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l

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
『
物
質
と
記
憶
』

人
間
の
経
験
の
生
起
と
持
続

人
間
の
経
験

(e
ぢ
erience
h

目
邑
ne)

と
は
何
で
あ
る
の
か
。
『
物
質

と
記
憶
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
副
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
人
間
の
経
験
を
心
身
結
合
に
認
め
、
そ
の
解
明
が
そ
の
ま
ま
精
神

と
身
体
と
の
関
係
の
解
明
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
一
方

で
「
純
粋
知
覚

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
p
u
r
e
」
の
理
論
を
他
方
で
「
純
粋
記
憶

m
e
m
o
i
r
e
 pure
」
の
理
論
を
提
示
し
た
。
こ
の
二
つ
の
理
論
は
、
車
の
両

輪
の
ご
と
く
あ
い
携
え
て
、
人
間
の
経
験
を
説
明
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
心
身
平
行
論
を
目
論
ん
だ
の
か
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
物
質
の
実
在
性
と
精
神
の
実
在
性
の
ど
ち
ら
も
疑
わ
な
い
。
彼
は
『
物

質
と
記
憶
』
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
純
粋
知
覚
と
純
粋

記
憶
を
実
際
に
順
次
吟
味
し
た
後
で
、
ま
だ
そ
れ
ら
を
互
い
に
近
づ
け
る

こ
と
が
残
っ
て
い
た
。
純
粋
な
想
い
出
が
既
に
精
神
で
あ
り
、
純
粋
な
知

覚
が
な
お
物
質
の
何
物
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
純
粋
な
知
覚
と
純

粋
な
想
い
出
と
の
合
流
点
に
身
を
置
い
て
、
精
神
と
物
質
と
の
相
互
作
用

に
何
ら
か
の
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
《
純
粋
な
》
、

す
な
わ
ち
瞬
間
的
な
知
覚
は
一
っ
の
理
想
‘
―
つ
の
極
限
で
し
か
な
い
。

ど
ん
な
知
覚
も
持
続
の
幾
分
か
の
厚
み
を
占
め
、
現
在
に
お
い
て
過
去
を

引
き
継
い
で
い
る
の
で
、
記
憶
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
私

た
ち
は
具
体
的
な
知
覚
を
純
粋
な
想
い
出
と
純
粋
な
知
覚
の
綜
合
、
す
な

わ
ち
精
神
と
物
質
の
綜
合
と
看
倣
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
結
合
の
問
題

(
1
)
 

を
最
も
狭
い
範
囲
に
切
り
詰
め
た
」

(
2
7
4
:
3
7
3
)

と。

こ
れ
は
折
衷
的
な
結
論
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
二
元
論
は
一
元
論
へ
と
還
元

さ
れ
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
問
い
た
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
答
え
て
言
う
。
「
あ
な
た
の
お
尋
ね
は
、
一
方
に
身
体
、
他
方
に

精
神
の
存
在
を
前
提
と
し
た
問
い
か
け
で
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
コ
ー
ヒ

ー
と
ミ
ル
ク
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
カ
フ
ェ
・
オ
・
レ
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
し

ょ
う
。
あ
な
た
は
、
空
間
の
中
で
、
身
体
と
精
神
と
の
結
合
を
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
問
い
の
立
て
方
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
経
験
を
う
ま

＜
捉
え
る
た
め
に
は
『
身
体
と
精
神
の
区
別
は
、
空
間
で
は
な
く
、
時
間
と

の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
担
笞
3
区
）
の
で
す
」
と
。

の
位
置
付
け

東

昌

紀
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第
一
節

等
質
的
な
、
空
間
と
時
間

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間
概
念
に
基
づ
く
説
明
が
、
主
観
と
対
象
と
の
関

係
、
真
な
る
時
間
、
記
憶
を
理
解
不
可
能
に
し
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は

そ
れ
ら
の
誤
解
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
表
明
す
る
。
何
故
か
。

空
間
は
行
為
の
便
宜
の
為
に
設
定
さ
れ
る
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
構
成
で

あ
る
。
空
間
性
に
基
づ
く
認
識
は
行
為
の
領
域
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま

、。純
粋
知
覚
の
理
論
で
は
、
知
覚
は
物
質
に
対
す
る
可
能
的
行
為
の
素
描

(2) 

で
あ
り
、
知
覚
さ
れ
る
事
物
の
限
定
は
行
為
と
関
わ
ら
な
く
な
る
と
こ
ろ

(
3
)
 

で
終
わ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
知
覚
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か
で
は

(
4
)
 

な
く
、
ど
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
の
か
を
問
題
と
す
る
。
物
質
は
イ
マ

(
5
)
 

ー
ジ
ュ
の
総
体
と
し
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
物
質
の
相
互
作
用
は

明
確
に
限
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
生
体
が
現
れ
る
と
事
態
は
一
変
す

る
。
物
質
の
現
実
的
作
用
は
生
体
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
通
過
す
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
抵
抗
に
あ
い
反
射
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
生
体
は
、
知
覚
能
力
に

(
6
)
 

応
じ
て
、
物
質
界
の
直
中
で
純
粋
な
知
覚
を
生
起
さ
せ
る
。
物
質
の
作

用
の
中
で
、
生
体
の
知
覚
能
力
の
内
に
あ
る
も
の
、
生
体
の
利
害
に
関
わ

(
7
)
 

る
も
の
は
「
引
き
算
合
minution
」
さ
れ
、
留
め
置
か
れ
る
。
あ
る
い
は

こ
の
よ
う
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
が
知
覚
能
力
で
も
あ
る
。
全
体
か
ら
分

(
8
)
 

離
さ
れ
た
物
質
の
作
用
は
分
離
に
よ
っ
て
知
覚
と
な
る
の
で
あ
る
。

知
覚
は
物
質
と
生
体
の
関
係
と
し
て
現
れ
る
。
知
覚
は
物
質
を
取
り
出

す
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
知
覚
が
生
体
の
可
能
的
行
為
を
素
描
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
度
合
を
測
る
尺
度
が
あ
る
だ
ろ
う
。
常
識
は
そ
れ
を
空
間

に
お
い
て
、
あ
る
い
は
空
間
と
し
て
理
解
す
る
。
し
か
し
行
為
の
た
め
に

構
成
さ
れ
た
空
間
は
、
行
為
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
も
、
行
為
を
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
行
為
の
可
能
性
は
対
象
ま
で
の
遠
近
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
「
空
間
上
の
距
離
は
時
間
上
の
脅
威
や
期
待
の
近

し
さ
を
見
積
も
る
」

(
1
6
0
:
2
8
6
)

の
で
あ
り
、
空
間
は
時
間
的
な
隔
た
り

を
前
提
と
す
る
。
行
為
の
尺
度
は
時
間
で
あ
る
。

空
間
的
表
象
の
固
定
性
及
び
任
意
の
分
割
可
能
性
は
、
使
い
や
す
さ
か

ら
、
時
間
の
捉
え
難
さ
に
と
っ
て
代
わ
り
、
揚
げ
旬
の
果
て
、
時
間
が
空

間
的
表
象
に
お
い
て
説
明
さ
れ
た
。
現
在
と
同
じ
資
格
で
過
去
と
未
来
が

水
平
線
上
に
配
置
さ
れ
、
空
間
の

3
次
元
に
時
間
の
次
元
が
加
算
さ
れ
、

4
次
元
が
構
成
さ
れ
る
。
時
間
も
、
自
由
な
分
割
と
固
定
が
可
能
な
瞬
間

の
寄
せ
集
め
、
等
質
的
媒
質
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
時
間
の
空
間
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
等

質
的
、
空
間
と
時
間
の
構
成
が
可
能
的
行
為
の
中
心
を
画
定
す
る
の
で
あ

る
。
「
等
質
的
空
間
と
等
質
的
時
間
は
事
物
の
属
性
で
は
な
く
、
そ
れ
を

認
識
す
る
私
た
ち
の
能
力
の
本
質
的
な
条
件
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
が
抽
象

的
形
式
の
も
と
に
表
明
す
る
の
は
、
私
た
ち
が
実
在
の
動
く
連
続
に
対
し

て
行
う
固
定
化
と
分
割
の
二
重
の
作
用
で
あ
り
、
そ
の
結
果
私
た
ち
は
そ

こ
に
支
点
を
確
保
し
、
作
用
の
中
心
を
固
定
し
、
真
な
る
変
化
を
導
く
。

等
質
的
、
空
間
と
時
間
は
物
質
に
対
す
る
私
た
ち
の
行
為
の
図
式
で
あ
る
」
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第
二
節

(
2
3
7
:
3
4
5
)

