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『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
経
験
の
事
実
は
、
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
行
動
（
運
動
）
、
知
覚
、
記
憶

（
力
）
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
行
動
を
軸
に
し
て
知
覚
と
記
憶
を
考
察
し
、
二
元
論
の
正
し
さ
を
論
証
し
て
い
る
。

で
と
り
あ
げ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
行
動
を
考
察
の
基
軸
に
置
い
て
い
る
の
だ
が
、
決
し
て
一
義
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
な

の
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

精
神
の
実
在
性
と
物
質
の
実
在
性
を
と
も
に
肯
定
し
、

得
な
か
っ
た
問
題
I
精
神
と
物
質
、
精
神
と
身
体
の
結
合
の
問
題
ー
に
解
決
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
経
験
に
与
え
ら
れ
る
事
実
を
検
討
、
吟
味
し
つ
つ
、
精
神
と
物
質
、
精
神
と
身
体
の
区
別
と
結
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
従
っ
て
彼
独
特
の
二
元
論
の
本
質
を
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
本
論
の
課
題
で
あ
る
。
大
体

『
物
質
と
記
憶
』
の
主
題
は
、

序

こム
頭

ベ

Jレ

従
来
の
二
元
論
と
異
な
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
独
特
の
二
元
論
を
提
唱
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ク

ソ

ン

の

し
か
も
両
者
の
問
に
本
性
の
相
違
を
認
め
る
と
と
も
に
、
従
来
の
二
元
論
が
解
決
し

元

論

桑

山

英
ま
ず
こ
の
論
証
を

1

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
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記
憶
は
そ
れ
自
身
で
は
行
動
へ
と
展
開
さ
れ
な
い
こ
と
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
覚
と
記

憶
、
換
言
す
れ
ば
物
質
と
精
神
の
間
の
本
性
の
相
違
を
見
る
一
方
、
他
方
で
、
行
動
は
精
神
と
身
体
の
結
合
の
存
在
理
由
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
性
の
相
違
の
基
準
に
な
る
行
動
は
、
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、

ま
た
こ
う
し
た
行
動
ほ
ど
の
よ

う
な
意
味
で
精
神
と
物
質
、
精
神
と
身
体
の
結
合
の
存
在
理
由
に
な
り
得
る
か
、
順
に

1
、
直
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
元
論
の
論
証

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
し
て
の
、
「
事
物
と
表
象
の
中
間
に
あ
る
存
在
」
と
し
て
の
、
物
質
の
実
在
性
を
論
証
し
よ

う
と
す
る
。

物
質
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
す
る
こ
と
は
、
物
質
を
知
覚
し
て
い
る
事
実
と
合
致
し
て
い
る
。
ペ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
れ
を
問
題
の
解
明
の
第
一
の

手
懸
り
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
批
判
の
対
象
に
し
て
い
る
実
在
論
も
観
念
論
も
こ
の
事
実
を
等
閑
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

こ
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
て
、

は
、
自
然
現
象
の
不
変
の
秩
序
、
即
ち
物
質
を
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
か
ら
区
別
さ
れ
る
原
因
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
観
念
論
は
、
知
覚
が
実
在

の
す
べ
て
で
あ
り
、
自
然
現
象
の
不
変
の
秩
序
は
、
現
実
的
知
覚
の
傍
ら
に
可
能
的
知
覚
を
表
現
す
る
た
め
の
象
徴
で
あ
る
と
す
る

(MM

物
質
か
ら
区
別
さ
れ
る
知
覚
が
物
質
に
再
会
で
き
る
か
否
か
、
現
実
の
知
覚
か
ら
物
質
で
あ
る
可
能
的
知
覚
を
構
成

物
質
の
実
在
性
に
つ
い
て
異
な
る
態
度
を
取
る
実
在
論
と
親
念
論
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
知
覚
に
つ
い
て
は
同
じ
様
な
考
え
方
を

し
て
い
る
。
即
ち
、
知
覚
を
「
外
部
へ
投
射
さ
れ
た
主
観
の
状
態
」

(
M
M
7
0
)

と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
考

で
き
る
か
否
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

7
0
)

。
わ
れ
わ
れ
は
、

い
だ
ろ
う
。

問
題
は
、

よ
り
説
得
力
の
あ
る
仮
説
を
提
出
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
き
る
。

実
在
論

、。し

ー
と
い
う
の
は
、

知
覚
は
行
動
へ
と
展
開
さ
れ
、
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実
在
論
と
観
念
論
は
、
知
覚
を
「
外
部
へ
投
射
さ
れ
た
主
観
の
状
態
」
と
す
る
。
そ
の
た
め
知
覚
と
物
質
の
間
に
如
何
な
る
接
点
も
見
出

し
て
い
て
他
の
体
系
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
も
、
そ
の
知
覚
の
原
因
を
物
質
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
体
系
は
自
足

の
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ュ、

つ
ま
り
、

か
と
い
う
形
で
問
題
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

―
つ
は
、

一
方
の
も
の
が
他
方
の
も

え
方
に
導
く
い
く
つ
か
の
誤
謬
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
―
つ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
知
覚
は
、
身
体
に
及
ぼ
す
対
象
の
作
用
の
増

大
に
よ
っ
て
感
情
に
な
る
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ピ
ン
に
さ
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
苦
痛
を
感
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
対
象

の
作
用
の
減
少
に
よ
っ
て
、
感
情
ー
苦
痛
は
知
覚
へ
と
外
化
さ
れ
た
表
象
と
な
る

(
M
M
5
3
)
。
感
情
は
私
の
人
格
的
存
在
に
結
び
つ
い
て
お

り

(MM5
3
)
、
感
情
的
状
態
は
延
長
を
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら

(
M
M
5
2
)
、
知
覚
を
「
外
部
へ
投
射
さ
れ
た
主
観
の
状
態
」
と

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
、
物
質
と
の
再
会
の
可
能
性
、
構
成
の
可
能
性
の
問
題
を
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
が
果
し
て
可
能
か
否

ひ
ろ
が
り
を
も
た
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
ひ
ろ
が
り
を
う
け
と
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、

ひ
ろ
が
り
を
う
け
と
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
空
間
の
一
定
点
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
か
わ
か

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
理
論
一
般
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
哲
学
を
括
弧
に
入
れ
、
経
験
の
事
実
に
則
し
て
問
題
を
検
討
し
て
い
く
。

は
今
、

で
き
る
だ
け
漠
然
と
し
た
意
味
に
解
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
即
ち
私
が
感
官
を
ひ
ら
け
ば
知
覚
さ
れ
、
と
ざ
せ
ば
認
め
ら
れ
な
い
幾
多

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
前
に
し
て
い
る
わ
け
だ
」

(
M
M

1

1

)

