
に
内
属
す
る
「
自
律
（
ミ
u
t
o
n
o
m答）」（
M

M

1
2
2
)

の
現
れ
で
あ
る
。
反
復
さ
れ
る
の
は
＾
異
な
る
も
の
V
で
は
な
く
、

運
動
の
「
本
質
的
な
も
の

(l'essentiel)
」（
M
M
1
2
2
,
1
2
3
)

で
あ
る
限

り
に
お
い
て
「
同
じ
も
の
」

(
M
M
1
2
2
,

cf. M
M
8
4
,
 ES
1
6
6
)

で
さ
え
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
復
さ
れ
る
の
が
「
運
動
図
式
」
で
あ
り
、
ま
た

「
生
ま
れ
か
け
の
運
動
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
＜

＾
同
じ
も
の
V
の
反
復
で
は
な
い
。
マ
デ
ィ
ニ
エ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
反

(
7
)
 

復
は
「
自
律
」
以
上
の
も
の
を
含
む
の
で
あ
り
、
反
復
の
度
に
運
動
が
「
分

解
」
と
「
再
構
成
」
を
繰
り
返
す
(
M
M
1
2
2
)

こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の
新

た
な
運
動
習
慣
の
獲
得
が
可
能
と
な
る
。

我
々
の
反
作
用
と
は
「
遂
行
さ
れ
る
も
の
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
単
に
生

ま
れ
か
け
の
も
の
に
せ
よ
、
常
に
多
か
れ
少
な
か
れ
適
合
し
た

(toujours

plus o
u
 m
o
i
n
s
 
appropriees)~: 

作
田
~
」
（
マ
l
f
M
1
6
8
)

で
太
り
る
と
述
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
習
慣
に
纏
わ
る
以
上
の
問
題
を
看
破

し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
も
し
運
動
的
習
慣
の
確
立
が
、
無
秩
序
な
運
動

を
受
容
し
、
次
い
で
そ
れ
ら
の
運
動
を
秩
序
づ
け
る
と
い
っ
た
仕
方
で
な

(
8
)
 

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
困
難
を
免
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
身
体
的
運

動
は
、
運
動
の
混
沌
か
ら
運
動
の
秩
序
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
は
じ

め
か
ら
「
多
か
れ
少
な
か
れ
適
合
し
た
」
運
動
、
し
た
が
っ
て
多
少
と
も

秩
序
づ
け
ら
れ
た
運
動
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
運
動
は
は
じ
め

か
ら
「
多
か
れ
少
な
か
れ
所
有
さ
れ
た
」
運
動
で
あ
り
、
「
生
ま
れ
か
け
の

自
動
性

(
a
u
t
o
m
a
t
i
s
m
e
naissant)
」（
M
M
1
0
1
)

を
呈
し
て
い
る
の
で

身
体
的
運
動
が
は
じ
め
か
ら
＾
生
ま
れ
か
け
の
習
慣
化
＞
を
保
持
し
て

い
る
な
ら
ば
、
身
体
的
運
動
に
対
す
る
習
慣
の
存
在
意
義
を
見
直
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
便
宜
的
に
、
視
覚
的
印
象
と
、
触
覚
的
印

象
す
な
わ
ち
身
体
の
「
生
ま
れ
か
け
の
運
動
」
と
の
関
係
に
置
き
換
え
て

考
え
る
と
、
我
々
の
通
常
の
知
覚
で
は
、
或
る
視
覚
的
印
象
に
は
特
定
の

触
覚
的
印
象
が
引
き
続
こ
う
と
す
る
。
両
者
は
一
種
の
習
慣
的
連
合
の
関

係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
習
慣
的
連
合
の

内
実
は
、
単
な
る
因
果
関
係
、
「
平
板
な
連
合
作
用
（
acte
d'association 

q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
)
」（
M
4
2
5
)

、
「
平
板
な
習
慣

(habitude
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
)
」

(ibid.)

