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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
彼
自
身
の
立
場
が
二
元
論
で
あ
る
と
認
め
、
『
物
質
と

記
憶
」
の
第
七
版
の
序
文
の
冒
頭
で
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
本
書
は
精

神
の
実
在
性
と
物
質
の
実
在
性
を
肯
定
し
、
そ
の
相
互
の
関
係
を
明
確
な

実
例
、
記
憶
力
の
実
例
に
お
い
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
」

(
1
6
1
)

。
た
だ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
二
元
論
は
多
大
な
理
論
的
困
難
を
は
ら

ん
で
き
た
。
世
界
が
本
性
上
異
な
る
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
世
界
に
こ
の
二
つ
の
原
理
が
共
存
し
て
い
る
以
上
、
ニ

つ
の
原
理
が
ど
の
よ
う
に
結
合
し
、
一
体
と
な
っ
て
こ
の
世
界
を
構
成
し

て
い
る
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
と
も
す
れ
ば
、

一
方
で
は
精
神
の
側
に
偏
っ
た
観
念
論
的
立
場
が
生
起
し
、
他
方
で
は
物

質
の
側
に
寄
り
添
っ
た
唯
物
論
的
立
場
が
形
成
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

こ
う
し
た
傾
向
が
そ
の
物
質
規
定
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

序 ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
物
質
の
本
性
と
二
元
論

「
こ
れ
ら
諸
困
難
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
物
質
に
つ
い
て
作
ら
れ
る
一
方

で
は
実
在
論
的
な
概
念
、
他
方
で
は
観
念
論
的
な
概
念
に
起
因
す
る
」

(
i
b

蕊
．
）
。
だ
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
探
求
の
最
終
目
的
が
物
質
の
本

性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
の
実
在
を
論
証
す
る

こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
物
質
と
は
何
で

あ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
何
で
あ
り
得
な
い
か
に
つ
い
て
の
探
求

が
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
物
質
概
念
を
『
物
質
と
記
憶
」
か
ら
『
創
造
的
進
化
』
に

か
け
て
検
証
し
、
彼
の
二
元
論
が
ど
の
よ
う
に
し
て
従
来
の
二
元
論
の
困

難
を
乗
り
越
え
る
の
か
を
明
示
し
た
い
。

へ
至
る
物
質
概
念

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
物
質
の
本
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
た

め
に
、
彼
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
物
質
概
念
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

「
物
質
と
記
憶
』

陀

安

広
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―
つ
は
観
念
論
的
な
物
質
概
念
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
物
質
を
精
神
の
産

物
、
つ
ま
り
単
な
る
〈
表
象
〉
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
物
質
は
精

神
の
な
か
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
し
得
る
。

そ
こ
で
は
精
神
に
対
す
る
物
質
の
存
在
の
独
立
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も

ぅ
―
つ
は
唯
物
論
的
、
な
い
し
実
在
論
的
な
物
質
概
念
で
あ
り
、
物
質
は

私
た
ち
の
意
識
に
現
れ
る
そ
の
感
覚
的
諸
様
相
と
は
無
縁
の
〈
事
物

c
h
o
s
e
〉
と
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
精
神
に
対
す
る
物
質
の
存
在
の

独
立
性
は
確
保
さ
れ
る
も
の
の
、
物
質
は
私
た
ち
に
と
っ
て
不
可
知
の
自

体
的
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
様
の
物
質
概
念
、
〈
表

象
〉
と
〈
事
物
〉
は
と
も
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
精
神
と
物
質

の
二
元
論
を
理
論
的
困
難
に
導
く
こ
と
に
な
る
。
物
質
を
単
な
る
〈
表

象
〉
と
と
れ
ば
、
精
神
と
物
質
の
関
係
が
説
明
さ
れ
得
る
一
方
で
、
両
者

の
独
立
性
は
事
実
上
失
わ
れ
る
。
ま
た
、
物
質
を
即
自
的
〈
事
物
〉
と
と

れ
ば
、
精
神
と
物
質
の
相
互
の
独
立
性
は
維
持
さ
れ
る
も
の
の
、
物
質
の

本
性
は
精
神
に
と
っ
て
知
ら
れ
得
な
い
以
上
、
両
者
の
関
係
は
理
解
不
可

能
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
ど
ち
ら
の
概
念
を
と
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
一

方
で
は
物
質
の
精
神
に
対
す
る
独
立
性
が
、
他
方
で
は
物
質
の
精
神
に
対

す
る
関
係
が
説
明
不
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
独
立
性
と
結
合
関
係
は
、
物
質
の
本
性
を
規
定
す
る
際
に
、

し
ば
し
ば
両
立
困
難
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ー
ク
リ
ー

は
「
物
体
が
あ
る
の
で
は
な
く
物
体
の
観
念
が
あ
る
の
だ
」
と
主
張
す
る
。

物
体
と
は
私
の
持
つ
そ
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
そ
の
論
理

的
的
帰
結
と
し
て
、
私
の
持
つ
こ
の
観
念
が
他
の
人
間
の
持
つ
観
念
と
共

通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
主
張
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
一
方
で
、
神
が
私
た
ち
の
う
ち
に
同
一
の
宇
宙
を

表
象
す
る
よ
う
観
念
を
刻
印
し
た
と
し
て
、
〈
観
念
の
共
通
性
〉
を
理
論

付
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
〈
私
の
観
念
〉
の
理
論

の
み
に
よ
っ
て
は
到
達
不
可
能
な
〈
観
念
の
共
通
性
〉
へ
と
、
〈
私
の
観

念
〉
の
理
論
の
外
部
に
あ
る
神
を
仲
介
に
し
て
危
険
な
跳
躍
を
試
み
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
理
論
的
展
開
を
観
念
論
と
し
て
は

不
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
「
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
す
べ
て
が
同
一
の

宇
宙
を
表
象
す
る
複
数
の
意
識
的
存
在
、
多
様
な
知
性
的
存
在
を
措
定
す

る
と
き
に
、
観
念
論
は
す
で
に
一
貰
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
す

な
わ
ち
、
観
念
論
は
物
質
を
物
質
の
観
念
に
還
元
し
、
〈
私
の
観
念
〉
の

外
に
い
か
な
る
外
的
存
在
を
も
立
て
な
い
こ
と
を
本
領
と
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
何
ら
か
の
外
部
性
の
侵
入
を
許
し
、
観
念
論
と
い

う
自
ら
の
立
場
を
危
う
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
〈
私
の
観
念
〉
に
と
ど
ま
る
と
き
で
す
ら
、
観
念
論