。

ジ
ュ
つ
ま
り
物
質
で
あ
り
、

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
二
種
類
に
区
別
さ
れ
る
。

「
す
る
と
私

総
体
と
し
て
あ
る
イ
マ
ー

―
つ
は
、
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
う
ち
で
私
の
身
体
と
い
う
特
定
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
イ
マ
ー
ジ

つ
ま
り
物
質
の
知
覚
で
あ
る

(
M
M

1

7

)

。
こ
の
二
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

「
外
部
へ
投
射
さ
れ
た
主
観
の
状
態
」
で
あ
る
知
覚
が
物
質
を
構
成
す
る
と
考
え
る
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イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
存

p
r
e
s
e
n
c
e

は
物
質
自
身
で
あ
り
、

れ
た
物
質
的
世
界
と
行
動
の
不
確
定
性
と
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

て
生
物
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
不
確
定
の
部
分
が
増
大
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る

(
M
M
2
7
)

。
知
覚
の
広
さ
は
後
続
す
る
行
動
の
不
確

定
性
の
精
確
な
尺
度
で
あ
る

(
M
M
2
9
)
。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
の
知
覚
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
解
さ

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
表
象

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

t! 意
識
的
知
覚
で
あ
る
。

ュ
の
現
存
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
物
質
的
世
界
は
潜
在
的
知
覚
で
あ
っ
て
、

る
。
そ
し
て
、
行
動
の
不
確
定
こ
そ
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
減
少
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
物
質
の
運
動
は
「
時
さ
え
来
れ
ば
、
必
然
的

て
、
知
覚
の
発
達
は
こ
の
神
経
系
の
発
達
に
従
っ
て
い
る
。

し
得
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
を
全
く
観
想
的
な
関
心

そ
の
減
少
に
よ
っ
て
潜
在
的
知
覚
は
現
実
的
な
知
覚
に
変

u
n
 interet 
t
o
u
t
 
speculatif

を
持
っ
た
知
覚
、

c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 p
u
r
e
と
見
倣
さ
れ
た
知
覚
だ
と
し
て
、
実
在
論
と
観
念
論
を
批
判
し
て
い
る

(
M
M
2
4
)
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
的
世
界
に
ま
ず
身
を
置
き
知
覚
を
説
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
事
柄
を
単
純
化
す
る
た
め
に
記
憶
力
を
除
い
た

(
1
)
 

知
覚
即
ち
純
粋
知
覚
を
想
定
す
る
。
身
体
と
り
わ
け
脳
を
知
覚
を
生
む
機
能
を
持
つ
も
の
と
見
倣
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
経
験
の
事
実
に
従
っ
て
物
質
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
仮
定
し
、
ま
た
知
覚
も
イ
マ
ー
ジ
ュ
た
る
限
り
に
お
い
て
物
質
と
何
ら
異
な
る
も

の
で
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
脳
が
知
覚
を
生
ず
る
と
考
え
る
と
き
、
物
質
的
世
界
の
一
部
で
あ
る
身
体
が
物
質
的
世
界
全
体
を
含
む
と
い

う
単
純
な
矛
盾
に
至
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
不
可
能
と
断
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
的
世
界
と
そ
の
一
部
で
あ
る
身
体

と
の
間
ば
か
り
で
な
く
、
脳
と
身
体
の
他
の
部
分
と
の
間
に
如
何
な
る
本
性
の
相
違
も
認
め
な
い
。

反
射
機
能
と
の
間
に
は
程
度
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
本
性
の
相
違
は
な
い
」

(MM1

9

)

。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
覚
と
行
動
の
関
係
に
目
を
向
け
る
。
神
経
系
の
発
達
は
、
ま
す
ま
す
必
然
的
で
な
く
な
っ
て
い
く
行
動
に
至
る
。
そ
し

つ
ま
り
、
知
覚
の
増
大
す
る
豊
か
さ
は
、
生
物
の
事
物
に
対
す
る
行
動
に
お
い

イ
マ
ー
ジ

「
脳
の
い
わ
ゆ
る
知
覚
能
力
と
脊
髄
の

純
粋
認
識
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2
 

わ
れ
わ
れ
の
人
格
に
属
し
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
、

の
仮
説
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
作
用
が
お
の
ず
か
ら
成
し
と
げ
ら
れ
る
」

(
M
M

1

5

)

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

応
え
る
」

(
M
M
2
3
6
)

運
動
で
あ
る
。

進
路
の
中
か
ら
」

(
M
M

1

5

)

決
定
を
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
動
の
誘
因
を
含
み
な
が
ら
、
待
機
す
る
こ
と
、
何
も
せ
ず
に

お
く
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る

(
M
M

1

2

)

。
行
動
へ
の
傾
向
を
伴
い
つ
つ
、
現
実
的
な
行
動
に
う
つ
さ
れ
て
い

な
い
状
態
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
可
能
的
行
動
（
作
用
）
、
潜
在
的
行
動
（
作
用
）

a
c
t
i
o
n
 p
o
s
s
i
b
l
e
、
a
c
t
i
o
n
virtuelle
と
呼
ん
で
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
知
覚
は
、
こ
の
可
能
的
行
動
、
潜
在
的
行
動
が
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
あ
る
も
の
を
捨
て
、

そ
の
潜
在
的
作
用
、

可
能
的
行
動
（
作
用
）
、

通
過
さ
せ
て
、

不
確
定
を
伴
っ
た
行
動
、

つ
ま
り
生
物
が
そ
れ
ら
に
及
ぽ
し
う
る
影
響
を
現
出
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」

潜
在
的
行
動
（
作
用
）

潜
在
的
作
用
を
残
留
さ
せ
る
だ
け
だ
」

nel
と
と
も
に
、

「
受
け
た
作
用
に
対
し
て
直
接
的
な
反
作
用
に
よ
っ
て

は
行
動
の
不
確
定
性
で
あ
る
か
ら
、
「
不
確
定
の
諸
地
帯
は
、

(
M
M
 36
)

と
も
表
現
さ
れ
る
。

の
知
覚
に
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
実
在
論
と
観
念
論
を
斥
け
て
、
物
質
の
実
在
性
を
、

(
M
M
 34
)

。

そ
の
現
実
的
作
用

た
だ
現
実
的
作
用
を

し
か
も
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
あ
る
物
質
の
実
在
性

完
全
な
知
覚

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
t
e

の
う
ち
に
は
、
知
覚
が
知
覚
さ
れ
る
対
象
と
一
致
す
る
非
人
格
的
基
底

u
n
f
o
n
d
 i
m
p
e
r
s
o
n
 ,
 

外
化
さ
れ
た
（
つ
ま
り
思
い
出
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
）

i
m
a
g
e
s
 q
u
i
 

n
o
u
s
 a
p
p
a
r
t
i
e
n
n
e
n
t
 p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 i
m
a
g
e
s
 exteriorisees (c'est ,a, dire, e
n
 s
o
m
m
e
,
 r
e
m
e
m
o
r
e
e
s
)
が
4
3
る