で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
「
我
々
の
意
志
に
よ
る
我
々
の
行

為
の
産
出
」

(ibid.)
に
比
較
し
う
る
よ
う
な
「
動
的
な
関
係

(relation

d
百
a
m
i
q
u
e
)
」（
ibid.)

で
あ
る
。
視
覚
的
印
象
と
触
覚
的
印
象
と
の
習

慣
的
連
合
は
、
「
我
々
の
生
の
構
成
部
分
を
成
す
習
慣
」

(ibid.)
で
あ
り
、

「
我
々
の
神
経
系
の
も
つ
根
源
的
な
活
動
性
(activite
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
)
 

が
め
ざ
す
働
き
」

(ibid.)

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
習
慣
の
形
成
は
、
単
に
身
体
の
「
運
動
的
活
動
性
」

の
減
退
で
は
な
く
む
し
ろ
「
運
動
的
活
動
性
」
が
要
請
す
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
身
体
の
「
生
ま
れ
か
け
の
運
動
」
は
、
た
し
か
に
「
自
動

的
に
」
、
「
機
械
的
に
」
、
ま
た
あ
る
い
は
「
反
射
的
に
」
為
さ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
う
い
わ
れ
る
の
は
、
身
体
の
「
生
ま
れ
か
け
の
運
動
」
が
あ
ま
り

に
も
「
根
源
的
」
な
活
動
性
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
活
動

あ
る
。
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--'-
ノ‘ 性

は
「
初
歩
的
弁
別

(
d
i
s
c
e
m
e
m
e
n
t
rudimentaire)
」（
M
M
1
2
6
)
で

あ
り
、
「
意
志
と
自
動
性
と
の
境
界

(limite
entre 
la 
volonte 
et 

(
9
)
 

l'automatisme)
」（
M
M
1
2
8
)

に
位
置
す
る
。
自
動
性
か
ら
意
志
へ
の

移
行
の
最
初
の
局
面
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
ま
た
「
身
体
に
よ
っ

て
生
き
ら
れ
る
必
然
性
」

(
M
4
2
8
)

と
も
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

自
由
と
本
能

『
物
質
と
記
憶
』
第
一
章
で
「
私
の
身
体
」
と
の
同
義
性
に
於
い
て
語

ら
れ
る
「
自
由
」
も
こ
の
文
脈
に
お
い
て
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
自
由
は
生
物
一
般
に
於
け
る
感
受
性

(sensibilite)
の
こ
と
で

あ
る
。
感
受
性
の
内
実
は
、
「
空
間
内
で
自
ら
動
く
能
力
を
生
物
に
与
え
た

自
然
が
、
種
に
対
し
て
そ
れ
を
脅
か
す
危
険
一
般
を
感
覚
に
よ
っ
て
告
知

し
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
注
意
を
個
体
に
委
ね
る
」

(
M
M
1
2
)
こ
と

に
あ
る
。
た
し
か
に
、
生
物
が
自
ら
動
く
こ
と
す
な
わ
ち
「
感
党
的
自
発

性

(spontaneite
sensible)
」
は
、
「
感
情
と
観
念
の
総
合
」

(
M
M
2
0
7
)

(10) 

と
し
て
の
人
間
の
自
由
行
為
に
固
有
の
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
者

の
「
真
の
自
由
」

(
D
I
1
2
5
)
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
「
意
志
と
自
動
性

と
の
境
界
」
に
位
置
す
る
感
受
性
が
自
由
の
最
初
の
一
歩
を
刻
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

『
創
造
的
進
化
』
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
動
物
一
般
に
関
し
て
、
「
最
も
下