。

行
為
の
た
め
に
構
成
さ
れ
る
、
等
質
的
、
空
間
と
時
間
は
「
生
き
る
た

(
9
)
 

め
の
関
心
i
n
t
e
n
~
t

vital
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
を
行
為
以
外
の
と
こ

ろ
で
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
「
存
在
」
に
関
す
る
問
題
に
お
い
て
、
こ

の
用
心
は
重
要
と
な
る
。

意
識
と
無
意
識

命
題
「
存
在
す
る
と
は
意
識
へ
と
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
が
真
な
ら
ば
、

そ
の
対
偶
「
意
識
へ
と
現
れ
な
い
こ
と
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
も

真
で
あ
る
。

論
理
的
に
は
正
し
い
の
だ
が
、
常
識
は
そ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
例
え
ば
ケ
ー
キ
を
見
て
昨
日
の
パ
イ
を
思
い
出
し
た
時
、
想
い
出
が
、

喚
起
さ
れ
る
よ
り
も
前
に
、
脳
内
に
あ
っ
た
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

常
識
は
、
ケ
ー
キ
と
パ
イ
の
意
識
へ
の
現
れ
の
間
に
、
強
度
の
差
異
し
か

認
め
な
い
の
で
あ
る
。

(10) 

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
知
覚
と
想
い
出
の
本
性
の
差
異
に
注
意
を
喚
起
す
る

の
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
程
度
上
の
差
異
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
、
現
在
と
過
去

と
を
分
離
す
る
本
質
的
な
差
異
が
見
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
と
過
去
は
ど
う
違
う
の
か
。
「
私
の
現
在
は
私
の
関
心
を
引
く
も

の
、
私
に
と
っ
て
生
き
生
き
と
し
て
い
る
も
の
、
要
す
る
に
私
を
し
て
行

為
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
私
の
過
去
は
本
質
的
に
無

(11) 

カ
で
あ
る
」

(
1
5
2
:
2
8
0
)

。
真
な
る
過
去
は
本
性
上
潜
在
的
で
、
想
い
出

(12) 

は
行
為
と
関
わ
ら
な
い
限
り
意
識
化
せ
ず
、
現
在
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

常
識
は
過
去
や
過
去
の
痕
跡
を
知
覚
の
中
に
探
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
実

現
さ
れ
た
、
現
実
的
な
知
覚
に
潜
在
的
で
無
力
な
過
去
を
探
し
て
も
無
駄

一
体
、
真
な
る
過
去
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
誰
し
も
こ
う
尋
ね
て
み
た

く
な
る
。
し
か
し
問
い
の
「
何
処
」
は
空
間
を
前
提
と
し
、
し
た
が
っ
て

問
い
の
立
て
方
が
誤
っ
て
い
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
や
り
返
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
「
過
去
は
存
在
す
る
か
」
と
尋
ね
て
は
ど
う
か
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
「
過
去
は
存
在
す
る
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
彼
に
は
「
存
在
す
る
」

こ
と
の
説
明
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
命
題
と
対
偶
で
は
、
命
題
の
真
理
は
疑
わ
れ
な
い
の
に
対
し
、
対

偶
の
真
理
は
疑
わ
し
い
。
見
え
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
月
は
あ
る
。
対

偶
が
疑
わ
し
い
な
ら
ば
、
当
然
命
題
も
疑
わ
し
い
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
命
題
の
真
理
性
が
疑
わ
れ
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
。

意
識
が
実
効
的
で
あ
る
に
は
、
意
識
へ
と
現
れ
る
も
の
の
存
在
を
肯
定

し
て
か
か
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
私
の
行
く
手
を
さ
え
ぎ
る
岩
は
行
為
の
可

能
性
で
あ
る
。
こ
の
岩
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
、
行
為
の
可
能
性
を
云
々

で
き
な
い
。
知
覚
の
場
面
で
は
「
あ
る
こ
と
と
意
識
的
に
知
覚
さ
れ
て
あ

る
こ
と
と
の
間
の
差
異
は
、
本
性
の
差
異
で
は
な
く
、
程
度
の
差
異
に
過

ぎ
な
い
」

(
3
5
:
1
8
7
)

の
で
あ
る
。

あ
る
こ
と
と
意
識
的
に
知
覚
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
程
度
の
差
異
が
、
知

で
あ
る
。
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ら
ず
知
ら
ず
、
対
偶
「
意
識
へ
と
現
れ
な
い
こ
と
は
存
在
し
な
い
こ
と
で

あ
る
」
の
基
準
と
な
り
、
常
識
は
、
知
覚
と
同
様
に
想
い
出
の
場
合
で
も
、

意
識
へ
の
現
れ
と
現
れ
な
い
こ
と
を
単
な
る
程
度
の
差
異
と
み
な
す
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
常
識
の
修
正
が
直
ち
に
命
題
と
対
偶
の
真
理
を
保
証
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
命
題
「
存
在
す
る
と
は
意
識
へ
と
現
れ
る
こ
と
で
あ

る
」
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
現
れ
る
こ
と
の
存
在
が
保
証
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
真
理
性
が
実
は
現
在
と
過
去
の
区
別
に
関
わ
っ
て
い
る
。

意
識
に
お
い
て
無
意
識
的
心
理
状
態
が
考
え
ら
れ
な
い
の
は
「
意
識
が
心

理
状
態
の
本
質
的
特
徴
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
心
理

状
態
は
意
識
に
帰
属
す
る
の
を
や
め
れ
ば
存
在
す
る

(e臣
ster)

の
を
止

め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
意
識
が
現
在
の
、
現
実
に
生
き
ら
れ
た

も
の
の
、
結
局
は
働
く
も
の
の
特
徴
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
、
働
か
な
い
も
の

が
意
識
に
帰
属
す
る
こ
と
を
止
め
て
も
、
必
ず
し
も
何
ら
か
の
仕
方
で
存

在
す
る
こ
と
を
止
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
理
の
領
域

で
は
意
識
は
存
在
の
同
義
語
で
は
な
く
、
単
に
現
実
の
行
為
あ
る
い
は
直

接
的
有
効
性
と
同
義
語
で
あ
る
」

(
1
5
6
,
7
込
8
3
)

。

事
態
は
ど
う
な
る
の
か
。
命
題
「
存
在
す
る
と
は
意
識
へ
と
現
れ
る
こ

と
で
あ
る
」
は
確
か
に
真
で
あ
る
が
、
存
在
は
意
識
へ
の
現
れ
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
限
定
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
初
め
て
真

な
る
過
去
の
存
在
、
無
意
識
的
心
理
状
態
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
「
ひ

と
た
び
知
覚
さ
れ
れ
ば
過
去
は
消
え
去
る
と
い
う
理
由
が
も
は
や
な
い
の

は
、
私
が
知
覚
す
る
の
を
止
め
る
時
に
物
質
的
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
を

止
め
る
と
思
う
理
由
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
」

(
1
5
7
:
2
8
4
)

。

第
三
節

時
間
の
実
在
性

意
識
と
無
意
識
と
の
関
係
を
明
確
に
し
て
ゆ
こ
う
。
身
体
を
中
心
と
す

る
空
間
内
に
あ
る
対
象
は
、
身
体
が
そ
れ
に
及
ぼ
す
行
為
、
あ
る
い
は
対

象
の
身
体
に
対
す
る
作
用
を
様
々
な
程
度
で
表
す
。
身
体
は
物
質
と
の
関

(13) 

係
性
を
知
覚
に
す
る
。
あ
る
い
は
こ
の
関
係
性
を
身
体
と
み
な
し
て
も
良

(14)

（

15) 

い
だ
ろ
う
。
生
体
は
物
質
界
に
お
け
る
行
為
の
中
心
、
非
決
定
の
中
心

で
あ
る
。
行
為
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
、
対
象
が
生
体
の
要
求
に
応
じ
な

(16) 

く
な
る
と
こ
ろ
に
、
意
識
的
知
覚
の
限
界
が
あ
る
。
意
識
へ
と
現
れ
な

い
「
客
観
的
実
在
性
realites
objectives sans rapport a
 la conscience
」

(
1
5
9
:
2
8
5
)

が
無
意
識
的
存
在
様
態
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

無
意
識
的
存
在
は
空
間
の
展
開
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
の
尺
度
で
あ
る

時
間
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
狙
い
は
こ
れ
だ
。
仮
に
、
新
し

い
現
在
は
古
い
現
在
を
過
去
へ
と
押
し
や
り
、
古
く
な
っ
た
現
在
は
消
滅

す
る
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
現
在
に
保
存
さ
れ
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
後

者
で
あ
れ
ば
現
在
は
古
く
は
な
ら
な
ず
、
過
去
は
な
い
。
前
者
で
あ
れ
ば

想
い
出
の
現
れ
を
説
明
で
き
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
過
去
を
「
客
観
的