（

ア
4
ア
,f

6
9
)

。

身
体
が
表
象
の
原
因
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
は
物
質
的
世
界
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
物
質
と
全
く
異
な
っ
た
も

3
5
)

。

私
た
ち
の
表
象
は
、

物
体
に
は
た
ら
き
か
け
る
私
た
ち
の
可
能
な
行
動
の
尺
度
で
あ
る
」

J

う
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
存
は
イ
マ
ー
ジ
ュ

(
M
M
 

「
諸
対
象
は
、

「
物
質
に
つ
い
て
の

自
由
な
行
動
は
、
そ
れ
に
反
し
て
、

「
実
質
的
に
可
能
な
い
く
つ
か
の
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つ
ま
り
、

そ
れ
と
も
記
憶
が
自
発
的
に
知
覚
の
面
前
に
姿
を

て
、
換
言
す
れ
ば
、
各
々
自
足
す
る
知
覚
、
記
憶
、
観
念
と
い
う
三
つ
の
項
を
想
定
し
て
、

知
覚
か
ら
記
憶
、

記
憶
か
ら
観
念
へ
と
進
む

連
合
論
は
、

つ
ま
り
、
「
対
象
は
感
覚
を
刺
激
し
、
感
覚
は
眼
前

が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
M
M
 95
)
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
精
神
と
物
質
と
の
間
に
本
性
の
相
違
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ

(
2
)
 

そ
れ
は
ま
だ
事
実
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て
い
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
第
二
章
の
課
題
は
、

的
研
究
に
よ
っ
て
第
一
章
で
得
た
結
論
に
検
証
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
第
二
章
で
扱
っ
て
い
る
再
認

reconnaissance
と
は
、
「
過
去
を
現
在
の
中
で
把
握
し
な
お
す
具
体
的
行
為
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
為
を
知
覚
と
記
憶
の
連
合
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

に
諸
観
念
を
出
現
さ
せ
、

記
憶
力
の
経
験

各
観
念
は
知
的
実
質
を
徐
々
に
深
い
と
こ
ろ
ま
で
揺
り
動
か
し
て
い
く
」

(
M
M
1
1
3
-
1
1
4
)

機
械
的
過
程
と
し

過
程
と
し
て
再
認
の
行
為
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
記
憶
の
う
ち
に
惰
性
的
性
質
を
見
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

記
憶
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
記
憶
形
像

i
m
a
g
e,
 
souvenir
と
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t

で
あ
る
。

ひ
と
は
そ
の
混
合
的
な
現
象
を
単
純

な
現
象
と
取
り
違
え
る
。
そ
の
た
め
、
運
動
の
基
体
で
あ
る
身
体
が
同
時
に
意
識
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
基
体
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る

記
憶
形
像
は
脳
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
と
連
合
論
の
惰
性
的
な
記
憶
の

説
と
は
相
呼
応
し
て
い
る

(cf.
M
M
 
9
8
,
 
1
3
0
)

。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
精
神
の
実
在
性
を
証
明
す
る
に
当
っ
て
次
の
よ
う
に
問
題
を

設
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
知
覚
が
機
械
的
に
記
憶
の
出
現
を
決
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
ら
わ
す
の
で
あ
ろ
う
か
」

(
M
M
107-108)。
脳
ー
物
質
と
記
憶
ー
精
神
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
問
題
の
解
答
如
何
に
か
か
っ
て

い
る
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
後
者
の
立
場
即
ち
精
神
の
実
在
性
を
肯
定
す
る
。
記
憶
の
自
発
性
と
精
神
の
実
在
性
は
―
つ
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
物
質
と
記
憶
」
第
二
章
で
連
合
論
を
批
判
対
象
と
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。

ペ
ル
ク
ソ
ソ
は
記
憶
の
二
形
態
（
学
課
の
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r
d
e
 la 
lec;on
と
音
読
の
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r
d
e
 la 
lecture、
獲
得
さ
れ
た
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深
い
連
帯
」

(
M
M

1

1

4

)

、
「
閉
じ
た
回
路
」

(ibid)

の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
判
明
な
知
覚
は
、
「
精
神
に
引
き

「
現
在
の
状
況
の
前
後
に
起
こ
っ

現
象
が
、

た
し
か
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
」

記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r
appris
と
自
発
的
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r
s
p
o
n
t
a
n
e
、
あ
る
い
は
習
慣
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r,
 
h
a
b
i
t
u
d
e
と
形
像
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r,
 

習
慣
記
憶
は
、
身
体
つ
ま
り
運
動
機
構
に
お
い
て
存
続
し
、
そ
れ
は
行
動
で
あ
り
、
自
動
的
に
働
く
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
現
在
に
位
置
を
占
め
て
い
る
。
形
像
記
憶
は
、
独
立
的
記
憶
に
お
い
て
存
続
し
、
表
象
で
あ
り
、
過
去
に
位
置

運
動
を
組
織
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
長
く
住
む
に
し
た
が
っ
て
は
っ
き
り
し
た
知
覚
を
も
た
な
い
で
機
械
的
に
歩
き
ま
わ
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
運
動
は
、
知
覚
を
無
用
に
す
る
ま
で
組
織
さ
れ
る
の
だ
。
従
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
、

と
言
う
の
で
あ
る

(
M
M
100ー

l

o

l

)

。
運
動
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
再
認
を
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
非
注
意
的
再
認
と
呼
び
、
形
像
記
憶
の
介
入
す
る
再
認
を
注
意
的
再
認
と
呼
ん
で
い
る
。

課
題
の
性
格
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
注
意
的
再
認
を
主
題
的
に
考
察
し
て
い
る
。
注
意
的
再
認
に
は
形
像
記
憶
ば
か
り
で
な
く
運
動
に
よ
る

再
認
が
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
主
役
を
演
ず
る
の
は
形
像
記
憶
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
こ
と
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
提
示
し
て
そ
の
選
択
に
光
を
あ
て
て
や
る
こ
と
」

(
M
M
9
5
)

を
役
割
と
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

知
覚
を
「
印
象
の
収
集
」
、
あ
る
い
は
「
精
神
に
よ
る
そ
の
仕
上
げ
」
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
の
だ
。
知
覚
は
、
「
精
神
と
そ
の
対
象
と
の

入
れ
ら
れ
る
知
覚
形
像
と
空
間
へ
投
げ
出
さ
れ
る
記
憶
形
像
と
が
互
い
に
後
続
し
て
走
る
」

(
M
M

1

1

3

)