は
何
ら
か
の
外
部
性
の
侵
入
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
の
持
つ
観
念
の

な
か
に
は
、
ま
っ
た
＜
予
見
不
可
能
な
仕
方
で
継
起
す
る
も
の
と
、
そ
の

一
方
で
一
定
の
秩
序
に
基
づ
い
て
継
起
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
前
者
は
全
く
主
観
的
な
観
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し

後
者
の
観
念
の
秩
序
は
私
か
ら
は
或
る
意
味
で
独
立
し
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
表
象
の
秩
序
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を
、
そ
れ
は
も
の
自
体
に
対
し
て
精
神
が
割
り
当
て
る
形
式
や
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
あ
る
と
し
て
、
精
神
の
側
か
ら
説
明
を
試
み
る
。
表
象
の
継
起
の
秩

序
は
精
神
の
外
部
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
現
象
を
可
能
に
す

べ
く
主
観
の
側
か
ら
も
の
自
体
に
適
用
さ
れ
る
主
観
的
秩
序
に
他
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
こ
の
形
式
や

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
し
て
直
観
の
質
料
に
適
用
可
能
な
の
だ
ろ
う

(
2
)
 」

と
問
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
表
象
の
秩
序
の
起
源
を
主
観
の
側
に

カ移
す
と
同
時
に
、
そ
の
秩
序
が
割
り
当
て
ら
れ
る
素
材
と
し
て
主
観
と
は

区
別
さ
れ
る
何
ら
か
の
存
在
が
仮
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ

の
存
在
が
主
観
と
は
区
別
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
主
観
と
の
接
合
が
困
難

に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
念
論
は
、
物
質
の
精
神
に
対
す
る
独
立
性
を
拒
否
し

な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
自
ら
何
ら
か
の
独
立
的
存
在
を
容
認
す
る
に
至
り
、

ま
た
、
観
念
論
の
徹
底
に
よ
っ
て
む
し
ろ
逆
に
主
観
と
は
区
別
さ
れ
る
実

在
を
仮
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ひ
と
た
び
実

在
論
に
身
を
置
け
ば
、
今
度
は
物
質
と
精
神
の
接
合
を
理
解
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
が
精
神

か
ら
独
立
し
た
実
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
物
質
は
精
神
と

の
接
合
が
可
能
な
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
実
在
論
と

は
、
我
々
の
知
覚
が
こ
の
知
覚
の
原
因
で
あ
る
我
々
か
ら
独
立
し
た
実
在

に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
実
在
は
お
そ
ら
く
知
覚
に

類
似
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
我
々
の
知
覚
の
な
か
に
あ
る
本
質
的
で
と

二
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
物
質
概
念
ー
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総

体
り
わ
け
知
解
可
能
な
も
の
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ

(
3
)
 

と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
存
す
る
」
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
物
質
の
実

在
と
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
物
質
に

つ
い
て
の
こ
の
考
え
方
は
『
物
質
と
記
憶
』
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
に
色
濃
く

反
映
さ
れ
て
い
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
何
か
？
そ
れ
に
は
さ
し
て
難
解
な
哲
学
的
概
念
が
含

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
常
識
の

理
解
す
る
意
味
に
お
け
る
知
覚
対
象
の
こ
と
だ
と
言
う
。
私
た
ち
は
、
一

定
の
輪
郭
を
持
ち
、
色
彩
に
満
ち
、
触
れ
ば
一
定
の
抵
抗
を
有
す
る
対
象

を
知
覚
す
る
。
常
識
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
対
象
は
私
た
ち
の
知
覚
作

用
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
観
念
な
ど
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
対
象
は
私
た

ち
が
知
覚
し
な
く
と
も
現
に
存
在
し
得
る
し
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
広
大

な
物
質
世
界
か
ら
私
た
ち
の
知
覚
作
用
が
た
ま
た
ま
切
り
取
っ
て
き
た
断

片
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
常

識
の
理
解
に
と
っ
て
、
い
ま
私
た
ち
が
知
覚
し
て
い
る
こ
の
対
象
が
実
は

本
当
の
物
質
の
姿
で
は
な
く
、
対
象
の
背
後
に
知
覚
へ
の
現
れ
を
可
能
に

し
て
い
る
不
可
知
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
想
像
に

も
及
ば
な
い
。
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
感
覚
的
諸
性
質
は
対
象
に
本
来
的
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に
備
わ
っ
た
様
相
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
感
覚
的
様
相
を
剥
奪
さ
れ
た
状

態
で
存
在
し
得
る
何
も
の
か
が
対
象
を
背
後
か
ら
可
能
に
し
て
い
る
と
は

い
さ
さ
か
も
思
わ
れ
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
そ
う
し
た
知
覚
さ
れ
た
対

象
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
常
識
の
範
囲
内
で
理
解
可
能
な
概
念
な
の

で
あ
る
。
「
常
識
に
と
っ
て
、
対
象
は
そ
れ
自
身
で
存
在
し
、
か
つ
一
方

で
、
対
象
は
そ
れ
自
身
私
た
ち
が
知
覚
す
る
が
ま
ま
に
色
彩
豊
か
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す

る
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
」

(
1
6
2
)

。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
、
い
わ
ば
観
念
論

的
〈
表
象
〉
と
実
在
論
的
〈
事
物
〉
と
の
中
間
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
対

象
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
を
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
規
定
す
る
。

で
は
、
物
質
と
は
知
覚
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
取
り
集
め
た
そ
の
全
体
の

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
の
知
覚
作
用
に
よ
っ
て

断
片
化
さ
れ
、
矮
小
化
さ
れ
た
部
分
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
相
互
に
結
び
付
け
、

再
構
成
す
る
そ
の
終
局
に
お
い
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
全
体
な
の
だ
ろ
う

か
？
し
か
し
、
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
も
し
そ
う
な
ら
、
全
体
は
事

実
上
得
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
物
質
は
私
た
ち
に
は
事
実
上
知
ら

れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
に
は
常
に
断
片
化
さ
れ
た
イ

マ
ー
ジ
ュ
し
か
与
え
ら
れ
な
い
し
、
私
た
ち
は
そ
の
有
限
な
諸
断
片
で
も

っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
全
体
を
語
る
権
利
を
持
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

物
質
と
物
質
の
知
覚
と
の
関
係
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
説
明
す
る
。

、

、

、

、

、

、

、

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
知
覚
さ
れ
な
く
と
も
存
在
し
得
る
。
そ
れ
は
表
象
さ
れ