等
な
有
機
体
も
、
そ
れ
が
自
由
に
自
ら
動
く
程
度
に
応
じ
て
意
識
的
で
あ

る」

(
E
C
1
1
2
)
と
書
い
て
い
る
。
最
も
下
等
な
有
機
体
に
す
ら
認
め
ら
れ

る
「
自
ら
動
く
」
能
力
と
は
、
反
射
的
な
も
の
の
機
械
的
な
正
確
さ
と
意

志
的
な
も
の
の
知
的
踏
躇
と
を
わ
ず
か
な
程
度
ず
つ
分
有
す
る
な
に
も
の

か
で
あ
る

(ibid.)
。
反
射
活
動
と
意
志
的
活
動
と
い
う
区
別
は
神
経
系
の

発
達
に
応
じ
て
明
確
に
な
っ
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
有
機
体
の
「
自
ら

動
く
」
活
動
性
は
両
活
動
が
そ
こ
か
ら
分
化
し
て
く
る
八
原
初
的
活
動
＞

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
水
準
に
お
け
る
「
自
由
」
が
、
上
述
し
た
よ

う
に
「
感
受
性
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
意
識
」
の

意
味
は
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
意
識
は
本
能
に
固
有
の
意
識
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
通
常
、
無
意
識
と
呼
ば
れ
う
る
意
識
で
あ
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
本
能
の
無
意
識
は
「
無
く
さ
れ
た
意
識

(conscience

annulee)
」（
E
C
1
4
4
)

で
あ
る
。
「
無
い
意
識

(conscience
nulle)
と

無
く
さ
れ
た
意
識
は
ど
ち
ら
も
零
に
等
し
い
。
し
か
し
、
第
一
の
零
が
何

も
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
対
し
て
、
第
二
の
零
は
、
反
対
の
方
向

を
も
つ
二
つ
の
等
し
い
量
が
相
殺
し
、
中
和
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
」

(ibid.)
。
落
下
す
る
石
の
無
意
識
は
「
無
い
意
識
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
本
能
の
無
意
識
は
、
「
行
為
の
表
象
が
行
為
自
身
の
遂
行
に
よ
っ
て

阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
」
(
E
C
1
4
5
)
。
石
の
無
意
識
が
必
然
性
と
同

義
だ
と
し
て
も
、
本
能
の
無
意
識
は
単
な
る
必
然
性
以
上
の
何
も
の
か
で

あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
本
能
の
無
意
識
と
習
慣
的
行
動
の
無
意
識
と
を

同
一
視
し
て
い
る

(ibid.)
。
習
慣
的
行
動
の
無
意
識
は
、
「
無
い
意
識
」

す
な
わ
ち
完
全
な
自
動
性
で
は
な
く
、
意
志
的
な
何
も
の
か
を
保
持
し
て
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我
々
は
、
身
体
は
単
な
る
知
覚
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
は
還
元
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
認
し
つ
つ
、
む
し
ろ
知
覚
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
可
能
に
す
る
「
行
動
の
中

お
わ
り
に

さ
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
本
能
的
行
動
を
或
る
種
の
認
識
と
看
倣
し
て

い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
演
じ
ら
れ
る

(jouee)
認
識
、
無
意
識
的
な
認

識
で
あ
る
。
或
る
種
類
の
ハ
エ
は
、
動
物
の
体
に
生
み
つ
け
た
卵
が
最
終

的
に
動
物
の
体
内
に
入
り
孵
化
し
成
長
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
、
あ

た
か
も
知
っ
て
い
る

(savoir)
か
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
こ
れ
は
「
暗
黙

の
(implicite)
」
認
識
で
あ
り
、
「
内
面
化
し
て
意
識
に
な
る
の
で
は
な
く
、

外
面
化
し
て
的
確
な
歩
み

(
d
e
m
a
r
c
h
e
)
と
な
る
」

(
E
C
1
4
7
)

。
本
能
に

従
う
動
物
は
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
に
お
い
て
も
「
再
認
の
原
初
的
条
件