こ
と
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
自
足
し
た
知
覚
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
記
憶
が
機
械
的
に
付
け
加
わ
っ
て
判
明
な
知
覚
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も

記
憶
の
介
入
を
ま
っ
て
成
立
す
る
知
覚
に
お
い
て
、
記
憶
の
介
入
以
前
に
自
足
し
て
あ
る
知
覚
を
想
定
す
る
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
拒
否
し

「
再
認
の
基
礎
に
ほ
、
運
動
的
な
或
る
種
の

つ
運
動
に
よ
る
再
認
と
、
主
体
か
ら
発
す
る
表
象
に
よ
る
再
認
）
。

例
え
ば
、

町
に
住
み
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
知
覚
は
そ
れ
に
伴
う
明
確
な

を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る

(cf.
M
M
 
8
2
-
8
7
)
。

再
認
の
行
為
は
こ
の
二
種
類
の
記
憶
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

i
m
a
g
e
)
 
の
区
別
か
ら
始
め
る
。

（
対
象
に
原
因
を
持
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て
い
る
。
他
方
、
注
意
的
再
認
に
お
い
て
運
動
の
果
す
役
割
は
、
最
早
知
覚
を
延
長
し
て
有
益
な
結
果
を
引
き
出
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
対

象
の
輪
郭
を
再
び
た
ど
る
こ
と
に
あ
る

(
M
M
1
0
7
,
1
1
0
)
。
そ
れ
は
、
「
知
覚
と
思
い
出
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
共
通
の
枠
」

(
M
M
1
1
2
)
 

と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
。

「
き
き
取
っ
た
語
句
を
分
解
し
た
り
、
そ

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
注
意
的
再
認
の
障
害
の
う
ち
、
特
に
語
の
聴
覚
的
記
憶
力
の
障
害
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
右
の
記
述
に

対
応
す
る
障
害
の
二
つ
の
原
因
を
想
定
し
て
い
る
。
日
傷
害
が
、
う
け
と
っ
た
典
奮
を
継
続
し
、
自
動
的
に
遂
行
さ
れ
る
運
動
に
か
え
る
機

構
を
犯
す
。
⇔
傷
害
は
、
必
要
な
先
行
感
覚
を
与
え
て
有
意
的
運
動
を
準
備
す
る
特
殊
な
中
枢
を
犯
す
。
前
者
に
よ
っ
て
、
記
憶
の
選
択
が

そ
れ
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
的
確
な
態
度
を
自
動
的
に
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
後
者
に
よ
っ
て
、
記
憶
は
身
体
の
中
に
適

合
す
る
支
点
、
行
動
へ
と
発
展
す
る
手
段
を
見
い
だ
せ
な
く
な
る

(
M
M
1
1
8
)
。

け
わ
れ
わ
れ
が
、
二
人
の
人
物
が
未
知
の
言
葉
で
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
い
る
と
し
よ
う
。
二
人
は
、
互
い
の
発
言
の
う
ち
に
は
っ
き

り
し
た
言
葉
を
聞
き
取
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
混
乱
し
た
雑
音
を
知
覚
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
問
題
を
次

の
よ
う
に
立
て
る
。
「
た
ん
に
記
憶
に
す
ぎ
ぬ
あ
る
国
語
の
認
識
が
、

一
方
の
聞
き
手
に

た
い
し
て
は
、
他
の
聞
き
手
が
同
じ
物
理
的
条
件
の
も
と
で
聴
き
と
れ
な
い
も
の
を
聴
き
と
ら
せ
る
の
か
」

(MM
120)。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

こ
の
よ
う
な
相
違
ほ
運
動
図
式

s
c
h
e
m
e
m
o
t
e
u
r
の
有
無
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

の
主
要
な
分
節
を
標
示
す
る
能
力
の
あ
る
初
発
的
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
naissants」

(
M
M
1
2
1
)

の
こ
と
で
、
聴
覚
的
印
象
が
組
織
す
る

も
の
で
あ
る
。

言
語
襲
に
か
か
っ
た
患
者
は
ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
連
合
論
的
な
考
え
方
に
従
っ
て
、
そ
こ
に
次
の
よ
う

な
原
因
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
語
の
聴
覚
的
記
憶
が
皮
質
内
で
破
壊
さ
れ
て
い
る
か
、
皮
質
性

い
か
に
し
て
現
在
の
知
覚
の
内
容
を
変
化
さ
せ
、
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し
か
し
、

実
際
は
、

精
神
的
な
聴
取
力
が
全
く
廃
滅
し
て
記
憶
の
全
体
が
消
滅
す
る
か
、

一
定
の
記
憶
が
消
滅
す
る
よ
う

そ
の
能
力
の
一
般
的
な
衰
弱
が
生
じ
る
か
、

も
し
皮
質
の
細
胞
に
記
憶
が
貯
蔵
さ
れ
る
な
ら
ば
、

の
、
あ
る
い
は
皮
質
下
の
損
傷
が
聴
覚
的
記
憶
に
よ
る
観
念
の
喚
起
や
、
知
覚
の
記
憶
と
の
再
会
を
妨
げ
て
い
る
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
聴
覚
的
記
憶
と
聴
覚
を
完
全
に
保
存
し
て
い
る
患
者
の
場
合
、
聴
覚
的
記
憶
も
聴
覚
的
印
象
も
意
識
に
逹
す
る
は
ず
で
あ
る
。

も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
を
再
認
し
な
い
の
で
あ
り
、
記
憶
と
印
象
の
結
合
が
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
早
生
理
学
の
問
題
で
は

な
く
て
、
心
理
学
の
、
意
識
過
程
の
問
題
で
あ
る
。
言
葉
の
理
解
力
を
失
っ
た
患
者
に
音
節
ご
と
に
く
ぎ
っ
て
何
度
も
発
音
し
て
や
る
と
理

解
力
を
と
り
も
ど
す
と
い
う
症
例
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
運
動
図
式
の
欠
如
こ
そ
記
憶
と
知
覚
の
結
合
を
妨
害
す
る
も
の
、

意
識
の
う
ち
に
空
隙
を
生
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
再
認
の
行
為
を
生
理
学
の
問
題
に
還
元
す
る
考
え

方
、
記
憶
の
あ
り
か
を
脳
に
見
い
だ
す
考
え
方
の
―
つ
の
可
能
性
が
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ tこ

⇔
脳
が
記
憶
を
貯
蔵
す
る
と
い
う
仮
定
、
そ
れ
は
、
記
憶
を
惰
性
的
で
受
動
的
な
事
物

c
h
o
s
e
inerte 
et 
p
a
s
s
i
v
e

で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
に
等
し
い
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
連
合
論
的
な
考
え
方
と
事
実
と
の
間
に
様
々
な
不
一
致
を
指
摘
す
る
こ
と
が