な
く
と
も
現
存
し
得
る
。
現
存
と
表
象
と
い
う
二
つ
の
語
の
距
離
は
、
物

質
そ
の
も
の
と
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
持
つ
意
識
的
知
覚
と
の
隔
た
り
に

正
確
に
相
応
す
る
」

(
1
8
5
)

。
し
た
が
っ
て
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
意

識
的
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
断
片
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
取
り
集
め
た
そ
の
先
に

物
質
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
物
質
は
表
象
さ
れ
な
く
と
も
現
存
し
得

る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
観
念
論
的
に
、
す
で
に
表
象
に
な
っ
た
イ
マ
ー
ジ

ュ
か
ら
出
発
し
て
得
ら
れ
る
全
体
の
形
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
に
お
い
て
は
順
序
が
逆
で
、
ま
ず
物
質
的
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
知
覚
が
切
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
イ
マ
ー
ジ

ュ
の
総
体
」
と
は
個
々
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
全
体
の
こ
と

で
は
な
く
、
個
々
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
ヘ
の
断
片
化
が
発
出
す
る
母
体
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
の
が
断
片
的
イ

マ
ー
ジ
ュ
で
し
か
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
断
片
的
イ
マ
ー

ジ
ュ
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
私
た
ち
は
や
は
り
こ

の
断
片
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
手
が
か
り
に
し
て
物
質
の
本
性
を
捉
え
る
し
か

な
い
。
そ
し
て
も
し
知
覚
過
程
を
通
じ
て
断
片
化
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
が

物
質
の
本
性
を
何
ら
と
ど
め
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
物
質
に
つ

い
て
何
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え

で
は
、
そ
う
し
た
事
態
が
起
こ
り
得
る
の
は
、
知
覚
過
程
を
物
質
に
何
も

の
か
が
付
加
さ
れ
る
過
程
と
見
な
す
場
合
に
限
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
物
質

を
知
覚
す
る
こ
と
が
物
質
に
何
ら
か
の
主
観
的
形
式
を
割
り
当
て
る
こ
と
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だ
と
す
る
な
ら
、
物
質
は
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
た
ち
に
見
え

る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
の
付
与
さ
れ
る
以
前
の
物
質
の
姿

は
私
た
ち
に
と
っ
て
不
可
知
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
知
覚
過
程
が
或
る
種
の
「
減
少
行
程
voie

d
e
 di
旦
nution」
（
さ
蕊
）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
事
態
は
一
変
す
る
。
物
質

は
知
覚
過
程
を
通
じ
て
そ
の
何
も
の
か
を
失
い
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
残

り
の
何
も
の
か
を
知
覚
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
う
ち
に
や
は
り
保
持
し
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
断
片
化
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
出
発
し
て

私
た
ち
は
物
質
の
本
性
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」

と
し
て
の
連
続
体
か
ら
何
も
の
か
が
差
し
引
か
れ
た
そ
の
残
余
、
イ
マ
ー

ジ
ュ
の
「
外
殻
」
や
「
外
皮
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」

に
比
べ
て
本
質
的
に
貧
困
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
け
れ
ど
も
、
知
覚
過

程
を
通
じ
て
根
本
的
な
変
質
を
蒙
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
知
覚
の
捉
え
る

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
そ
れ
で
も
や
は
り
物
質
の
何
も
の
か
を
保
持
し
て
い
る
。

逆
に
言
え
ば
、
知
覚
に
よ
る
把
捉
を
免
れ
て
い
る
物
質
に
お
い
て
も
、

「
表
象
は
た
し
か
に
そ
こ
に
あ
る
の
だ
が
、
他
の
も
の
に
連
続
し
他
の
も

の
の
な
か
に
消
失
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
現
実
的
に
な

ろ
う
と
す
る
そ
の
と
き
に
は
、
常
に
潜
在
的
に
な
り
中
和
さ
れ
て
し
ま
う
」

(
1
8
6
)

。
し
た
が
っ
て
、
物
質
と
は
、
非
現
実
的
知
覚
、
潜
在
的
知
覚
、

あ
る
い
は
ま
た
潜
在
的
意
識
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
物
質
が
こ
の
よ

う
に
意
識
を
全
く
欠
い
た
即
自
存
在
で
は
な
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し

て
意
識
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
も
は
や
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ

う
。
「
意
識
を
演
繹
す
る
こ
と
は
甚
だ
大
胆
す
ぎ
る
試
み
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
は
そ
れ
は
全
く
必
要
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
質
世
界
を
措
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
さ

ら
に
ま
た
そ
れ
以
外
が
与
え
ら
れ
る
の
は
不
可
能
だ
か
ら
」

(
1
8
5
)

。
し

た
が
っ
て
、
問
う
べ
き
間
題
は
、
知
覚
な
い
し
意
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て

、
、
、
、
、
、
、

現
実
化
し
、
限
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
あ
な
た
が
説
明
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

べ
き
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
覚
が
生
じ
る
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
知
覚
が
限
定
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
は
権
利
上
で
は

全
体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
の
に
、
事
実
上
、
あ
な
た
の
関
心
を
引
く
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
に
縮
減
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」
（

18)
。

潜
在
的
意
識
か
ら
現
実
的
意
識
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
の
が
身
体
で

あ
る
。実

を
言
え
ば
、
物
質
概
念
の
変
更
は
知
覚
概
念
の
変
更
を
抜
き
に
し
て

は
あ
り
得
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
二
元
論
が
、
一
方
で
は
観
念

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

論
的
に
、
他
方
で
は
実
在
論
に
傾
く
の
は
、
「
知
覚
は
全
く
思
弁
的
な
関

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

心
を
持
つ
。
知
覚
と
は
純
粋
認
識
で
あ
る
」

(
1
7
9
)

と
い
う
先
入
見
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
に
よ
る
物
質
の
理
解
に
比
較
す
れ
ば
、
私
た
ち
の

知
覚
に
与
え
ら
れ
る
物
質
の
様
相
は
い
か
に
も
流
動
的
で
不
分
明
な
も
の

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
着
眼
す
る
実
在
論
的
二
元
論
は
、
知
覚
作
用
を

科
学
に
対
し
て
劣
っ
た
知
、
「
混
乱
し
、
仮
説
的
な
科
学
」
と
見
な
す
だ

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
知
覚
の
外
部
に
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
物
質
の
本
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性
は
、
そ
れ
に
対
し
て
科
学
が
接
近
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