実
在
性
の
な
い
意
識
状
態
e応
ts
d
e
 conscience sans realite objective
」

(
1
5
9
:
2
8
5
)

、
も
う
―
つ
の
無
意
識
的
存
在
様
態
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
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で
あ
る
。
過
去
は
次
か
ら
次
へ
と
蓄
え
ら
れ
る
。
意
識
に
現
れ
な
い
だ
け

で
、
存
在
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

物
質
が
等
質
的
空
間
に
お
い
て
は
汲
み
尽
く
さ
れ
ず
、
時
間
の
流
れ
が

等
質
的
時
間
に
お
い
て
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
の
は
、
無
意
識
的
存
在
様

態
が
、
一
枚
の
紙
の
裏
と
表
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
表
象
に
付
き
ま
と
う

か
ら
で
あ
る
。
物
質
に
は
隠
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
想
い
出
は
不
在
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
空
間
的
展
開
、
時
間
的
展
望
は
開
か
れ
る
。
無
意
識
的

存
在
の
二
つ
の
様
態
は
、
空
間
の
場
合
に
も
時
間
の
場
合
に
も
、
展
望
を

(17) 

開
く
と
い
う
同
じ
役
割
を
果
た
し
、
想
い
出
が
現
在
に
結
び
つ
く
の
は
、

陰
の
部
分
が
対
象
の
知
覚
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
の
と
同
様
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
空
間
の
無
意
識
の
秩
序
と
時
間
の
無
意
識
の
秩
序
は
あ
ま
り

に
対
照
的
に
見
え
な
い
か
。
前
者
は
必
然
、
後
者
は
偶
然
で
あ
る
。
知
覚

の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
空
間
的
展
開
の
方
が
物
質
界
の
必
然
性
の
一
部
で

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
空
間
的
展
開
は
物
質
界
の
必
然
性
で
は
な
い
。
非
決

定
で
あ
る
こ
と
に
自
発
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
知
覚
の
出
現
自
体
が
偶
然

で
あ
り
、
そ
の
展
開
も
方
位
の
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
。
空
間
的
展
開
は
、

物
質
界
の
必
然
性
で
は
な
く
、
行
為
の
関
数
で
あ
る
。
同
様
に
時
間
の
無

意
識
の
秩
序
も
行
為
と
の
関
係
に
置
か
れ
る
。
「
私
た
ち
の
想
い
出
も

（
知
覚
の
対
象
と
）
同
じ
種
類
の
連
鎖
を
形
成
し
、
ま
た
決
心
の
際
に
い

つ
も
現
れ
る
私
た
ち
の
性
格
は
ま
さ
に
過
去
の
す
べ
て
の
状
態
の
現
実
的

綜
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
凝
縮
す
る
と
、
私
た
ち
の
過
去
の

（目
terieure)

心
的
生
は
自
分
に
と
っ
て
は
外
界
以
上
に
存
在
す
る
。
な

ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
外
界
の
ほ
ん
の
一
部
を
知
覚
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に

対
し
、
自
ら
の
生
き
ら
れ
た
経
験
の
全
体
を
利
用
す
る
か
ら
で
あ
る
」

(
1
6
2
:
2
8
7
)

。

本
当
に
時
間
的
展
望
は
行
為
の
関
数
な
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
過
去
が

思
い
出
さ
れ
る
原
則
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
現
在
の
意
識
は
絶
え

ず
有
益
な
も
の
を
受
け
入
れ
、
余
計
な
も
の
は
一
時
的
に
は
ね
つ
け
る
。

絶
え
ず
行
為
に
向
か
う
た
め
に
、
現
在
の
意
識
は
私
た
ち
の
過
去
の
知
覚

の
中
で
、
現
在
の
知
覚
と
統
合
し
、
共
に
最
終
的
な
決
断
に
資
す
る
も
の

し
か
素
材
に

(materialiser)

で
き
な
い
」

(
1
6
2
:
2
8
7
,
 28
8
)

。
こ
れ
こ

そ
が
純
粋
記
憶
説
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
時
間
に
お
け
る
無
意
識
の
秩
序
の

必
然
性
は
行
為
に
有
益
な
想
い
出
が
意
識
へ
と
現
れ
る
こ
と
に
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
時
間
的
展
望
は
さ
ら
に
未
来
へ
も
開
か
れ
る
だ
ろ
う
。
直

接
的
な
未
来
は
行
為
を
引
き
付
け
て
い
る
力
、
差
し
迫
る
行
為
で
あ
り
、

未
来
は
行
為
の
実
践
的
欲
求
と
し
て
あ
る
。
空
間
の
無
意
識
は
期
待
と
脅

(18) 

威
に
満
ち
て
い
て
、
時
間
の
無
意
識
に
は
な
い
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。

無
意
識
の
二
つ
の
存
在
様
態
は
時
間
的
展
望
を
通
し
て
結
び
つ
く
。
「
私

た
ち
は
、
空
間
に
お
い
て
気
づ
か
れ
な
い
対
象
と
時
間
に
お
け
る
無
意
識

的
想
い
出
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
、
存
在

(e臼
stence)

の
、
根
本
的
に

異
な
る
、
二
つ
の
形
式
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
。
行
為
の
要
求
が
二
つ
の

場
合
逆
転
す
る
の
で
あ
る
」

(
1
6
2
'
1
6
3
:
2
8
8
)

。
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行
為
を
準
備
す
る
た
め
に
想
い
出
が
意
識
へ
と
現
れ
る
。
私
た
ち
は
記

第
四
節

私
た
ち
は
、
物
質
界
の
直
中
に
身
を
置
い
た
よ
う
に
、
過
去
に
身
を
置

(19) 

か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
た
ち
が
経
験
す
る
存
在

(existence)

は
、
第
一
に
意
識
へ
と
現
れ
、
第
二
に
そ
れ
に
前
後
す
る

(20) 

も
の
と
論
理
的
、
因
果
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。

行
為
の
関
数
と
し
て
時
間
的
、
空
間
的
系
列
の
一
部
が
意
識
へ
と
現
れ

る
。
二
つ
の
系
列
は
同
じ
程
度
に
意
識
を
満
た
す
の
で
は
な
い
。
程
度
は

行
為
に
と
っ
て
の
有
効
性
に
比
例
す
る
。
行
為
を
準
備
し
、
未
来
を
目
指

す
も
の
が
意
識
へ
と
現
れ
る
。
同
じ
こ
と
だ
が
意
識
の
現
れ
は
過
去
と
未

来
を
無
意
識
的
存
在
様
態
に
す
る
。
過
去
と
未
来
を
区
別
す
る
境
界
と
し

(21) 

て
の
純
粋
な
現
在
は
「
生
起
す
る
も
の
8
qui se fuit」
で
し
か
な
い
。
具

体
的
な
現
在
が
空
間
の
展
開
と
時
間
の
展
望
を
有
す
る
の
に
対
し
、
「
純

粋
な
現
在
は
未
来
に
食
い
込
む
過
去
の
捕
捉
不
可
能
な
進
行
」
(
1
6
7
:
2
9
1
)

、

生
起
、
生
成
で
あ
る
。

(22) 

具
体
的
な
現
在
は
「
過
ぎ
た
ば
か
り
の
過
去
passe
immediat
」
に
加

え
て
、
行
為
に
と
っ
て
有
益
な
想
い
出
か
ら
成
る
。
「
ど
ん
な
知
覚
も
既

に
記
憶
で
あ
り
、
私
た
ち
は
実
際
に
は
過
去
し
か
知
覚
し
な
い
」

(
1
6
7
:
2
9
1
)

の
だ
が
、
同
時
に
私
た
ち
は
己
自
身
の
全
歴
史
に
立
脚
し
、

己
の
人
格
を
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

記
憶
の
二
形
式

憶
の
問
題
に
到
達
し
た
。
純
粋
記
憶
の
理
論
に
お
い
て
も
、
純
粋
知
覚
同

様
、
想
い
出
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
制
限
さ

(23) 

れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
過
去
が
思
い
出
さ
れ
る
時
、
そ
の
現
出
の
様
態
に
従

っ
て
、
記
憶
力
を
二
つ
の
形
式
に
分
け
る
。
過
去
は
、
運
動
機
構
に
お
い

て
存
続
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
想
い
出
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
も
あ
る
。

学
課
の
記
憶
と
朗
読
の
想
い
出
が
記
憶
の
二
形
式
を
説
明
す
る
。
次
に
そ

れ
を
見
て
ゆ
こ
う
。

学
課
の
記
憶
は
課
業
の
暗
唱
で
あ
り
、
朗
読
の
想
い
出
は
一
回
一
回
の

練
習
の
記
憶
で
あ
る
。
前
者
は
同
じ
努
力
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
身
に
つ