可
能
な
の
で
あ
る
。

一
定
の
語
の
回
復
不
可
能
な
喪
失
と
他
の
語
の
完
全
な
保
存
を
確
認
す
る
だ
ろ
う
。

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
一
定
の
数
の
記
憶
の
消
滅
が
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、

に
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
二
つ
の
型
に
分
け
て
い
る
。
囚
消
滅
は
突
然
起
き
、
消
滅
す
る
記
憶
は
偶
然
に
気
ま
ぐ

れ
に
選
ば
れ
る
。
⑲
消
減
は
漸
次
的
で
、
消
滅
の
仕
方
は
方
法
的
文
法
的
で
あ
る
。
即
ち
固
有
名
詞
、
普
通
名
詞
、
動
詞
の
順
序
で
消
滅
す

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
た
両
者
の
間
に
次
の
よ
う
な
相
違
を
見
て
い
る
。
⑧
あ
る
患
者
が

F
の
文
字
の
み
を
忘
れ
た
場
合
、
も
し

F
の
文
字

を
予
め
潜
在
的
に
再
認
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
特
定
の
文
字
の
と
こ
ろ
に
来
る
度
に
そ
れ
を
如
何
に
し
て
削
除
す
る
の
か
理
由
が
わ
か
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す
る
。

運
動
図
式
に
は
ま
り
込
み
な
が
ら
、

聞
え
る
音
に
重
な
っ
て
い
く
力
を
も
つ
聴
覚
的
記
憶
形
像
へ
と
、

「
私
た
ち
は
観
念
か
ら
出
発
し
、

記
憶
が
喚
起
さ
れ
る
た
め
に
は
一
種
の
精
神
的
態

仕
方
で
細
胞
を
お
か
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
消
滅
し
た
と
見
倣
さ
れ
る
記
憶
は
実
は
現
存
し
、
活
動
し
て
い
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
⑲
記
憶

の
あ
り
方
を
皮
質
の
細
胞
の
う
ち
に
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
消
滅
の
仕
方
は
不
可
思
議
な
も
の
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
病
気
が
常
に
同
じ

消
滅
の
仕
方
の
原
因
を
言
葉
の
記
憶
を
実
現
す
る
能
力

faculte 
d'actualiser 
les 
s
o
u
v
e
n
i
r
s
 d
e
s
 m
o
t
s

の
寧
E

加
い
的
i
碑
如
小
J

に
金
小
め
て
い
る
。

度
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
態
度
そ
れ
自
身
は
身
体
的
態
度
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
本
来
模
倣
可
能
な
動
作
を
表
わ
す
動
詞
は
、
言
語
の
機
能

が
消
失
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
身
体
的
努
力
に
よ
っ
て
回
復
可
能
な
言
葉
で
あ
る
。
固
有
名
詞
は
、
身
体
が
図
取
り
で
き
る
非
人
格
的
動

作
か
ら
最
も
か
け
は
な
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
機
能
の
衰
弱
に
よ
っ
て
最
初
に
影
響
を
こ
う
む
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た

事
実
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
病
気
が
お
か
す
の
は
、
身
体
に
か
か
わ
る
記
憶
を
実
現
す
る
能
力
で
あ
っ
て
、
記
憶
自
身
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
記
憶
の
消
滅
は
脳
が
記
憶
の
あ
り
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

さ
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
同
じ
語
が
占
め
る
位
置
や
結
び
つ
け
る
諸
項
に
よ
っ
て
多
数
の
異
な
っ
た
関
係
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
し
う
る

と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
、
記
憶
を
自
発
的
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
再
認
の
行
為
を
連
合
論
の

よ
う
に
知
覚
↓
記
憶
↓
観
念
と
進
む
過
程
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
は
理
解
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
観
念
を
発
展
さ
せ
る
」

(
M
M

1
3
8
)
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
知
覚
を
道
標
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
相
手
の
観
念
に
対
応
し
た
観
念
に
身
を
お
き
つ
つ
思
考
の
運
動
を
展
開

以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
記
憶
の
喚
起
の
過
程
を
観
念
に
始
ま
っ
て
知
覚
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
連
続
的
過
程
と
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
病
理
学
は
、
記
憶
の
全
体
が
消
滅
し
て
も
、
対
象
を
知
覚
す
る
能
力
が
存
在
し
つ
づ
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
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な
い
の
で
あ
る
。

否
、
等
質
的
空
間
は
実
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

知
性
が
物
質
に
帰
す
る
形
式
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
物
質
は
、

そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
物
質
に
働
き
か
け
る
た
め
の
行
動
の
図
式

延
長
と
非
延
長
、
質
と
量
、
あ
る

二
元
論
は
従
来
の
二
元
論
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

し
か
し
、

両
者
の
間
に
は
明
ら
か
な
相
違
も
存
在
す
る
。

従
来
の
二
元
論
は

い
る
。
精
神
盲
は
見
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
し
、
精
神
聾
は
聞
く
こ
と
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
対

象
を
知
覚
す
る
感
覚
器
官
で
あ
る
耳
と
は
別
に
、
観
念
が
記
憶
形
像
へ
と
展
開
さ
れ
る
、

る
。
判
明
な
知
覚
は
、
対
象
か
ら
く
る
求
心
的
な
流
れ
と
純
粋
記
憶
か
ら
出
発
す
る
遠
心
的
な
流
れ
か
ら
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ

以
上
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
病
理
学
的
事
実
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
像
記
憶
の
障
害
は
い
ず
れ
に
し
て
も
身
体
に
関
わ
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
身
体
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

二
元
論
の
意
味

精
神
は
物
質
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
物
質
は
精
神
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
点
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の

『
エ
ッ
セ
』
の
言
う
等
質
的
空
間
の
う
ち
に
物
質
を
置
ぎ
‘

精
神
を
空
間
の
外
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
は
自
由
と
必
然
と
い
う
和
解
不
可
能
な
対
立
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
物
質
は
等
質
的
空
間
の
う
ち
に
は

s
c
h
e
m
e
s
 d
e
 n
o
t
r
e
 a
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
la 
m
a
t
i
e
r
e
 
(
M
M
 23
7
)

で
点
3

り、

現
在
と
過
去
の
連
帯
を
そ
の
本
質
と
し
て
お
り

(
M
M
2
4
5
)
、
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、
持
続
を
占
め
て
い
る

(
M
M
2
2
7
)

。
少
な
く
と

も
物
質
は
記
憶
力
—
精
神
の
徴
候
を
も
ち
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
る

(
M
M
2
5
0
)
。
『
エ
ッ
セ
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
時
間
と
空
間
の
対
立