私
た
ち
の
知
覚
に
は
決
し
て
現
れ
得
な
い
「
事
物
」
と
な
る
。
ま
た
、
反

対
に
、
知
覚
経
験
に
現
れ
る
が
ま
ま
の
物
質
の
様
相
を
真
の
物
質
の
姿
だ

と
と
れ
ば
、
科
学
の
対
象
と
す
る
物
質
の
様
相
、
つ
ま
り
一
定
の
自
然
法

則
に
従
い
作
用
反
作
用
を
繰
り
返
す
物
質
の
様
相
は
、
単
な
る
「
実
在
の

記
号
的
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
念
論
的

立
場
に
と
っ
て
、
物
質
は
精
神
の
構
成
物
に
す
ぎ
ず
、
精
神
の
外
部
に
そ

れ
と
は
独
立
し
た
存
在
を
保
持
す
る
こ
と
は
な
い
。
科
学
が
対
象
と
す
る

物
質
は
、
知
覚
の
捉
え
る
物
質
の
実
在
的
様
相
の
抽
象
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
が
思
弁
的
認
識
に
属
す
る
働
き
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
知
覚
は
常
に
科
学
的
認
識
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
評

価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
或
る
場
合
に
は
科
学
的
認
識
に
対
す

る
そ
の
劣
等
性
が
指
摘
さ
れ
、
他
の
場
合
に
は
そ
の
優
越
性
が
考
慮
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
場
合
、
実
在
論
的
な
物
質
概
念
が
そ
れ
に
付
随

し
て
生
起
し
、
後
者
の
場
合
に
は
観
念
論
的
な
物
質
概
念
が
登
場
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
覚
を
行
動
の
領
域
に
お
い
て
考
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
う
と
す
る
。
「
私
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
を
物
質
と
呼
び
、
或
る
特
定

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
私
の
身
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
こ
の
同
じ
イ
マ
ー
ジ
ュ

、
、
、

を
物
質
の
知
覚
と
呼
ぶ
」

(
1
7
3
)

。
知
覚
と
は
、
周
囲
の
事
物
に
対
す
る

身
体
の
行
動
の
可
能
性
、
「
可
能
的
行
動
」
を
表
す
に
他
な
ら
な
い
。
物

質
世
界
の
な
か
で
身
体
の
要
求
に
応
ず
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
知
覚
と
し
て
浮

き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
知
覚
過
程
に
は
観
念
の
創
出
や
意
識
へ
の

変
換
作
用
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
身
体
と
無
関
係
な
イ
マ
ー

ジ
ュ
が
背
後
に
退
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
と
利
害
関
係
を
持
つ
イ
マ
ー

ジ
ュ
が
自
然
に
表
面
に
浮
き
出
て
く
る
一
連
の
「
弁
別
d

苔
ernement」

(
4
)
 

(
1
9
4
)

過
程
が
知
覚
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
し
て
の
物
質
規
定
で
あ
る
。
潜
在

的
知
覚
と
し
て
存
在
す
る
物
質
は
、
「
減
少
行
程
」
で
あ
る
知
覚
過
程
を

通
じ
て
そ
の
何
も
の
か
を
失
う
が
、
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は

身
体
の
「
弁
別
」
す
る
働
き
に
よ
っ
て
単
に
切
り
取
ら
れ
て
き
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
こ
に
は
や
は
り
物
質
の
何
も
の
か
が
与
え
ら
れ
て
い

る。
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
う
ち
に
物
質
の
何
も
の
か
が
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
片
化
さ
れ
た
イ
マ
ー

ジ
ュ
を
知
る
こ
と
と
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
を
知
る
こ
と
は
別
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
物
質
世
界
の
全
体
を
一
挙
に
知
覚
す
る
の
は
事

実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
の
方
に
向

か
っ
て
、
現
に
知
覚
に
与
え
ら
れ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
以
上
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
現
れ
の
根
源
を
垣
間
み
る

こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
？
も
し
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
私
た
ち
は
物

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
る
か
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（
一
）
無
意
識

私
た
ち
は
い
ま
知
覚
さ
れ
て
い
る
事
物
の
先
に
、
た
と
え
そ
れ
が
い
ま

知
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
他
の
事
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
知
覚
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。
「
…

我
々
の
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
直
接
的
地
平
は
、
存
在
す
る
が
知
覚
さ
れ
な

い
よ
り
大
き
な
地
平
枠
に
よ
っ
て
必
然
的
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
こ
の

地
平
枠
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
別
の
枠
を
そ
れ
自
身
伴
っ
て
お
り
、
こ
れ
は

無
限
に
続
く
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
包
み
こ
む
、
よ
り
広

、
、
、
、
、

い
、
そ
し
て
無
限
で
さ
え
も
あ
る
経
験
に
対
し
て
常
に
部
分
的
内
容
で
し

か
な
い
こ
と
は
、
延
長
と
し
て
の
我
々
の
現
在
の
知
覚
の
本
質
に
属
す
る
」

(
2
8
6
)

。
ナ
？
な
わ
ち
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
「
表
象
さ
れ
な
く
と
も
現
存
し
得

る
」
と
別
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
扉
の
向
こ
う
側
に
あ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
知
覚
さ
れ
て
い
な

い
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
イ

マ
ー
ジ
ュ
は
、
経
験
の
外
部
で
私
た
ち
の
精
神
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
経
験
は
、
知
覚
さ
れ
た
地
平
を
越
え
て
い
る
が

ゆ
え
に
我
々
の
意
識
に
は
不
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
現
実
に
与

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

(ib
尽
）
。
意
識
に
は
不
在
で
あ
る
が

現
実
に
与
え
ら
れ
る
こ
の
経
験
は
、
「
無
意
識
的
な
も
の
l'inconscient
」

（拐
7
)

の
経
験
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

質
の
存
在
を
よ
り
明
確
に
捉
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
無
意
識
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
た
際
、
「
物
質
全
体
の
無

意
識
的
知
覚
」
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
、
断
定
は
し
な
い
に
せ
よ
、
少
な

(
5
)
 

く
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
の
理
解
す
る
無
意
識
と
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
或
る
全
体
的
な
心
理
状
態
が
そ
れ
と
と
も
に
或

る
暗
さ
の
感
情
sentiment
d'une obs g
 
rite
、
或
る
欠
如
の
漠
然
と
し
た

知
覚

g恒
e
百
rception
d'une la g
 
n
e
を
伴
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
い
か

な
る
新
奇
な
も
の
も
こ
の
状
態
そ
れ
自
身
に
外
的
な
も
の
も
そ
れ
に
付
加

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
欠
如
が
満
た
さ
れ
こ
の
暗
さ
が
一
掃
さ
れ
得
る

と
い
う
確
信
を
伴
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
と
き
そ
こ
に
明

確
に
は
現
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
状
態
の
う
ち
に
は
何
も
の
か
が
存
在
す