(condition

primordiale)
」（

MM107)
と
し
て
ま
ず
身
体
の
行
動
の
水
準
が
あ
る
こ

と
と
符
合
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
感
情
と
い
う

現
象
、
非
反
省
的
な
共
感
や
反
感
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん

は
る
か
に
漠
然
と
し
て
い
て
あ
ま
り
に
も
知
性
に
浸
透
し
た
形
の
下
に
お

い
て
で
あ
る
が
、
本
能
に
よ
っ
て
行
動
す
る
昆
虫
の
意
識
に
生
ず
る
は
ず

の
も
の
の
う
ち
の
何
も
の
か
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
お
い
て
経
験
す
る
」

(
E
C
1
7
6
)

。

い
る
「
無
く
さ
れ
た
意
識
」
な
の
で
あ
る
。

心
」
と
し
て
の
身
体
を
取
り
だ
し
た
。
そ
れ
は
「
自
ら
動
く
傾
向
」
あ
る

い
は
「
運
動
的
活
動
性
」
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
身
体
を

情
感
的
感
覚
に
よ
っ
て
「
内
か
ら
」
知
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
「
感
覚
II

運
動
」
的
身
体
は
、
「
私
の
現
在
」
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
時
間
的
な
存
在

で
も
あ
る
。
身
体
は
自
ら
の
未
来
を
自
己
決
定
し
て
い
く
「
非
決
定
性
の

中
心
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
或
る
種
の
自
由
が
あ
り
、
我
々
は
生
物
の
感

受
性
あ
る
い
は
本
能
的
行
動
に
そ
の
モ
デ
ル
を
見
出
し
た
。
こ
の
自
由
は

た
し
か
に
必
然
性
と
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
ま
さ
に
そ

の
た
め
に
「
自
由
の
端
緒

(
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
d
e
 liberte)
」（
D
I
2
5
)

と
し
て
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、
次
の
略
号
と
頁
数
の
併
記
に
よ
っ
て
示
す
。

DI: Essai i
号
薪
d
o
m
蕊
袋
i
m
m
起
id
翁
d
e
l
d
C
O
務
息
菱
g
P
.
U
.
F
.
,
 1
9
9
1
 

M
M
:
M
烏
r
e
e
t
m
習
0fe"
P
.
 U
.
F
.
,
 1
9
9
0
 

E
C
:
 L'evolution creat
母
e,
P
.
U
.
F
.
,
 1
9
9
1
 

E
S
.
.
L
露

nergie
spirituelle, 
P
.
 U
.
 F
 ;
 1
9
9
0
 

PM: La pe
n
s
e
e
 et le 
m
o
u
蕊
nt,

P. U
.
 F
.
 ,
 

1
9
9
0
 

M』

M
忌
n
g器`
P.U•F: 

1
9
7
2
 

(
l
)
「
も
し
、
不
可
入
性
が
現
実
に
物
質
の
一
性
質
で
あ
り
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
抵
抗
の
な
い
表
面
や
重
さ
の
な
い
液
体
よ
り
も
、
互
い
に
透
入
し

あ
う
二
つ
の
物
体
を
考
え
る
方
に
大
き
な
困
難
を
感
じ
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
。

事
実
、
二
つ
の
物
体
が
同
時
に
同
じ
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
命

題
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
物
理
的
次
元
の
必
然
性
で
は
な
く
、
論
理
的
必
然
性

で
あ
る
」

(DI66)。
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(
2
)
「
不
可
分
な
も
の
の
中
に
下
位
的
分
割
を
、
た
だ
潜
在
的
に
だ
け
で
な
く
現
実
に

見
出
す
こ
と
」
が
「
客
観
性
」
で
あ
る
な
ら
ば

(DI63)
、
そ
の
表
面
の
「
数
と
拡

が
り
」
が
計
測
さ
れ
、
数
的
多
数
性
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
身
体
と
は
、
い
わ
ば
客
観
的
身
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
3
)
多
数
の
瞬
間
を
唯
一
の
直
観
に
収
縮
す
る
記
憶
力
の
働
き
は
、
直
接
的
知
覚
の
基