く
。
こ
の
記
憶
は
課
業
の
正
確
な
繰
り
返
し
で
あ
り
、
行
為
と
し
て
実
現

す
る
。
そ
れ
は
過
去
の
再
演
で
あ
り
、
「
私
の
現
在
の
一
部
を
成
し
、
表

象
さ
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
生
き
ら
れ
、
行
為
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
」

(
8
5
:
2
2
7
)

。
仙
牢
月
、
師
叩
詰
叫
の
想
い
出
は
一
回
で
記
憶
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

想
い
出
は
互
い
に
区
別
さ
れ
る
。
学
課
の
記
憶
が
動
作
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
個
々
の
朗
読
の
想
い
出
は
表
象
で
あ
り
、
表
象
に
過
ぎ
な
い
」
(
8
5
:
2
2
6
)

。

学
課
の
記
憶
と
朗
読
の
想
い
出
の
間
に
本
性
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

暗
唱
の
た
め
に
想
い
出
を
思
い
出
す
必
要
は
な
く
、
想
い
出
を
喚
起
す
る

の
に
暗
唱
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
過
去
の
保
存
は
互
い
に
独
立

す
る
記
憶
力
を
前
提
と
す
る
。
「
運
動
的
、
活
動
的
記
憶
力

m
e
m
o
i
r
e

(24) 

m
o
日
ce
o
u
 active
」
は
同
じ
運
動
機
構
が
行
為
へ
と
向
け
ら
れ
れ
ば
過

(25) 

去
を
再
現
す
る
。
「
自
発
的
記
憶
力
m
e
m
o
i
r
e
spontanee
」
は
出
来
事
に
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日
付
を
つ
け
、
一
回
で
そ
れ
を
記
録
し
、
思
い
出
さ
れ
れ
ば
出
来
事
の
輪

郭
ま
で
描
き
出
す
。

互
い
に
独
立
す
る
記
憶
力
は
、
過
去
を
思
い
出
す
時
、
競
合
す
る
の
か
。

運
動
機
構
に
存
続
す
る
過
去
の
お
か
げ
で
、
「
適
切
な
反
応
、
環
境
と
の

平
衡
、
つ
ま
り
生
き
る
こ
と
の
一
般
的
目
的
で
あ
る
適
応
が
生
じ
る
」

(
8
9
:
2
3
0
)

。
運
動
的
記
憶
力
は
外
的
作
用
に
対
す
る
直
接
的
な
自
動
反
応

と
し
て
役
立
つ
。
運
動
機
構
が
体
制
化
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
別
の
行
為
を

準
備
す
る
自
由
の
余
地
が
増
す
こ
と
に
も
な
る
。

そ
も
そ
も
何
故
自
発
的
記
憶
力
が
過
去
を
次
々
に
蓄
積
す
る
の
か
。
自

発
的
記
憶
力
の
せ
い
で
、
想
い
出
が
突
如
現
れ
、
夢
想
と
現
実
の
区
別
が

曖
昧
に
な
り
、
行
為
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
か
。
現
実
感
覚
を
喪
失
す
る

障
害
が
あ
る
。
「
も
し
私
た
ち
の
現
実
の
意
識
、
現
在
の
状
況
に
対
す
る

私
た
ち
の
神
経
系
の
正
確
な
順
応
を
映
し
出
す
意
識
が
、
現
実
の
知
覚
と

連
携
し
て
、
そ
れ
と
共
に
有
益
な
全
体
を
形
成
し
得
な
い
過
ぎ
去
っ
た
イ

マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
の
意
識
す
べ
て
を
排
除
し
な
け
れ
ば
」

(
9
0
:
2
3
0
)

、

現
実
感
覚
も
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
運
動
的
記
憶
力
は
、
行
為
の
準
備
が
自

動
的
に
な
っ
た
分
だ
け
、
行
為
に
と
っ
て
有
益
な
想
い
出
が
意
識
へ
と
現

(26) 

れ
る
こ
と
を
許
可
し
、
無
用
な
想
い
出
を
阻
害
す
る
。
自
発
的
記
憶
力
は

「
保
存
す
る
の
に
忠
実
で
あ
る
と
同
じ
ほ
ど
再
現
す
る
の
に
気
ま
ぐ
れ
で

あ
る
」

(
9
4
,
 95
:
2
3
4
)

が
、
こ
の
記
憶
力
も
「
現
在
の
状
況
と
類
似
す
る

状
況
に
前
後
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
運
動
的
記
憶
力
に
示

し
、
そ
れ
が
成
す
選
択
に
光
を
当
て
る
」

S
臣
）
。
自
発
的
な
想
い
出
の

意
識
へ
の
現
実
化
も
や
は
り
行
為
を
準
備
し
、
行
為
の
自
由
の
度
合
い
を

高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
行
為
を
準
備
し
、
行
為
へ
と
向
か
う
に
は
「
私
た
ち
は

（切）

過
去
に
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
1
0
3
:
2
4
1
)

。
二
つ
の
記
憶
力
の
接
点
は
、

想
い
出
が
意
識
へ
と
現
れ
、
行
為
へ
と
引
き
継
が
れ
、
物
質
化
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
「
表
象
に
な
り
う
る
す
べ
て
の
表
象
か
ら
現
実
の
知
覚
に
類

似
す
る
も
の
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
既
に
始
ま
っ
て
い
る
或
い

は
単
に
生
ま
れ
か
け
の
運
動
は
、
こ
の
選
択
を
準
備
し
少
な
く
と
も
私
た

ち
が
集
め
に
ゆ
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
領
域
を
限
定
す
る
」
(
1
0
3
:
2
4
1
)

。
二
つ

の
記
憶
力
は
行
為
の
実
現
に
向
か
っ
て
互
い
に
協
力
し
あ
う
の
で
あ
る
。

生
き
ら
れ
る
反
復

運
動
的
記
憶
力
が
準
備
す
る
行
為
は
徐
々
に
習
慣
と
な
る
。
想
い
出
は

ど
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
習
慣
と
行
為
と
の
関
係
が
一
般
性
と
思
惟
と

の
関
係
に
等
し
い
」

(
1
7
3
:
2
9
6
)

と
考
え
、
類
似
の
知
覚
に
基
づ
い
た
一

般
観
念
の
検
討
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
記
憶
力
の
相
互
浸
透
を
さ
ら
に
示
し

て
い
る
。

一
般
観
念
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
避
け
ら
れ
な
い
ア
ポ
リ
ア
に
ぶ

つ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
一
般
化
す
る
に
は
ま
ず
初
め
に
抽
象
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
有
効
な
抽
象
を
行
う
に
は
既
に
一
般
化
し
て
い
な
け
れ

(28) 

ば
な
ら
な
い
」

(
1
7
4
:
2
9
7
)

と
い
う
循
環
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ

第
五
節
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ば
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
見
せ
か
け
に
過
ぎ
ず
、
成
立
し
な
い
。
私
た
ち
が
こ

の
ア
ポ
リ
ア
に
ぶ
つ
か
る
の
は
、
明
確
に
分
節
さ
れ
た
知
覚
を
出
発
点
に

す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
は
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
対
象
の
知
覚
の
方
が
一
般
化
と
抽
象
を
前

提
と
す
る
だ
ろ
う
。
出
発
点
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
精
神
が
ま

ず
初
め
に
抽
象
す
る
時
に
出
発
す
る
類
似
は
、
精
神
が
意
識
的
に
一
般
化

す
る
時
に
到
達
す
る
類
似
で
は
な
い
」

(
1
7
8
:
3
0
0
)

。
私
た
ち
は
既
に
物

質
界
の
直
中
に
、
過
去
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
私

た
ち
は
「
個
物
の
知
覚
か
ら
で
も
類
概
念
か
ら
で
も
な
く
‘
―
つ
の
中
間

的
な
知
、
際
立
っ
た
性
質
或
い
は
類
似
の
不
明
瞭
な
感
じ
」

(
1
7
6
:
2
9
8
)

か
ら
、
あ
る
い
は
「
感
じ
ら
れ
、
生
き
ら
れ
る
類
似
、
自
動
的
に
演
じ
ら

れ
る
類
似
」

(
1
7
9
:
3
0
0
)

か
ら
出
発
す
る
。
知
覚
を
生
起
さ
せ
た
「
弁
別

(29) 

作
用

d
i
s
c
e
r
n
e
m
e
n
t
」
、
こ
の
よ
う
な
類
似
に
よ
る
「
分
解
作
用

(30) 