る
。
そ
れ
は
純
粋
な
無
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
何
の
も
の

で
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
心
理
状
態
は
自
足
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
い

か
な
る
不
安
も
伴
わ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
意

(
6
)
 

識
的
な
も
の
に
は
属
さ
な
い
だ
ろ
う
」
。
心
理
状
態
に
伴
う
「
暗
さ
の
感

情
」
、
「
欠
如
の
漠
然
と
し
た
知
覚
」
、
「
不
安
」
は
、
意
識
に
は
現
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
そ
の
心
理
状
態
を
漠
然
と
し
た
形
で
取
り
巻
き
、
む

し
ろ
心
理
状
態
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
。
「
こ
の
無
意
識
的
な
も
の
は
、

現
実
の
意
識
的
心
理
状
態
の
或
る
欠
如
に
存
す
る
が
、
そ
れ
は
積
極
的
な

(
7
)
 

性
質
を
持
つ
欠
如
で
あ
っ
て
、
単
な
る
空
虚
と
は
全
く
異
な
る
」
。
物
質

全
体
の
知
覚
が
或
る
種
の
無
意
識
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
〈
積
極

的
な
欠
如
〉
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？

実
際
、
私
た
ち
の
知
覚
は
自
足
し
て
は
い
な
い
。
知
覚
に
現
れ
る
イ
マ
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ー
ジ
ュ
は
身
体
の
「
行
動
の
要
求
e旦
5ences
de l
'
a
c
t
i
o
n
」
に
し
た
が
っ
て

浮
き
上
が
っ
て
く
る
が
、
「
行
動
の
要
求
」
が
不
断
に
働
く
も
の
で
あ
る

以
上
、
知
覚
に
お
い
て
意
識
が
把
捉
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
も
そ
の

都
度
不
断
に
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
は
、
常
に
、
現
に
与

え
ら
れ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
そ
の
先
を
視
野
に
入
れ
よ
う
と
前
の
め
り

に
傾
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
識
の
態
度
が
〈
積
極
的
な
欠
如
〉

と
し
て
経
験
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
身
体

は
、
そ
の
「
行
動
の
要
求
」
に
よ
っ
て
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
か
ら

特
定
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
限
定
し
つ
つ
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
貧
困
化
を
引
き
起
こ

す
一
方
で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
同
じ
「
行
動
の
要
求
」
に
よ
っ
て
、

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
全
体
」
を
把
握
す
る
可
能
性
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含

ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
知
覚
は
そ
の

本
質
的
な
完
結
不
可
能
性
に
お
い
て
、
逆
に
物
質
全
体
の
知
覚
へ
と
開
か

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
純
粋
知
覚

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
記
憶
力
、
つ
ま
り
知
覚
に
紛
れ
込
ん
だ
主
観

的
な
も
の
を
取
り
除
い
た
知
覚
を
純
粋
知
覚
と
呼
び
、
こ
の
知
覚
に
お
い

て
物
質
の
「
直
接
的
で
あ
る
と
同
時
に
瞬
間
的
な
視
像
」

(
1
8
5
)

が
得
ら

れ
る
と
し
て
い
る
。
純
粋
知
覚
は
私
た
ち
の
現
実
の
具
体
的
な
知
覚
と
は

異
な
る
が
、
そ
う
し
た
経
験
上
の
知
覚
の
成
立
条
件
を
成
す
知
覚
で
あ
り
、

決
し
て
空
想
上
の
も
の
で
は
な
い
。
物
質
の
精
神
に
対
す
る
独
立
性
、
物

質
の
客
観
性
が
私
た
ち
の
具
体
的
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
極
限
の
場
、
そ
の

条
件
と
し
て
純
粋
知
覚
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
覚
の
主
観
的

側
面
は
、
純
粋
知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
物
質
の
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
的

視
像
を
記
憶
力
に
よ
っ
て
一
定
の
持
続
の
う
ち
に
収
縮
さ
せ
て
捉
え
る
こ

と
に
起
因
す
る
。
知
覚
に
現
れ
る
感
覚
的
性
質
は
こ
の
記
憶
力
の
収
縮
作

用
に
由
来
す
る
。
こ
の
記
憶
力
を
解
除
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
持
続
の
な
か

に
凝
集
し
て
い
た
諸
瞬
間
が
一
斉
に
解
き
放
た
れ
、
相
互
外
在
的
な
無
数

の
瞬
間
が
純
粋
知
覚
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
純
粋
知
覚
に
お
い
て
、
対
象
は
私
た
ち
に
物
質
的
側
面
を
よ
り
は
っ
き

り
と
明
ら
か
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
ま
た
、
こ
の
純
粋
知
覚
と
い
え
ど
も
、
ま
さ
に
物
質
と
精
神

と
の
連
結
点
に
位
置
す
る
が
ゆ
え
に
、
記
憶
力
の
働
き
を
完
全
に
払
拭
す

る
こ
と
は
で
き
な
い

(
c
f
.
3
5
4
)

。
「
我
々
の
純
粋
知
覚
は
、
ど
ん
な
に
素

早
い
も
の
と
考
え
る
と
し
て
も
、
或
る
持
続
の
厚
み
を
占
め
る
」

(
2
1
6
)

の
で
あ
る
。
純
粋
記
憶
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
物
質
の
「
直
接
的
で
あ
る

と
同
時
に
瞬
間
的
な
視
像
」
は
、
実
は
す
で
に
記
憶
力
の
働
き
に
よ
っ
て

影
響
を
受
け
て
い
て
、
そ
れ
は
「
事
物
の
現
実
の
諸
瞬
間
」
に
で
は
な
く

す
で
に
「
我
々
の
意
識
の
諸
瞬
間
」
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
（
臣
蕊
．
）
。
と

は
い
え
、
そ
れ
は
精
神
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
瞬
間
で
は
な
い
。
「
我
々

の
延
長
的
感
覚
が
よ
り
数
多
く
の
瞬
間
に
分
割
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
物

質
は
次
第
に
等
質
的
に
な
り
、
実
在
論
の
語
る
等
質
的
振
動
の
体
系
に
際

限
な
く
近
づ
く
だ
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
と
完
全
に
合
致
す
る
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こ
と
が
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
」

(
2
1
7
)

。
記
憶
力
の
解
除
に
よ
っ
て
物

、
、
、

質
が
あ
ら
ゆ
る
記
憶
力
を
排
除
し
た
純
粋
な
瞬
間
に
行
き
着
く
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
か
え
っ
て
実
在
論
の
考
え
る
即
自
的
瞬
間
で
あ
っ
て
、