る。

ー

つ
ま
り
有
意
運
動
が
準
備
さ
れ
る
器
官
を
想
定
す



規
定
し
て
い
る

(
M
M
1
5
4
)
。

ま
た
、

物
質
に
還
元
さ
れ
な
い
精
神
、
精
神
に
還
元
さ
れ
な
い
物
質
、
両
者
の
区
別
を
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
点
に
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
、
行
動

action
を
某
軸
に
し
て
純
粋
知
覚
（
現
在
）
と
記
憶
（
過
去
）
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
間

に
本
性
の
相
違
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
私
た
ち
の
純
粋
知
覚
を
構
成
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
（
物
質
の
）
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
た
だ
中
で
、

輪
郭
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
る
生
ま
れ
か
け
の
私
た
ち
の
行
動
で
あ
る
」

(
M
M

7

1

)

。
「
現
在
は
観
念
11
行
動

ideo
,
 
m
o
t
e
u
r
で
あ
る
」
の

を
占
め
て
い
る
も
の
、
私
に
た
い
し
て
生
き
て
い
る
も
の
、
要
す
る
に
私
を
行
動
へ
と
促
す
も
の
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、

「
私
の
過
去
は

本
質
的
に
無
力
で

impuissant
あ
る
」

(
M
M
1
5
2
)
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
純
粋
知
覚
と
記
憶
の
間
の
本
性
の
相
違
を
、

(
3
)
 

は
必
然
的
に
行
動
へ
と
展
開
す
る
が
、
他
方
は
そ
れ
自
身
で
行
動
へ
と
展
開
す
る
力
を
も
た
な
い
こ
と
に
見
て
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
本
性
の
相
違
を
記
述
す
る
に
当
っ
て
、
知
覚
、
記
憶
、
行
動
と
い
う
用
語
の
み
を
一
貫
し
て
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
行
動
と
並
ん
で
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
ま
た
知
覚
と
と
も
に
感
覚

sensation
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
私
た
ち
の
存
在
の
物
質
性
」
を
「
感
覚
と
運
動
の
総
体

u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
 d
e
 sensations 
et 
d
e
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
s」
と

の
で
あ
る
。

物
質
の
実
在
性
と
精
神
の
実
在
性
を
表
現
す
る
と
き
、
知
覚
と
記
憶
の
本
性
の
相
違
と
言
わ
な
い

で
、
感
覚
と
記
憶
の
本
性
の
相
違
と
言
っ
て
、
感
覚
を
運
動
を
起
こ
し
う
る
も
の

sensation
capable 
d
e
 p
r
o
v
o
q
u
e
r
 des m
o
u
v
e
 ,
 

m
e
n
t
s
、
運
動
の
源
泉

source
d
e
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
規
定
し
て
い
る
個
所
も
あ
る

(
M
M
1
5
5
)
。
perception↓
action
と

sensation

↓
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
は
、
勿
論
全
く
同
一
の
事
態
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

に
対
し
て
、
「
過
去
は
観
念
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る

(ibid)
。

い
ず
れ
に
し
て
も
物
質
の
実
在
性
を
示
す
も

ま
た
他
の
個
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
方

「
私
の
現
在
は
私
の
関
心

48

を
精
神
と
物
質
の
間
に
見
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
的
世
界
を
構
成
す
る
も
の
を
「
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
互
い
に
運
動
を
通
じ
て
作
用
と
反
作
用
を
交
わ
す
諸
対
象
で
あ

っ
て
作
用
と
反
作
用
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
用
と
反
作
用
は
、

格
の
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
物
質
的
世
界
の
在
り
方
を
根
本
的
機
械
論
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
詳
し
く
説
明
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
が
「
自
己
の
各
点
に
よ
っ
て
、
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
働
き
か
け
、
受
け
と
る
も
の
の
全
部
を
伝

ら
ゆ
る
方
向
に
走
る
た
め
の
通
路
に
す
ぎ
な
い
」

(
M
M
3
3
)

よ
う
な
必
然
性
で
あ
る
。
物
質
は
こ
の
よ
う
に
運
動
か
ら
運
動
へ
と
必
然
的

に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
周
辺
の
地
帯
を
探
索
す
る
必
要
も
な
い
」
の
で
あ
り
、

の
身
体
も
、
物
質
的
世
界
の
一
部
を
形
成
し
て
い
て
、
連
動
を
受
け
た
り
返
し
た
り
し
な
が
ら
、
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
同
様
に
活
動
し
て
い

る
一
個
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る

(
M
M

1

4

)

。
物
質
が

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
身
体
の
、

は
運
動
の
取
る
特
殊
性
故
に

m
o
u
v
e
m
e
n
t
は
知
覚
あ
る
い
は
感
覚
と
い
う
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

perception↓

action
あ
る
い
は

sensation↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
が
、
基
本
的
に

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
い
う
記
憶

II
精
神
に
対
し
て
閉
じ
た

系
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
私
た
ち
は
は
じ
め
か
ら
過
去
に
身
を
置
く
の
で
な
け
れ
ば
、

は
絶
対
に
あ
る
ま
い
」
と
言
っ
て
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
を
主
張
す
る
根
拠
に
し
て
い
る
の
だ
。

違
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
両
者
の
間
に
ど
の
よ
う
な
類
似
あ
る
い
は
相
違
が
あ
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

過
去
に
到
達
す
る
こ
と

m
o
u
v
e
m
e
n
t
の

action
と

m
o
u
v
e
m
e
n
t
を
物
質
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
間

言
う
ま
で
も
な
く

m
o
u
v
e
m
e
n
t
は
『
物
質
と
記
憶
』
で
第
一
に
物
質
的
世
界
に
対
し
て
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
。

え、

各
作
用
に
た
い
し
て
は
、

り
、
あ
る
い
は
、

「
物
質
界
を
構
成
す

perception---+action, 
sensation---+ 

行
動
の
あ
る
い

そ
こ
で
は
知
覚
は
潜
在
的
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ

等
し
い
が
対
立
す
る
逆
作
用
を
か
え
さ
ざ
る
を
え
ず
、
結
局
、

無
際
限
な
宇
宙
に
波
及
す
る
諸
変
化
が
あ

「
時
さ
え
く
れ
ば
」
必
然
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
性

こ
う
言
っ
た
方
が
よ
け
れ
ば
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
で
あ
る
」

(
M
M

7

1

)

と
言
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

自
然
法
則
に
従
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と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

action
と
い
う
用
語
も
、
ま
た
同
様
に
、

使
身
体

例
え
ば
、
「
物
質
界
の
あ
ら
ゆ
る
点
の
作
用

action」

(
M
M

の
で
あ

「
私

る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
互
い
に
運
動
を
通
じ
て
作
用
と
反
作
用
を
交
わ
す
諸
対
象
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
こ
う
言
っ
た
方
が
よ
け
れ

イ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
で
あ
る
」

(
M
M

7

1

)

。
不
変
の
諸
対
象
あ
る
い
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
あ
っ
て
、