底
を
記
憶
の
層
で
覆
う
記
憶
力
の
働
き
か
ら
区
別
さ
れ
る

(
M
M
3
1
)
。
記
憶
力
の

二
形
態
の
区
別
は
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
そ
の
す

べ
て
の
箇
所
で
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
第
一
章
と
第
四
章
そ
し
て
結
論
部
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
記
憶

カ
の
二
形
態

(
M
M
3
1
,
7
6
•

256)
と
、
第
二
章
と
第
三
章
で
提
示
さ
れ
る
記
憶
力

の
二
形
態
（
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
と
運
動
の
記
憶
）
と
の
間
に
対
応
関
係
を
見
る
な

ら
ば
、
収
縮
す
る
記
憶
力
を
身
体
の
記
憶
力
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ

、つ

(
4
)
正
確
に
は
「
準
瞬
間
的
切
断

(
c
o
u
p
e
quasi instantanee)
」（
M
M
1
5
4
)
と
あ

る
。
こ
れ
を
「
私
の
現
在
」
が
必
然
的
に
占
め
る
「
持
続
の
或
る
厚
み
」
の
表
現

と
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

(
5
)

一
般
観
念
の
議
論
は
し
ば
し
ば
、
「
一
般
化
す
る
た
め
に
は
ま
ず
抽
象
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
有
効
に
抽
象
す
る
た
め
に
は
す
で
に
一
般
化
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

(
M
M
1
7
4
)
と
い
う
循
環
に
陥
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
議
論
を
「
個
別

的
な
も
の
」
の
知
覚
か
ら
出
発
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
循
環
は
回
避
可
能
だ
と

考
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
個
別
的
諸
観
念
相
互
の
連
合
に
よ
っ
て
観
念
連
合
を

説
明
す
る
連
合
説
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
理
論
的
な
困
難
を
指
摘
す
る

と
き
、
結
局
一
般
観
念
の
議
論
と
同
種
の
循
環
を
そ
こ
に
看
破
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
潜
在
的
な
も
の
を
現
実
化
す
る
運
動
と
し
て
の
記
憶
力
の
働
き
は

「
運
動
図
式
」
と
同
様
＾
図
式
＞
的
な
構
造
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
＾
図
式
＞
論
一
般
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
独
自
の
認
識
論
な
の
で
あ
る
。

(
6
)

「
運
動
図
式
」
は
「
身
体
的
態
度
」

(
M
M
1
1
6
,
1
3
4
)

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
或
る

種
の
「
精
神
的
態
度

(attitude
m
e
n
t
a
l
e
)
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

(
M
M
1
3
4
)
。
ま
た
、
適
切
な
身
体
的
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
身
体
が
対
象
を
理

解
す
る

(
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
)

こ
と
だ
と
さ
れ
る

(
M
M
1
2
2ー

123)
。
よ
っ
て
、
『
物

質
と
記
憶
』
で
は
未
だ
「
身
体
的
努
力
」
（
阪
,178)
と
「
知
的
努
力
」
と
の
区
別

が
判
明
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
マ
デ
ィ
ニ
エ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
運
動
図
式
」
は

「
動
的
図
式

(
s
c
h
e
m
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
)
」（
E
S
1
6
1
,
e
t
c
.
)
を
部
分
的
に
含
ん
で

い
る

(G.
M
a
d
i
n
i
e
r
,
 
Conscience et 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
,
 
B
e
a
t
r
i
c
e
-
N
a
u
w
e
l
'
 

aerts, 
1967, 
p. 389)
。

付
言
す
る
と
、
マ
デ
ィ
ニ
エ
は
「
動
的
図
式
」
の
方
に
価
値
を
躍
く
。
「
動
的
図

式
は
運
動
図
式
を
必
要
と
す
る
が
、
自
ら
の
た
め
に
運
動
図
式
を
創
造
し
構
成
す

る
動
的
図
式
が
な
け
れ
ば
、
運
動
図
式
は
無
力
で
あ
る
」

(ibid:
p
,
3
9
1
)
。
し
か

し
、
こ
の
解
釈
は
い
さ
さ
か
偏
重
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
記
憶
力
の