精
神
の
観
念
的
構
築
物
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
知
覚
の
あ
ら

ゆ
る
主
観
的
な
性
質
を
除
去
す
べ
く
記
憶
力
の
収
縮
作
用
を
徹
底
的
に
解

除
し
て
い
っ
た
結
果
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
識
を
刻
印
さ
れ
た
瞬
間

が
な
お
残
存
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
意
識
の
瞬
間
に
お
い
て
こ
そ

物
質
と
精
神
は
結
び
付
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
？
意
識
の
瞬

間
の
取
り
除
き
が
た
さ
と
は
、
物
質
と
精
神
の
結
合
の
事
実
性
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

純
粋
知
覚
と
い
う
意
識
の
瞬
間
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
物
質
の
実
在
性

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
「
知
覚
か
ら
物
質
へ
、
主
体
か
ら
客
体
へ
移
行

、
、
、
、

す
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
間
の
不
可
分
な
厚
み
を
理
念
的
に
i
d
e
a
l
e
m
e
n
t

分
割
し
、
こ
の
厚
み
に
お
い
て
必
要
な
だ
け
の
多
数
の
瞬
間
を
区
別
す
れ

ば
十
分
で
あ
ろ
う
」

(
i
b

尽
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）
。
物
質
が
多
数
の
瞬
間

に
還
元
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
瞬
間
そ
の
も
の
が
現
実
の
経
験
に
与
え

ら
れ
得
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
純
粋
知
覚
は
私
た
ち
の
経
験

そ
の
も
の
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
の
条
件
と
し
て
そ

の
存
在
が
主
張
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
知
覚
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
る
物
質
の
実
在
性
と
は
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
実
在
性

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
記
憶
力
の
解
除
と
い
う
思
考
実
験
の
終
局
に
お
い

て
与
え
ら
れ
得
る
実
在
性
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
理
念
的
実
在
性
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
実
在
性
が

精
神
に
よ
る
観
念
的
な
構
築
物
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
物
質
と
精

神
は
、
純
粋
知
覚
に
お
い
て
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
結
合
を
見
出
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
か
ら
。

（
三
）
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
知
覚
か
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
の
把
握
ヘ

私
た
ち
の
具
体
的
知
覚
に
は
、
身
体
の
欲
求
に
し
た
が
っ
て
、
様
々
の

輪
郭
や
形
象
で
区
切
ら
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
物
質
の
理
論
は
、
有
用
で
、
我
々
に
欲
求
に
全
く
相
関
的
な
イ
マ
ー
ジ

ュ
の
下
に
実
在
を
再
び
見
出
す
こ
と
を
任
務
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
が
ま
ず
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
れ
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ

る」

(
3
3
6
)

。
分
割
可
能
性
は
物
質
に
本
来
備
わ
っ
た
特
性
で
は
な
く
、

、
、
、
、
、

「
我
々
が
物
質
に
働
き
か
け
る
図
式
」

(
3
4
5
)

で
あ
る
等
質
空
間
の
表
象

に
由
来
す
る
。
私
た
ち
は
、
等
質
空
間
を
物
質
の
下
に
張
り
巡
ら
し
、
等

質
空
間
の
持
つ
無
限
な
分
割
可
能
性
を
手
が
か
り
に
し
て
物
質
を
任
意
の

物
体
に
裁
断
す
る
。
ゆ
え
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
は
物
質
の
何
も
の
か
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
分
割
可
能
性

は
物
質
か
ら
手
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
物
質
の
本
性
を
知
る
た

め
に
は
む
し
ろ
こ
の
分
割
可
能
性
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、

知
覚
に
与
え
ら
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
示
す
特
性
の
う
ち
、
私
た
ち
が
物
質

か
ら
直
接
手
に
入
れ
た
も
の
は
何
か
？
そ
れ
は
延
長
と
い
う
特
性
で
あ

る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
分
割
可
能
性
を
排
除
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
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は
直
ち
に
延
長
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
人
は
、
或
る
程
度
に
お
い
て
、

延
長
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
空
間
か
ら
身
を
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
さ
に
そ
こ
に
直
接
的
な
も
の
へ
の
帰
還
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち

は
、
図
式
を
通
じ
て
空
間
を
把
握
し
た
と
見
な
す
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、

延
長
の
方
は
実
際
に
知
覚
す
る
の
で
あ
る
か
ら
」

(
3
2
3
)

。
物
質
と
は
分

割
さ
れ
ざ
る
延
長
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
知
覚
は
、
物
質
を
分
割
し
て
把
握
す
る
と
同
時
に
、
物
質

を
不
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
把
握
す
る
。
「
知
覚
す
る
と
は
不
動
化
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
」

(
3
4
2
)

。
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
な
る
ほ
ど
、
身
体
の
そ
の
都
度
の
欲
求
に
合
わ
せ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
を

固
定
し
た
状
態
で
断
続
的
に
切
り
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

物
質
か
ら
分
割
可
能
性
を
取
り
去
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
質
か
ら
不
動
性

を
取
り
去
る
こ
と
に
等
し
い
。
不
動
性
を
取
り
去
れ
ば
、
物
質
は
「
変
動

、
、
、
、
、

す
る
連
続
性
c
目

tm旦
さ
ぎ
筵
d
恙さ」

(
3
3
3
)

と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
絶

え
ず
変
化
し
つ
つ
あ
る
「
感
覚
質
の
連
続
性
」

(
3
3
4
)

で
あ
る
だ
ろ
う
。

物
質
は
、
こ
の
よ
う
に
、
絶
え
ず
変
化
し
つ
つ
あ
る
不
可
分
の
延
長
な
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
物
質
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
規
定
さ
れ
る
と
し

て
も
、
そ
の
意
味
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
寄
せ
集
め
て
で
き
る
全
体
の
形
象

が
物
質
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
物
質
と
は
、
互
い
に
は
っ
き
り
と
区

別
さ
れ
る
個
別
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
ヘ
と
形
作
ら
れ
る
そ
の
手
前
に
あ
る
、
全

体
と
し
て
見
ら
れ
た
流
動
す
る
延
長
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
イ

四
「
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
物
質
概
念

マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
れ
の
一
条
件
を
成
す
が
、
逆
に

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
集
結
に
よ
っ
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
を
作
り
出

す
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
両
者
が
全
体
と
部
分
の

関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
空
間
的
な
次
元
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て

物
質
を
こ
の
よ
う
に
流
動
す
る
不
可
分
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
た
め
に

は
、
知
覚
の
本
性
を
捉
え
る
際
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
行
動
の
領
域
か
ら