も
思
わ
れ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
的
世
界
の
う
ち
に
運
動
の
た
め
の
不
変
の
基
体
を
決
し
て
認
め
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
科
学

に
働
き
か
け
、
受
け
と
る
も
の
を
全
部
伝
え
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
諸
変
化
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
走
る
た
め
の
通
路

(MM33)で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
質
と
は
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
の
問
題
を
運
動

を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
い
う
用
語
は
、
第
二
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
身
体
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

の
身
体
は
、
物
質
的
世
界
の
総
体
の
中
で
、
運
動
を
受
け
つ
返
し
つ
、
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
同
様
に
活
動
し
て
い
る
」

(
M
M

1

4

)

 

る
。
ま
た
、
身
体
内
部
の
神
経
系
に
つ
い
て
も
そ
の
役
割
を
「
運
動
を
導
き
、
合
成
し
、
あ
る
い
は
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
M
M
1
9
)
 

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

物
質
的
世
界
に
対
し
て
も
身
体
に
対
し
て
も
使
用
さ
れ
る
も

35)と
か
、
「
私
た
ち
の
身
体
に
及
ぽ
さ
れ
る
対
象
の
作
用

action」

(
M
M

53)と
い
っ
た
使
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

へ
の
適
用
例
と
し
て
、
「
行
動

actions
を
な
し
と
げ
感
情
を
体
験
す
る
と
い
う
身
体
の
も
つ
二
重
の
能
力
」

(MM6
2ー

6
3
)

、「
S
に
は
身

体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
集
中
す
る
。
ま
た
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は

P
の
一
部
を
な
し
て
い
て
、
平
面
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
出

て
く
る
作
用

actions
を
、
受
け
た
り
返
し
た
り
す
る
に
と
ど
ま
る
」

(
M
M
1
6
9
)

な
ど
数
多
く
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

用
範
囲
に
関
す
る
限
り

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と

action
は
、
物
質
的
世
界
に
も
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
対
し
て
も
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ま
た

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と

action
は
共
通
の
適
用
対
象
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

は
「
あ
ら
ゆ
る
物
質
点
の
間
の
相
互
作
用
」

(MM2
2
1
)

を、

つ
ま
り
物
質
は
自
己
の
各
点
に
よ
っ
て
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
あ
ら
ゆ
る
点

ギ
6-ヽ,`

 

そ
れ
が
運
動
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
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2
 

確
定
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
示
す
尺
度
な
の
で
あ
る
」

(
M
M
6
6
)

と
言
い
、

の
仕
方
で
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
行
動

action
そ
の
も
の
の
中
で
、
…
…
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

他
の
場
合
に
は
…
：
」
と
述
べ
、
す
ぐ
そ
の
後
で
同
じ
再
認
の
仕
方
を
「
現
在
の
対
象
の
再
認
は
、
そ
れ
が
対
象
か
ら
生
ず
る
場
合
は
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
…
…
」
と
述
べ
て
い
る

(
M
M
8
2
)
。

め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

m
o
u
v
e
m
e
n
t
は
物
質
の
在
り
方
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

action
は
物
質

(mouvement)
の
他
の
物
質

(mouvement)

ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
受
け
た
興
奮
に
後
続
す
る
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t
な
い
し
行
動

action
の
不

ま
た
「
要
す
る
に
再
認
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ

に
対
す
る
関
係
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

action
の
様
々
の
使
用
例
か
ら
も
明

い
ず
れ
に
し
て
も
、

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と

action
は
と
も
に
物
質
的
世
界
に
対
し
て
も
わ
れ
わ

れ
の
身
体
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
身
体
が
物
質
的
世
界
の
一
部

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
行
動
を
規
定
し
て
「
事
物
の
中
に
変
化
を
起
こ
さ
せ
る
私
た
ち
の
能
力
、
意
識
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
、

有
機
的
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
力
の
集
中
点
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
能
力
」

(
M
M
6
5
)

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

percetion↓
action、
sen,
 

sation↓
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
の

action
と

m
o
u
v
e
m
e
n
t
が
、
物
質
的
世
界
と
そ
の
一
部
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
、
そ
し
て
物
質
の
運
動
が
他
の
物
質
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
知
覚
と
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
を

action、
m
o
u
v
e
'

m
e
n
t
へ
促
す
こ
と
に
、
反
対
に
記
憶
そ
れ
自
身
に
は

action、
m
o
u
v
e
m
e
n
t
が
伴
わ
な
い
こ
と
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
精
神
と
物
質
と
の

間
に
本
性
の
相
違
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
物
質
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t、
action
と
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t、
action
と
の
相
違
点
も
ま
た
顕
著
で
あ
る
。
わ
れ

「
知
覚
は
生
活
体
の
行
動
力

puissance
d'agir、

し
か
し
、

m
o
u
v
e
m
e
n
t
と

action
の
使
い
方
に
違
い
を
認
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に
、
体
c
o
r
p
s
は
時
間
に
お
い
て
現
在
の
瞬
間
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、

空
間
に
お
い
て
あ
る
場
所
に
か
ぎ
ら
れ
て
、

自
動
的
に
は
た
ら
き
、

神
の
こ
と
で
あ
る

(
E
S
3
0
)
。

従
っ
て
、

形
態
を
取
る
の
は
、
こ
の
不
確
定
性
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
身
体
の
a
c
t
i
o
n
に
対
し
て
潜
在
的
v
i
r
t
u
e
l
、

物
質
の
a
c
t
i
o
n
に
対
し
て
は
そ
う
し
た
区
別
を
つ
け
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

action possible 
sur 
les 
c
h
o
s
e
s
」
、
「
和
i
た
ち
へ
の
宰
ず
紬
切
の
可
能
野
的
作
用
l
'
a
c
t
i
o
n
possible d
e
s
 c
h
o
s
e
s
 
sur nous」（マ
1
フ
1
5
7
)

、

「
自
分
の
身
体
に
た
い
す
る
対
象
の
潜
在
的
作
用
あ
る
い
は
対
象
に
た
い
す
る
自
分
の
身
体
の
潜
在
的
作
用
l
'
a
c
t
i
o
n
virtuelle d
e
 l'objet 

sur 
n
o
t
r
e
 
c
o
r
p
s
 
o
u
 d
e
 n
o
t
r
e
 
c
o
r
p
s
 
sur 
l'objet」（マ
4

マ
{
5
9
)
、
「
匂
5

た
ち
の
阜
？
体
の
祖
土
車
企
印
活
ば
動
i
l'action 
reelle 
d
e
 n
o
t
r
e
 

corps」

(
M
M
5
8
)

と
い
っ
た
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

区
別
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
a
c
t
i
o
n
に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
a
c
t
i
o
n
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
関
わ
り
を
持

た
な
い
物
質
的
世
界
の
a
c
t
i
o
n
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
a
c
t
i
o
n
が
m
o
u
v
e
m
e
n
t
の
他
の
m
o
u
v
e
m
e
n
t
に
対
す
る
関
係
で
あ

る
こ
と
を
思
え
ば
、

に
も
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
周
囲
の
物
質
的
世
界
に
対
し
て
そ
れ
が
用
い
ら

わ
れ
わ
れ
身
体
の
a
c
t
i
o
n
と
物
質
的
世
界
の
a
c
t
i
o
n
と
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
相
違
は
、
m
o
u
v
e
m
e
n
t
自
身

わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
a
c
t
i
o
n
ば
か
り
で
な
く
m
o
u
v
e
m
e
n
t
に
対
し
て
も
言
わ
れ
る
不
確
定
性
で
表

現
さ
れ
る
。
(
c
f
.