相
互
扶
助
を
主
張
し

(
M
M
1
6
9
)
、
場
合
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
身
体
の
働
き
の
方

に
「
再
認
の
原
初
的
条
件
」
を
認
め
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
説
に
抵
触
す
る
の
で
は
な

しヽ
カ

(7)

「
図
式
を
構
成
す
る
反
復
は
、
要
索
的
運
動
の
各
々
に
対
し
て
自
律
以
上
の
も
の

と
同
時
に
相
互
の
連
帯
以
上
の
も
の
を
与
え
る
、
す
な
わ
ち
全
体
を
分
解
し
か
つ

再
構
成
す
る
」

(G.
M
a
d
i
n
i
e
r
,
 
op. 
cit., 
p
.
3
8
7
)
。

(
8
)

「
A
無
秩
序
＞
と
＾
無
V
は
、
現
実
に
は
或
る
現
存
（
presence)
-
我
々
の
関

心
を
魅
か
ず
我
々
の
努
力
や
注
意
を
落
胆
さ
せ
る
或
る
事
物
や
或
る
秩
序
の
現

存
を
指
示
す
る
」

(
P
M
6
7ー

68)
。
同
様
の
議
論
は
『
創
造
的
進
化
』
に
も
見
ら
れ

る
(
E
C
2
2
1
-
2
3
8
)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
無
秩
序
や
無
は
、
単
に
語

(
m
o
t
)

や
観
念
の
幻
影
に
す
ぎ
ず
、
無
意
味
な
「
声
の
風

(flatus
vocis)
」
に
す
ぎ
な

い
。
感
覚
の
多
様
を
仮
定
す
る
限
り
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
も
批
判
対
象
と

な
る
。

(
9
)

マ
デ
ィ
ニ
エ
は
「
自
発
性
で
あ
り
、
知
的
な
再
構
成
と
刷
新
と
を
許
容
し
う
る
柔

軟
な
自
動
性
」

(G.
M
a
d
i
n
i
e
r
,
 
op. 
cit., 
p
.
3
8
7
)

と
呼
ん
で
い
る
。

(10)
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
試
論
』
の
自
由
論
を
回
顧
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
自
由
は
（
以

上
か
ら
）
、
人
が
そ
う
言
っ
た
よ
う
に
、
決
し
て
感
覚
的
自
発
性
に
還
元
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
動
物
に
お
い
て
そ
う
で
あ
ろ
う
、
動
物
の
心
理
的
生
活
は

と
り
わ
け
情
感
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
考
す
る
存
在
で
あ
る
人
間
に
お

い
て
は
、
自
由
行
為
は
感
情
と
観
念
と
の
総
合
と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ
り
、
自
由

行
為
に
至
る
進
展
は
合
理
的
進
展
と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ
る
」

(
M
M
2
0
7
)
。
こ
の
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弁
明
は
、
『
試
論
』
の
自
由
論
に
対
し
て
な
さ
れ
た
レ
ヴ
ィ
11
ブ
リ
ュ
ー
ル
と
プ
ロ

の
批
判
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は

S
趨
笞
s,

P
.
U
.
F
.
,
 

1
9
9
1
,
 
p
p
.
1
5
5
2
-
1
5
5
3
 
*~ 
昭

は
む
し
ろ
感
覚
的
自
発
性
を
指
し
て
お
り
、
人
間
に
お
い
て
も
身
体
的
運
動
の
水

準
で
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
自
由
な
の
で
あ
る
。

（
た
や
す
こ
う
じ

大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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