、
、
、
、

「
純
粋
認
識
の
領
域
」
(
i
b

蕊
）
へ
身
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質

は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
が
、
物
質
の
本
性
は
流
動
す
る
延
長

と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
創
造
的
進
化
』
で
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
の
結
論
を
継
承
し
つ
つ
、

物
質
概
念
の
さ
ら
な
る
深
化
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
純

粋
知
常
に
お
い
て
解
き
放
た
れ
る
多
数
の
瞬
間
は
実
在
論
が
考
え
る
よ
う

な
純
粋
な
数
学
的
瞬
間
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
意
識
の
最
短
の
持
続
に

対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
一
定
の
持
続
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
持

続
を
さ
ら
に
解
体
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
物
質
が
規
定
さ
れ
る
の

は
こ
の
か
す
か
な
持
続
を
持
っ
た
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
極
限
に
お

い
て
、
我
々
は
、
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
で
作
ら
れ
る
存
在
を
垣
間
み
る
。

も
は
や
実
在
的
な
持
続
も
な
く
、
無
限
に
死
ん
で
は
生
き
返
る
瞬
間
性
し

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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か
な
い
。
そ
こ
に
物
質
の
存
在
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
完
全
に
そ
う
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
分
析
は
物
質
を
要
素
的
な
振
動
に
解
体
し
、
そ
の
最

も
短
い
も
の
は
非
常
に
わ
ず
か
で
ほ
と
ん
ど
消
失
し
そ
う
な
持
続
を
持
つ

で
あ
ろ
う
が
、
持
続
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
」

(
6
6
5
)

。
持
続
を

徐
々
に
緩
や
か
な
も
の
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
記
憶
が
一

体
と
な
っ
て
集
中
し
緊
張
状
態
を
保
っ
て
い
た
自
我
は
解
体
し
、
相
互
に

明
確
に
区
別
さ
れ
る
記
憶
の
諸
形
象
が
現
れ
る
。
さ
ら
に
緊
張
を
解
き
ほ

ぐ
し
て
み
る
と
、
今
度
は
拡
が
り
を
持
っ
た
感
覚
が
生
じ
る
。
物
質
は
こ

う
し
た
空
間
化
の
運
動
を
さ
ら
に
延
長
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
空
間
性
を
こ
う
定
義
す
る
。
「
完
全
な
空
間
性
と
は
部

分
相
互
の
完
全
な
外
在
性
に
存
し
、
つ
ま
り
部
分
相
互
の
完
全
な
独
立
に

存
す
る
」

(
6
6
7
)

。
と
こ
ろ
が
、
物
質
が
無
限
に
短
い
要
素
的
な
振
動
に

解
体
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
振
動
の
各
々
は
微
小
な
持
続
を
持
っ
て
お

り
、
そ
の
部
分
相
互
は
、
弱
い
形
で
あ
れ
、
や
は
り
連
帯
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
持
ち
、
相
互
に
独

立
し
た
系
を
成
す
と
思
わ
れ
る
対
象
も
、
子
細
に
見
れ
ば
相
互
に
影
響
関

係
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
物
質
の
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
は
物
質
の

本
性
に
は
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
す
で
に
確
認
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
物
質
は
完
全
な
空
間
性
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、

「
こ
う
言
う
ほ
か
は
な
い
。
物
質
は
空
間
の
う
ち
に
拡
が
っ
て
い
る
け
れ

、
、
、
、
、
、
、
、

ど
も
完
全
に
拡
が
り
き
っ
て
い
る
の
で
な
い
。
物
質
を
孤
立
し
た
系
に
分

解
可
能
で
あ
る
と
見
な
し
、
相
互
関
係
に
お
い
て
変
化
す
る
が
そ
れ
自
身

は
変
化
し
な
い
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
諸
要
素
が
物
質
に
あ
る
と
考

え
、
最
終
的
に
純
粋
な
空
間
と
い
う
特
性
を
物
質
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
は
、
物
質
が
単
に
そ
の
運
動
の
方
向
を
描
く
に
す
ぎ
な
い
運
動

の
終
端
に
身
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
6
6
8
)

。
純
粋
で
完
全
な
空
間

性
と
は
む
し
ろ
、
空
間
性
へ
向
か
う
運
動
に
つ
い
て
精
神
が
作
り
上
げ
る

、
、
、
、

そ
の
「
終
端
の
図
式
表
象

schemaJ
(
6
6
7
)

で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、

相
互
外
在
的
な
諸
要
素
と
し
て
完
全
な
空
間
性
の
下
に
捉
え
ら
れ
た
物
質

の
姿
は
、
こ
の
図
式
表
象
で
も
っ
て
か
ら
め
取
ら
れ
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
物
質
は
、
単
に
、
完
全
な
空
間
性
へ
と
至
る
運
動
の
途
上

に
、
そ
の
運
動
の
終
端
の
手
前
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
空
間
性
へ
至
る
運
動
は
、
持
続
に
対
し
て
、
そ
れ

自
身
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
た
対
立
項
と
し
て
相
対
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
持
続
の
弛
緩
し
た
も
の
、
緩
慢
な
持
続
と
い
う
意
味
を
持
つ

、
、
、
、
、
、
、

に
す
ぎ
な
い
。
「
そ
れ
自
身
と
し
て
す
ば
ら
し
い
も
の
、
驚
き
を
引
き
起

こ
す
に
値
す
る
も
の
は
、
実
在
的
な
も
の
の
不
可
分
の
全
体
が
前
進
し
つ

つ
成
し
遂
げ
る
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
創
造
で
あ
る
」

(
6
7
9
)

。
こ
の
積
極

的
な
運
動
が
「
中
断
interrupg
n」
し
、
「
反
転
inversion」
す
る
や
否
や
、

空
間
性
が
自
動
的
に
現
れ
る
。
「
唯
一
の
仮
説
だ
け
が
是
認
さ
れ
る
。
数

学
的
秩
序
は
何
ら
積
極
的
な
も
の
を
持
た
ず
、
或
る
中
断
が
自
ず
か
ら
そ

こ
に
向
か
う
形
式
で
あ
る
。
物
質
性
と
は
ま
さ
に
こ
の
種
の
中
断
で
あ
る
」

(
6
8
1
)

。
し
た
が
っ
て
、
精
神
と
物
質
は
対
称
的
な
形
で
二
元
性
を
成
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
物
質
は
精
神
の
運
動
の
「
反
転
」
と
い
う
意
味
を
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持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
も
は
や
結
び
付
く
べ
き
二