合

ssociation
」
が
一
般
性
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
為
の
法
則
が
一
般
化
の
過
程
に
お
い
て
も
指
導
的
役
割
を
果
た
す
。

行
為
を
素
描
す
る
に
は
類
似
が
大
切
で
あ
る
。
差
異
に
拘
泥
す
れ
ば
対
応

に
追
わ
れ
、
行
為
の
実
現
は
遅
延
さ
れ
る
。
類
似
が
あ
れ
ば
対
処
は
一
般

化
し
、
そ
れ
だ
け
行
為
の
可
能
性
は
高
ま
る
。
一
般
性
は
運
動
的
反
応
の

(31) 

同
一
性
と
し
て
現
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
た
び
出
来
上
が
っ

た
運
動
的
反
応
が
別
の
作
用
に
対
し
て
も
有
効
と
な
り
、
行
為
の
可
能
性

(32) 

を
高
め
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
共
通
な
も
の
が
抽
象
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
一
般
観
念
は
表
象
さ
れ
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
取
ら
れ
、
受
容

さ
れ
て
い
た
」

(
1
7
8
:
3
0
0
)

の
で
あ
る
。

自
発
的
な
想
い
出
は
ど
う
か
。
行
為
を
準
備
す
る
時
、
同
じ
想
い
出
が

繰
り
返
し
意
識
へ
と
現
れ
る
と
、
一
般
化
が
始
ま
る
。
「
一
般
性
と
い
う

観
念
は
そ
も
そ
も
様
々
の
状
況
に
お
け
る
態
度
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
私

た
ち
の
意
識
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
運
動
の
領
域
か
ら
思
考
の
領
域
へ
と

遡
る
習
慣
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」

(
1
7
9
:
3
0
1
)

。
自
発
的
記
憶
力
は
、
当

然
、
思
考
の
領
域
へ
と
遡
る
習
慣
も
保
存
し
て
い
る
。
反
省
が
始
ま
る
の

で
あ
る
。
私
た
ち
は
運
動
的
記
憶
力
に
よ
っ
て
運
動
的
反
応
の
一
般
性
と

な
り
、
自
発
的
記
憶
力
に
よ
っ
て
一
般
観
念
を
形
成
し
、
同
時
に
反
省
を

(33) 

介
し
て
「
類
に
関
す
る
一
般
観
念
idee
generale d
u
 genre
」
を
手
に
入

(34) 

れ
る
。
一
般
観
念
は
行
為
と
表
象
と
の
間
を
絶
え
ず
行
き
来
し
て
い
る
。

生
き
ら
れ
る
類
似
は
、
反
省
（
想
い
出
の
想
い
出
）
に
お
い
て
観
念
の
一

般
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
「
知
的
に
知
覚
さ
れ
、
考
え
ら
れ
た
類
似
」

(
1
7
9
:
3
0
0
)

へ
と
帰
着
す
る
。
「
記
憶
力
は
自
発
的
に
抽
象
さ
れ
た
類
似

に
差
別
を
設
け
、
悟
性
は
類
似
の
習
慣
か
ら
一
般
性
の
明
晰
な
観
念
を
引

き
出
す
」

(
1
7
9
:
3
0
0
,
 30
1
)

の
で
あ
る
。

純
粋
知
覚
の
理
論
は
、
生
体
の
利
害
に
関
わ
ら
な
い
物
質
の
作
用
の
排

(35) 

除

(elimination)

が
物
質
の
表
象
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
最
低
度
の

段
階
で
は
神
経
系
が
そ
の
任
に
当
た
る
。
行
為
の
実
現
に
は
選
択
の
幅
が

あ
り
、
反
応
が
直
接
的
な
ら
ば
そ
れ
だ
け
必
然
的
な
運
動
で
あ
る
。
つ
ま

り
行
為
の
可
能
性
の
増
大
は
行
為
を
選
択
す
る
際
の
猶
予
の
度
合
い
に
比

例
す
る
。
神
経
系
の
複
雑
化
が
こ
れ
を
象
徴
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
生
体
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頂
点
を
下
に
し
た
円
錐
に
お
い
て
、
過
去
は
底
面
に
近
づ
け
ば
そ
れ
だ

け
古
く
な
り
、
頂
点
の
方
で
は
今
に
近
い
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
自
発

的
記
憶
力
は
過
去
を
日
付
と
と
も
に
保
存
す
る
が
、
順
列
を
表
す
の
に
円

錐
で
あ
る
必
要
性
は
な
い
。
頂
点
を
下
に
し
た
円
錐
は
上
に
ゆ
く
ほ
ど
底

面
に
平
行
に
切
り
取
ら
れ
る
断
面
は
大
き
な
円
と
な
る
。
こ
の
円
の
大
き

さ
が
一
般
観
念
の
形
成
に
関
わ
る
想
い
出
の
統
合
の
度
合
い
を
象
徴
す

る
。
切
断
面
が
大
き
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
選
択
の
幅
は
拡
が
り
、
分
解
と
弁

別
の
程
度
は
高
く
な
る
。
反
対
に
小
さ
く
な
れ
ば
選
択
は
そ
れ
だ
け
必
然

的
に
な
り
、
分
解
と
弁
別
の
程
度
も
低
い
。
つ
ま
り
一
般
観
念
は
円
錐
の

頂
点
に
近
づ
く
ほ
ど
身
体
的
反
応
の
類
似
と
な
っ
て
現
実
化
し
、
非
人
称

性
を
帯
び
、
底
面
に
近
づ
く
ほ
ど
外
延
の
大
き
な
類
と
な
り
、
人
格
性
を

帯
び
る
の
で
あ
る
。
頂
点
か
ら
切
断
面
ま
で
の
高
さ
は
選
択
、
分
節
化
に

与
え
ら
れ
る
猶
予
を
象
徴
す
る
。

円
錐
の
頂
点
が
接
す
る
平
面
だ
け
が
具
体
的
な
現
在
で
は
な
い
の
は
明

ら
か
だ
。
平
面
は
純
粋
な
知
覚
で
あ
り
、
頂
点
は
運
動
感
覚
的
な
系
と
し

、。し の
こ
の
非
決
定
に
自
発
性
の
萌
芽
を
認
め
、
可
能
的
行
為
を
素
描
す
る

(36) 

「
弁
別
作
用
」
に
精
神
の
前
兆
と
な
る
積
極
性
を
見
い
出
し
て
い
る
。

純
粋
記
憶
の
理
論
が
精
神
と
し
て
の
自
発
性
の
発
現
の
様
態
を
明
ら
か

に
す
る
。
意
識
の
現
れ
が
運
動
的
記
憶
力
と
自
発
的
記
憶
力
の
競
合
に
存

(37) 

す
る
こ
と
が
、
頂
点
を
下
に
し
た
円
錐
の
比
喩
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。

た
だ
し
図
解
は
―
つ
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、
用
心
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な

て
の
身
体
で
あ
る
。
一
っ
―
つ
の
切
断
面
は
様
々
な
程
度
の
一
般
観
念
を

表
す
。
そ
れ
は
記
憶
心
像
か
ら
な
る
意
識
の
平
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一

丸
と
な
っ
て
行
為
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
円
錐
全
体
が
具
体
的
な
現
在
で

あ
り
、
意
識
は
運
動
的
反
応
と
想
い
出
の
反
復
と
が
織
り
成
す
分
節
化
な

の
で
あ
る
。
精
神
の
自
発
性
は
、
身
体
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
も
「
過
ぎ

去
っ
た
生
全
体
」

(
1
8
8
:
3
0
7
)

の
反
復
と
し
て
現
れ
る
一
般
観
念
に
認
め

ら
れ
よ
う
。
物
質
界
か
ら
純
粋
な
知
覚
を
弁
別
す
る
作
用
は
、
一
般
観
念

を
統
合
す
る
反
復
に
お
い
て
真
に
精
神
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

行
為
の
法
則
で
も
あ
る
生
き
る
こ
と
の
根
本
的
な
法
則
に
従
っ
て
、
私

(38) 

た
ち
は
照
ら
し
出
さ
れ
た
自
ら
の
歴
史
の
一
部
に
身
を
置
く
。
記
憶
力
は

過
去
の
反
復
を
具
体
的
な
現
在
へ
と
実
現
さ
せ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
二
つ

の
記
憶
力
の
競
合
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
。
「
全
体
的
な
記
憶
力

(
m
e
m
o
i
r
e
 integrale)

は
現
在
の
状
態
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
同
時

に
二
つ
の
運
動
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
。
―
つ
は
移
行

(translation)

で
あ
り
、
こ
の
運
動
に
お
い
て
記
憶
力
は
全
体
と
し
て
経
験
の
前
へ
と
向

か
い
、
し
た
が
っ
て
分
裂
す
る
こ
と
な
く
多
少
と
も
行
為
を
め
ざ
し
て
収

縮
す
る
。
も
う
―
つ
は
自
転
運
動

(rotation)