項
は
存
在
し
な
い
と
言
え
る
。
物
質
と
精
神
が
互
い
に
相
手
の
対
立
項
を

成
す
二
元
論
は
、
物
質
を
空
間
と
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で

あ
る
。で

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
精
神
な
い
し
創
造
の
運
動
は
「
中
断
」
し
、

「
反
転
」
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
、
物
質
を
精
神
の
絶
対
的
外
部

と
し
て
規
定
す
る
見
方
は
す
で
に
却
下
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
物
質
は

精
神
に
対
す
る
一
種
の
実
在
的
抵
抗
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ

の
抵
抗
が
精
神
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
性
と
い
う
正
反
対
の

傾
向
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
空
間
性
と
い
う
傾
向
以

前
に
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
、
精
神
と
予
め
実
在
的
対
立
を
成
す
何
ら
か

の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
精
神
の

運
動
の
「
中
断
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
る
逆
方
向
の
運
動
が
物
質
な

、
、
、

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
中
断
」
は
、
精
神
の
運
動
が
自
分
自

身
で
自
ら
を
「
中
断
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
依
然
と
し
て
物
質
は
精
神
の
対
立
項
に

と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、

「
そ
れ
自
身
と
し
て
す
ば
ら
し
い
も
の
、
驚
き
を
引
き
起
こ
す
に
値
す

る
も
の
は
、
実
在
的
な
も
の
の
不
可
分
の
全
体
が
前
進
し
つ
つ
成
し
遂
げ

る
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
創
造
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
数
学
的
秩
序
そ
の
も

の
の
複
雑
さ
が
、
そ
れ
を
い
か
に
巧
み
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、

世
界
に
一
欠
片
の
新
し
さ
も
も
た
ら
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
創
造
す

結
論

る
力
が
ひ
と
た
び
措
定
さ
れ
る
と
、
（
中
略
）
そ
れ
は
自
分
自
身
か
ら
自

ら
気
を
逸
ら
す
se
distraire d'elle ,
 
m
e
m
e
だ
け
で
弛
緩
し
、
弛
緩
す
る
だ

け
で
拡
が
る
の
で
あ
り
、
拡
が
る
だ
け
で
、
然
々
に
区
別
さ
れ
た
諸
要
素

の
配
置
を
取
り
し
き
る
数
学
的
秩
序
と
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
る
堅
牢
な
決

定
論
と
が
創
造
的
行
為
の
中
断
を
表
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
は
こ
の
中
断
そ
れ
自
身
と
一
体
を
成
し
て
い
る
に
他

な
ら
な
い
」

(
6
7
9
'
合
0
)
。
つ
ま
り
、
物
質
は
精
神
の
運
動
が
自
分
自
身
か

ら
注
意
を
逸
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
言
っ
て
よ
け

れ
ば
、
物
質
は
或
る
意
味
で
精
神
の
消
極
的
所
産
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
単
な
る
一
元
論
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
物
質
と

精
神
は
、
そ
の
運
動
の
方
向
を
異
に
す
る
限
り
に
お
い
て
、
或
る
種
の
二

(
8
)
 

元
性
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た

一
元
論
か
二
元
論
か
と
い
う
既
成
の
二
者
択
一
の
構
図
を
取
り
払
っ
た
地

点
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
論
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
の
は
ら
む
困
難
が
物
質
を
空

間
と
同
一
視
す
る
見
方
に
起
因
す
る
と
考
え
、
精
神
と
物
質
の
実
在
論
的

対
立
図
式
を
持
続
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
壊
す
る
。
「
物
質

と
記
憶
』
で
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

観
念
論
的
、
実
在
論
的
な
物
質
概
念
を
退
け
つ
つ
、
さ
ら
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
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が
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
私
た
ち
の
経
験
に
与
え
ら
れ
る
そ
の
屈
折
点
に
お

い
て
物
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
は
そ
の
よ

う
に
し
て
捉
え
ら
れ
た
物
質
を
示
し
て
お
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
て
事
後
的
に
得
ら
れ
る
全
体
の
こ
と
で
は
な
い
。
『
創
造
的
進
化
』

の
物
質
概
念
は
、
完
全
な
空
間
性
と
は
一
致
し
な
い
こ
う
し
た
物
質
の
本

性
を
、
宇
宙
論
的
な
視
野
の
下
で
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
最
後
に
付
言
す
る
と
、
私
た
ち
に
は
、
持
続
概
念
そ
の

も
の
に
取
り
組
み
つ
つ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
二
元
論
を
今
度
は
精
神
の
側
か
ら

記
述
す
る
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
。

注ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
生
誕
百
年
記
念
版
著
作
集

(
O足
箋

g

p
旦,
1991.)

の
頁
数
を
本
文
中
に
挿
入
す
る
こ
と
で
示
す
。

(1)
ユ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
一
八
九
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ア
ン
リ

四
世
リ
セ
に
お
い
て
三
つ
の
形
而
上
学
講
義
（
空
間
、
時
間
、
物
質
）
を
行
っ
た
。

本
論
で
参
照
す
る
の
は
こ
の
物
質
に
つ
い
て
の
講
義
で
あ
る

(Bergson,
H., Cours 

1
1
,
p
呉
1
求
2.,p.417)

。

(
2
)
E品
son,
H., op. 
cii., p
.
4
2
1
 

(
3
)
寄
r
窃
on,
H., op. cit., p
.
4
2
2
 

(
4
)
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
身
体
が
主
体
か
否
か
と
い
う
問
題
は
本
論
に
と
っ
て
も
重
要

な
論
点
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
省
略
す
る
。
サ
ル
ト
ル
と
メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ

の
見
解
は
否
定
的
で
あ
る
（
紗
日
e
,
J
,
 P.,L'i箋
啜
恙
t

怠
z,

puf, 
1994., p.45, 
Merl gu' 

Ponty, 
M., L
'
u
n
w
n
 de !'am£et du corps 
chl!Z Mak思
笞
黄
B
思
n
蕊

B
塁
溶
里

Vrin,

1978., p.87)
。

(5)
茫
rgson,
H.,Melanges, puf, 1972., p
.
8
0
6
 

(
6
)
序
点
窃
on,
H., op. cit., 
p.808 

(
7
)
E品
son,
H., op. cit., p
・
8
P
 

(8)
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
を
実
体
の
一
元
論
で
あ
り
傾
向
の
二
元

論
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
合
目
k
e
l
e
v
i
t
c
h
,
V.,HenriBeY!,_習
n,
puf, 1989., p
.
1
7
4
)
。

（
た
や
す
こ
う
じ
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
哲
学
哲
学
史
）
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