で
あ
り
、
記
憶
力
は
最

も
有
用
な
面
を
提
示
す
る
た
め
に
現
在
の
状
況
へ
と
向
か
う
」

(
1

袷
裟
）
7
,

3
0
8
)

の
で
あ
る
。

移
行
と
自
転
が
表
裏
を
成
す
全
体
と
し
て
の
記
憶
力
が
様
々
な
程
度
に

お
い
て
反
復
を
繰
り
返
し
、
具
体
的
な
現
在
が
現
れ
る
。
生
き
る
こ
と
の

根
本
的
な
法
則
は
行
為
の
法
則
で
も
あ
る
の
で
、
私
た
ち
は
運
動
感
覚
的
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な
系
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
思
考
の
領
域
へ
の
遡
行
は
必
ず
身
体
の
領
域
へ

と
戻
っ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
意
識
的
知
覚
が
既
に
精
神
の
兆
し
で

も
あ
る
以
上
、
私
た
ち
は
物
質
の
状
態
に
留
ま
る
の
で
も
な
い
。
円
錐
は
、

具
体
的
な
現
在
を
実
現
す
る
反
復
の
契
機
の
―
つ
の
図
式
化
に
過
ぎ
な

い
。
反
復
は
絶
え
ず
生
じ
、
円
錐
は
絶
え
ず
作
り
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
我
は
円
錐
の
底
面
と
頂
点
と
の
間
を
動
き
、

(39) 

い
ず
れ
か
の
切
断
面
の
位
置
を
占
め
る
。
注
意
し
よ
う
。
何
か
実
体
的
な

自
我
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
我
の
実
体
化
は
自
我
の
空
間

的
な
固
定
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
円
錐
の
底
面
が
描
か
れ
る
こ

と
さ
え
、
既
に
説
明
の
た
め
の
便
宜
に
過
ぎ
な
い
。
自
我
が
底
面
と
頂
点

の
間
を
動
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
我
は
自
発
性
、
自
由
と
し
て
、
記
憶
力

が
成
す
反
復
と
分
節
化
の
度
に
、
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我

が
両
極
端
の
間
を
動
く
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
反
復
の
契
機
を
―
つ
の
円

錐
に
重
ね
合
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
、

自
我
は
過
去
の
反
復
に
お
い
て
生
起
す
る
。
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
生
起
す
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
自
我
が
反
復
と
と
も
に

出
現
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
反
復
そ
の
も
の
を

自
我
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
我
に
深
み
、
厚

み
、
強
度
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
が
捉
え
る
自
我
は

(40) 

「
表
層
の
自
我

moisuperficiel
」
で
し
か
な
い
。
私
た
ち
は
反
復
と
し
て

の
自
我
を
生
き
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、

自
我
の
空
間
化
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

生
き
る
こ
と
へ
の
注
意

円
錐
の
喩
え
は
、
自
我
の
あ
り
方
を
示
し
た
。
移
行
と
回
転
が
表
裏
を

成
す
記
憶
力
は
生
き
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
へ
の
注

意
が
弛
緩
し
、
行
為
を
準
備
す
る
記
憶
力
が
弱
ま
れ
ば
、
夢
想
や
狂
気
が

目
覚
め
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
人
を
惑
わ
せ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
自
我
は
あ
た
か
も
夢
想
の
平
面
と
動
作
の
平
面
の
間
を
行
き
来

(41) 

す
る
か
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
た
。
運
動
の
平
面
で
は
過
去
は
身
体
的
習
慣

と
し
て
現
実
化
し
、
刺
激
に
対
し
て
直
接
的
で
あ
り
、
夢
想
の
平
面
で
は

想
い
出
が
全
体
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
人
は
夢
想
の
平
面
に
近
い
と

こ
ろ
で
は
高
い
人
格
性
を
示
す
精
神
生
活
を
送
り
、
運
動
の
平
面
の
近
く

で
は
外
界
の
作
用
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
円
錐
の
切
断
面

の
大
き
さ
は
一
般
観
念
の
統
合
の
程
度
を
表
し
、
そ
れ
は
精
神
性
を
象
徴

す
る
。
た
だ
し
円
錐
の
喩
え
は
行
為
へ
と
向
か
う
限
り
で
の
自
我
の
精
神

性
を
示
す
場
合
に
し
か
有
効
で
は
な
い
。
夢
想
の
平
面
は
、
生
き
る
こ
と

へ
の
注
意
、
行
為
と
の
関
係
に
置
か
れ
て
、
初
め
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ

る。
迂
闊
に
も
夢
想
の
平
面
で
、
自
我
が
、
最
高
度
の
精
神
性
を
持
ち
、
真

に
自
由
で
あ
る
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
。
事
実
と
言
わ
れ
る
も
の
は
経
験
が
実
践
的

関
心
や
社
会
生
活
の
要
求
に
適
応
し
た
結
果
に
過
ぎ
ず
、
私
た
ち
の
生
き

(42) 

ら
れ
た
経
験
、
直
接
的
直
観
に
現
れ
る
実
在
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
あ
の

第
六
節
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円
錐
の
喩
え
に
存
在
論
的
に
先
立
つ
人
間
の
経
験
を
そ
の
根
原
に
ま
で
探

し
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
経
験
が
私
た
ち
の
実
益
の
方
に
傾
き
、
文

字
ど
お
り
人
間
の
経
験
と
な
る
決
定
的
な
曲
が
り
角
の
向
こ
う
側
で
」

(
2
0
5
:
3
2
1
)

こ
そ
、
実
在
の
直
接
的
南
観
は
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
決
定
的
な
曲
が
り
角
tournant
decisif
」
の
と
こ
ろ
で
非

人
間
的
経
験
が
人
間
の
経
験
に
な
る
の
で
は
な
い
。
曲
が
り
角
は
ブ
ラ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
で
は
な
い
。
曲
が
り
角
の
向
こ
う
側
も
や
は
り
人
間
の
経
験

で
あ
り
、
曲
が
り
角
の
こ
ち
ら
側
で
は
経
験
は
行
為
に
と
っ
て
有
益
で
あ

る
の
に
対
し
、
向
こ
う
側
で
は
精
神
の
功
利
的
な
作
用
が
働
か
な
い
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
曲
が
り
角
を
時
間
の
系
列
の
中
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
。

直
接
的
経
験
が
精
神
の
功
利
性
を
介
し
て
実
践
的
行
為
に
変
質
す
る
の
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
空
間
的
表
象
と
も
無
関
係
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
科

学
が
対
象
と
す
る
純
粋
認
識
の
領
域
で
も
な
い
。
一
体
、
ど
ん
な
領
域
で

あ
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
領
域
が
画
定
さ
れ
れ
ば
「
直
観
を
そ
の
最
初

の
純
粋
さ
に
お
い
て
回
復
し
、
実
在
と
の
接
触
を
取
り
戻
し
」
(
2
0
5
:
3
2
1
)

、

私
た
ち
は
持
続
の
内
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

次
の
二
つ
の
持
続
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
経
験
の
曲
が
り
角
の
こ
ち
ら

側
で
は
「
私
た
ち
が
そ
こ
で
自
分
が
振
る
舞
う
の
を
見
る
持
続
、
ま
た
そ

こ
に
自
分
自
身
を
見
る
こ
と
が
役
に
立
つ
持
続
は
、
要
素
に
分
割
さ
れ
、

要
素
が
並
置
さ
れ
る
」

(
2
0
7
:
3
2
2
)

の
に
対
し
、
曲
が
り
角
の
向
こ
う
側

で
は
「
私
た
ち
が
そ
こ
で
振
舞
っ
て
い
る
持
続
は
私
た
ち
の
諸
状
態
が
互

い
に
溶
け
合
っ
て
い
る
」

S
id.)

の
で
あ
る
。
真
に
自
由
行
為
が
問
題

に
な
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
曲
が
り
角
の
向
こ
う
側
に
身
を
置
き
、
持
続

の
直
観
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ど
う
し
た
ら
曲
が
り
角
の
向
こ
う
側
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
。

生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
を
無
く
せ
ば
良
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
生
き

る
こ
と
の
根
本
的
な
法
則
に
背
い
て
は
生
き
て
は
い
け
な
い
。
ど
う
す
れ

ば
良
い
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
実
験
が
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
生
活
の
必
要
か
ら
外
的
知
覚
に
加
え
ら
れ
た
一
切
の
も

の
が
取
り
除
か
れ
た
純
粋
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
、
私
た
ち
は
物
質
か
ら
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
私
の
意
識
と
生
き
る
こ
と
へ
の
要

求
を
戻
し
て
み
る
。
今
度
は
ほ
と
ん
ど
瞬
間
的
だ
が
鮮
や
か
な

(pittoresque)

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
鮮
や

か
な
の
は
、
私
た
ち
の
過
去
の
無
数
の
要
素
的
な
反
復
と
変
化
が
凝
縮
さ

(43) 

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
が
な
け
れ
ば
、
実
は
、

私
た
ち
は
物
質
の
ほ
ん
の
僅
か
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
も
行
為
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
習
慣

化
す
る
。
注
意
力
を
覆
っ
て
い
る
目
隠
し
を
は
ず
し
、
生
き
る
こ
と
へ
の

(44) 

要
求
が
課
し
て
い
る
窮
屈
さ
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
き
る
こ
と

へ
の
注
意
を
無
く
す
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
注
意
力
を
も
っ
と
強
め
て
、
習
慣

化
し
た
実
践
的
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
こ
の
注
意
に
対
し

(45) 

て
「
実
在
の
も
っ
と
直
接
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
鮮
や
か
に
現
れ
る
の
で
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は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
実
在
に
対
し
て
私
た
ち
の
目
を
開
い
た
何
人

も
の
画
家
た
ち
が
、
も
っ
と
良
く
見
よ
う
と
、
繰
り
返
し
同
じ
絵
を
描
い

て
い
る
。
画
家
た
ち
は
手
を
添
え
て
見
た
の
で
あ
る
。
行
為
が
突
き
詰
め

(46) 

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
実
在
の
―
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
獲
得
さ
れ
る
。
知

覚
が
行
為
の
尺
度
で
あ
り
、
行
為
と
等
価
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

純
粋
な
観
想
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
行
為
の
極
み
に
お
い
て
こ
そ
、

私
た
ち
は
実
在
と
の
接
触
を
取
り
戻
す
だ
ろ
う
。

自
発
的
記
憶
力
を
、
こ
こ
で
、
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

記
憶
力
の
思
い
出
す
働
き
は
行
為
に
役
立
つ
想
い
出
を
意
識
へ
と
構
成
す

る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
意
識
へ
と
現
れ
る
想
い
出
と
は
本
質
的
に
異

な
る
想
い
出
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
行
為
に
と

っ
て
は
有
益
で
な
い
た
め
に
無
力
で
あ
り
、
意
識
の
敷
居
を
越
え
ら
れ
ず
、

人
間
の
経
験
の
曲
が
り
角
の
こ
ち
ら
側
か
ら
見
れ
ば
潜
在
的
な
「
純
粋
な

想
い
出

souvenir

pur」
で
あ
る
。
行
為
へ
と
引
き
継
が
れ
る
想
い
出
の

陰
に
隠
れ
て
い
る
が
、
純
粋
な
想
い
出
は
真
な
る
過
去
と
し
て
存
在
す
る
。

た
だ
し
意
識
の
敷
居
を
越
え
て
物
質
化
す
る
の
は
行
為
に
役
立
つ
想
い
出

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
過
去
は
排
除
さ
れ
、
物
質
化
し
な
い
。
純
粋

な
想
い
出
は
質
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
他
な
い
だ
ろ
う
。
曲
が
り
角

の
向
こ
う
側
で
実
在
の
直
接
的
直
観
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
質
で
あ

る
純
粋
な
想
い
出
に
こ
そ
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
一
挙
に

身
を
置
く
過
去
は
、
意
識
の
平
面
と
し
て
現
実
化
す
る
想
い
出
で
は
な
く
、

純
粋
な
想
い
出
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
発
的
記
憶
力
の
記
憶
す
る
働
き
を
特
別
な
機
能
と
は

(47) 

考
え
な
い
。
記
憶
の
問
題
は
む
し
ろ
過
去
と
現
在
の
区
別
の
問
題
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
区
別
は
生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
が
含
み
得
る

(48) 

範
囲
に
関
係
す
る
。
現
在
は
こ
の
注
意
と
同
じ
だ
け
の
場
を
占
め
る
。

注
意
が
捉
え
て
い
た
も
の
が
現
在
か
ら
廃
棄
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
動
的

(49) 

に
過
去
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
が
、
十
分
に
強
く
て
、
一
切
の
実
践

的
関
心
か
ら
抜
け
出
せ
ば
、
現
在
と
過
去
の
境
界
線
を
限
り
な
く
後
ろ
に

押
し
や
る
こ
と
に
な
り
、
「
こ
の
注
意
は
意
識
的
人
格
の
過
ぎ
去
っ
た
歴

史
の
全
体
を
、
瞬
間
的
な
も
の
と
し
て
で
も
同
時
的
部
分
の
全
体
と
し
て

で
も
な
く
、
連
続
的
に
動
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
連
続
的
に
現
前
す
る
も

(50) 

の
と
し
て
、
不
可
分
の
現
在
に
お
さ
め
る
だ
ろ
う
」
。

強
化
さ
れ
た
生
き
る
こ
と
へ
の
注
意
が
実
現
す
る
不
可
分
の
現
在
は
、

可
能
的
行
為
を
素
描
す
る
具
体
的
現
在
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

強
い
注
意
力
が
押
し
広
げ
る
不
可
分
の
現
在
は
、
質
で
あ
る
純
粋
な
想
い

出
で
煙
め
い
て
い
る
。
行
為
が
突
き
詰
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
も
は
や
行

為
の
準
備
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
行
為
の
極
み
に
お
い
て
実

在
の
鮮
や
か
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け

の
意
味
で
あ
る
。
意
識
を
可
能
的
行
為
の
素
描
と
す
る
立
場
で
は
、
「
過

去
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
あ
る
い
は
「
私
た
ち
の
流
れ
去
っ
た
生
活
の

絵
画
」

(272:371)
は
具
体
的
な
現
在
の
裏
地
で
あ
り
、
そ
の
現
前
は
無

カ
で
潜
在
的
で
し
か
な
い
が
、
注
意
力
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
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注(
1
)
『
物
質
と
記
憶
』

(
M
a
t
i
e
r
e
e

ご
思
m
o
i

笠
3
e
e
d
i
t
i
o
n
,
 
P
.
U
.
F
.
)

か
ら
の
引
用
、

参
照
箇
所
は
、
括
弧
内
の
数
字
で
表
す
。
コ
ロ
ン
の
後
の
数
字
は
全
集
版

（
＠
箆
r
e
s
,
5
e
 e
d
i
t
i
o
n
,
 P.U• 

F.)

の
頁
数
で
あ
る
。
他
の
著
作
に
関
し
て
も
、
こ

れ
に
準
ず
る
。

(
2
)
 I
b
i
d
.
 1
6
:
 1
7
2
.
 
cf. 1
9
9
:
 3
1
6
.
 

(
3
)
 I
b
i
d
.
 2
3
5
,
2
6
0
:
 3
4
4
,
3
6
2
.
 

(
4
)
 I
b
i
d
.
 3
8
:
 1
9
0
.
 

(
5
)
 I
b
i
d
.
 1
7
:
 1
7
3
.
 

(
6
)
純
粋
な
知
覚
は
意
識
的
知
覚

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

か
ら
記
憶
の
寄
与
分

を
捨
象
し
た
知
覚
で
あ
る
。

cf.
I
b
i
d
.
 3
1
:
 1
8
5
.
 

(
7
)
 I
b
i
d
.
 3
4
:
 1
8
7
.
 

(
8
)
 I
b
i
d
.
 3
3
:
 1
8
6
.
 

(
9
)
 I
b
i
d
.
 2
3
8
:
 3
4
6
.
 

(10) 
I
b
i
d
.
 7
9
 ,
 80
,
 2
6
6
,
 2
6
8
:
 2
2
2
,
 3
6
6
,
 3
6
8
.
 cf. 6
9
 ,
 71
,
1
5
1
 ,
 15
2
:
2
1
4
 ,
 21
6
,
2
7
9
 ,
 28
0
.
 

（命）」

の
進
化
で
あ
る
。

広
げ
ら
れ
た
不
可
分
の
現
在
に
純
粋
な
想
い
出
が
現
前
す
る
。
こ
の
二
つ

の
現
前
に
は
本
性
の
差
異
が
あ
る
。
一
方
は
行
為
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た

過
去
の
無
意
識
的
存
在
様
態
で
あ
り
、
他
方
は
も
は
や
過
去
で
は
な
く
、

(51) 

持
続
す
る
現
在
の
様
態
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
私
た
ち
を
質
で
あ
る
純
粋
な
想
い
出
の
鮮
や
か
な
総
体

(52) 

へ
と
誘
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
直
観
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
身

を
置
く
純
粋
持
続
は
形
而
上
学
が
よ
っ
て
成
り
立
つ
存
在
論
的
な
場
で
も

あ
る
。
行
為
の
観
点
か
ら
形
而
上
学
的
観
点
へ
と
移
り
、
そ
こ
で
持
続
は

再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
舞
台
と
し
て
採

り
上
げ
た
の
は
「
生

(11) 
I
b
i
d
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 1
5
0
:
 2
7
8
.
 

(12) 
I
b
i
d
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:
 2
8
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.
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I
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.
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d
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9
.
 

(15) 
I
b
i
d
.
 3
8
,
6
5
 ,
 66
:
 1
9
0
,
2
1
1
 ,
 21
2
.
 

(16)
注
2
を
参
照
。

(17)

思
d
.
1
6
1
:
 2
8
7
.
 

(18) 
I
b
i
d
.
 1
5
9
 ,
 16
0
:
2
8
5
 ,
 
2
8
6
.
 

(19) 
I
b
i
d
.
 1
0
3
」
.
4
9
,
 15
0
,
2
6
9
:
 2
4
1
,
2
7
8
,
3
6
9
.
 

(20) 
I
b
i
d
.
 1
6
3
:
 2
8
8
.
 

(21) 
I
b
i
d
.
 1
6
6
:
 2
9
1
.
 

(22) 
I
b
i
d
.
 

(23) 
I
b
i
d
.
 9
0
,
1
0
3
 ,
 10
4
,
 
1
7
1
:
 2
3
0
,
2
4
1
,
2
9
5
.
 
＂江

4
衆
多
昭
符
「
赤
冬
ル
2

の
5
心
盛
見
」
と
罪
や
す
る

講
演
で
は
「
過
去
の
保
存
で
は
な
く
、
見
か
け
上
の
」
過
去
の
消
滅
を
説
明
す

る
こ
と
が
問
題
で
す
」

(
L
a
p
e
n
s
e
e
 e
t
 l
e
 m
o
u
v
a
n
t
,
 3
e
 e
d
i
t
i
o
n
,
 
P
.
U
.
F
.
 p
.
1
7
1
:
 

1
3
8
8
)

と
述
べ
ら
れ
た
。

(24) 
I
b
i
d
.
 9
 0
 ,9
4
:
 2
3
0
,
2
3
3
.
 m
e
m
o
i
r
e
 a
g
i
s
s
a
n
t
e
 
.JJ-,;>~,\;hl"1J~ 

る。

(25) 
I
b
i
d
.
 8
9
 ,
 91
:
 2
2
9
 ,
 
2
3
1
.
 
こ
の
記
憶
力
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
想
い
出
は
「
自
発

的
な
想
い
出
s
o
u
v
e
n
i
r
s
p
o
n
t
a
n
e
」
あ
る
い
は
「
（
人
格
的
）
記
憶
心
像
i
m
a
g
e
'

s
o
u
v
e
n
i
r
 
(
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
)

」
と
呼
ば
れ
る
。

(26)
注
23
参
照
。

(27)
注
19
参
照

(28) 
I
b
i
d
.
 1
7
5
:
 2
9
8
.
 

(29) 
I
b
i
d
.
 3
5
:
 1
8
8
.
 
cf. 4
4
,
4
8
,
7
4
:
 1
9
4
,
1
9
8
,
2
1
8
.
 

(30) 
I
b
i
d
.
 1
7
6
:
 2
9
9
.
 cf. 1
8
4
:
 3
0
4
.
 

(31)
こ
の
同
一
性
は
生
き
ら
れ
る
類
似
性
、
生
命
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
幾
何
学
的

同
一
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(32) 
I
b
i
d
.
 1
7
8
:
 3
0
0
.
 

(33) 
I
b
i
d
.
 1
7
9

羞
0
1
.

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
反
省
の
習
慣
に
は
、
反
省
と
い
う
行

為
に
有
用
で
あ
る
人
為
的
な
運
動
的
装
置
、
す
な
わ
ち
分
節
言
語
が
結
び
付
け
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
反
省
も
行
為
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
固
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
知
覚
は
反
省
で
あ
り
、
個
物
の
知
覚
の
一
般
性
は
語
の
一
般

性
と
同
義
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
言
語
の
意
味
は
、
表
象
さ
れ
る
以

前
に
感
じ
取
ら
れ
受
容
さ
れ
て
い
た
感
情
に
そ
の
源
泉
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る。

(34) 
I
b
i
d
.
 1
8
0
:
 3
0
1
.
 

(35) 
I
b
i
d
.
 3
5
:
 1
8
7
 ,
 18
8
.
 

(36) 
I
b
i
d
.
 

(37) 
I
b
i
d
.
 1
8
0
 ,
 18
1
:
3
0
1
 ,
 
3
0
2
.
 cf. 1
6
9
'
1
7
0
:
 2
9
3
.
 

(38) 
I
b
i
d
.
 1
6
7
:
 291・ 

(39) 
I
b
i
d
.
 1
8
1
:
 3
0
2
.
 

1
5
6
e
 e
d
i
t
i
o
n
,
 
P.U.F. 

(40) 
E
s
s
a
i
 s
u
r
 l
e
s
 
d
o
n
箋
e
s
1
m
m
蕊
i
a
t
e
s
d
e
 l
a
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
,
 

p
.
9
3
:
 8
3
)
 

(41) 
M
a
t
i
e
r
e
 e
t
m
e
m
o
i
r
e
.
1
9
2
,
2
7
2
 ,
 
2
7
3
:
 3
1
1
,
3
7
1
 ,
 
3
7
2
.
 cf. 1
7
0
,
2
6
9
:
 2
9
4
,
3
6
8
 ,
 
3
6
9
.
 

(42) 
I
b
i
d
.
 2
0
3
:
 3
1
9
.
 

(43) 
I
b
i
d
.
 2
3
4
:
 3
4
3
.
 

(44) 
La pe
n
s
e
e
 e
t
 le m
o
u
v
a
n
t
.
 1
5
4
:
 1
3
7
 4・ 

(45) 
I
b
i
d
.
 1
5
3
:
 1
3
7
3
.
 

「宝大七
i

の
も
っ
と
完
全
な
知
覚
」
と
も
言
わ
れ
る
。

(46)
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
「
直
観
に
与
え
ら
れ
た
延
長
」
で
あ
る
。
I
b
i
d
.
1
5
7
:
 

1
3
7
7
.
 

(47) 
I
b
i
d
.
 1
7
0
:
 1
3
8
7
.
 

(48) 
I
b
i
d
.
 1
6
9
:
 1
3
8
6
.
 

(49) 
I
b
i
d
.
 1
7
0
,
1
7
3
:
 1
3
8
7
 `
 

1
3
8
9
.
 

(50) 
I
b
i
d
.
 1
6
9
 ,
 17
0
:
 1
3
8
7
 

(51)

「
雪
宝
転
が
し
b
o
u
l
e
d
e
 n
e
i
g
e
」
の
比
喩
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

(
L
ぎ
o
l
u
t
i
o
n
cri
封
母
e

ら
e
e
d
i
t
i
o
n
,
 
P.U.F. p
.
2
:
 
4
9
6
.
)

純
粋
な
想

い
出
は
、
雪
玉
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
現
在
を
芯
に
し
て
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で

ゆ
く
の
で
あ
る
。

(52)
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
研
究
会
（
第
八
回
）
に
お
い
て
、
何
故
無
力
な
想
い
出
が
持

続
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
鮮
や
か
な
」
は
物
質
の
術
語
で
は
な
い
か
と
御
指
摘

和
歌
山
大
学
非
常
勤
講
師
）

を
受
け
た
。
純
粋
な
想
い
出
は
行
為
と
の
関
係
に
置
か
れ
た
場
合
に
は
無
力
だ

が
、
そ
の
存
在
様
態
を
別
の
観
点
の
も
と
で
考
察
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
物
質
の
具
体
的
な
知
覚
に
は
記
憶
力
が
働
い
て
お
り
、
こ
の
知
覚
が
「
鮮

や
か
」
な
の
は
記
憶
の
お
か
げ
で
あ
る

(
M
a
t
i
i
!
r
e
e
t
 m
e
m
o
i
r
e
.
 7
2
 ,
 
7
3
:
2
1
7
)

。
記

憶
の
寄
与
分
に
気
づ
か
ず
、
常
識
は
物
体
自
体
が
鮮
や
か
だ
と
思
い
こ
ん
で
い

る

S
id. 
2
:
1
6
2
)
。
鮮
や
か
さ
は
、
物
質
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
記
憶
に
帰
属
し

て
い
る
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
ひ
が
し
ま
さ
の
り
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