M
M
,
 38
,
 
6
6
)
。
m
o
u
v
e
m
e
n
t
↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
で
は
な
く
、
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
↓
a
c
t
i
o
n
、
s
e
n
s
a
t
i
o
n
↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
の

不
確
定
性
と
は
意
志
に
よ
る
不
確
定
の
こ
と
で
あ
る
。
「
意
志
に
よ
る
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
s
」
と
は
、
「
わ
た
し
j
e
」
と
か
「
わ
れ
m
o
i
」
が
原

因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
わ
た
し
」
、
「
わ
れ
」
と
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
身
体
を
越
え
て
い
る
も
の
の
こ
と
、
精

m
o
u
v
e
m
e
n
t
、
a
c
t
i
o
n
の
不
確
定
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
要
す
る

こ
う
し
た
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
潜
在
的
、

例
え
ば
、
「
事
物
へ
の
私
た
ち
の
可
能
な
働
き
か
け
n
o
t
r
e

可
能
的
p
o
s
s
i
b
l
e
と
現
実
的
r
e
e
l
と
い
う
区
別
を
つ
け
る
が
、

可
能
的
と
現
実
的
の
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「
意
識
は
過
去
を
と
ど
め
、

た

s
e
n
s
a
t
1
0
n
 .,Gl~ 

時
間
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
に
つ

わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
持
続
の
一
定
の
厚
み
を
占
め
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
に
精
神
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、

『
物
質
と

い
う
の
は
、
…
…
わ
た
く
し
た
ち
は
知
覚
の
機
能
、

同
様
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

空
間
的
、

「
私
の
人
格
と
は
、
こ
れ
ら
の
行
動
を
関
係
づ
け
る
べ

そ
れ
が
は
い
っ
て
く
る
場
合
し
か
あ
る
ま
い
」

(
M
M
 

外
か
ら
の
影
響
に
機
械
的
に
反
応
す
る
も
の
で
す
が
、
体
と
な
ら
ん
で
空
間
に
お
い
て
体
よ
り
も
は
る
か
に
遠
く
に
ひ
ろ
が
り
、
時
間
に
お

い
て
持
続
す
る
何
も
の
か
が
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
自
動
的
に
予
知
さ
れ
る
運
動
で
は
な
く
、
予
知
で
き
な
い
自
由
な
運
動
を
、
体
に

要
求
し
、
強
制
す
る
何
も
の
か
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
方
向
に
体
か
ら
あ
ふ
れ
出
し
、
そ
れ
自
身
を
新
し
く
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

為
を
創
造
す
る
も
の
が
「
わ
れ
」
で
あ
り
、
「
魂
」
で
あ
り
、
「
精
神
」
で
あ
り
ま
す
」

(
E
S
3
1
)
。
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
こ
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ
る
決
意
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
人
は
、
彼
の
経
験
の
全
体
を
、

い
わ
ゆ
る
彼
の
性
格
の

内
に
集
め
組
織
し
つ
つ
、
行
動
へ
と
集
中
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
、
行
動
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
過
去
と
と
も
に
、
人
格

が
行
動
に
刻
印
す
る
予
見
し
が
た
い
形
式
を
見
い
だ
す
だ
ろ
う
。

1
9
2
-
1
9
3
)

。

で
す
」

(
E
S
3
0
)
。

れ
て
、
そ
の
過
去
を
意
識
自
身
に
巻
き
こ
み
、

し
か
し
、
行
動
が
実
現
可
能
な
の
は
、
現
在
の
状
況
、
す
な
わ
ち
時
間
と

空
間
に
お
け
る
身
体
の
特
定
の
位
置
か
ら
生
ま
れ
る
諸
事
情
の
総
体
の
枠
の
中
に
、

つ
ま
り
、
身
体
の
行
動
は
、
物
質
的
世
界
の
中
で
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
同
様
に
運
動
を
受
け
、
運
動
を
返
す
と
い
う
仕
方
で
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
は
「
わ
た
し
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

き
存
在
で
あ
る

m
a
p
e
r
s
o
n
n
e
 est 

l'etre 
a
u
q
u
e
l
 
il 
f
a
u
t
 r
a
p
p
o
r
t
e
r
 c
e
s
 a
c
t
i
o
n
s
」

(
M
M
4
6
)

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
っ
て
い
る
。

時
間
的
に
身
体
を
越
え
る
と
い
う
精
神
の
働
き
を
知
覚
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
「
ま
ず
空
間
的
に
と

と
く
に
視
覚
の
機
能
に
よ
っ
て
自
分
の
体

c
o
r
p
s
を
越
え
て
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
か
ら

記
憶
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
身
体
を
時
間
的
に
越
え
る
こ
の
精
神
の
働
き
を
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
は
次
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
。
「
体

c
o
r
p
s

は
物
質
で
、
物
質
は
現
在
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、

そ
れ
で
も
っ
て
未
来
の
創
造
に
寄
与
す
る
準
備
を
し
ま
す
」

(ibid)
。
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問
も
、
『
物
質
と
記
憶
』
で
の
物
質
の
実
在
性
の
証
明
の
仕
方
に
注
目
す
れ
ば
、

あ
る
程
度
解
消
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン

精
神
の
関
与
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
感
覚
は
、
知
覚
の
存
在
か
ら
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

対
象
が
私
た
ち
の
身
体
と
一
致
す
る
場
合
」
に
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(cf.
M
Mぶ
)7
-
5
8
)
。

「
知
覚
す
べ
き

も
し
、
従
来
の
考
え
方
の
よ
う
に
「
一
方
に
知
ら
れ
ざ
る
運
動
を
も
つ
空
間
を
立
て
、
他
方
に
ひ
ろ
が
り
の
な
い
意
識
を
立
て
る
」

う
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
対
立
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
。
そ
れ
は
生
命
と
い
う
も
の
が
、
ま
さ
し
く
必
然
の
中
へ
さ
し
は
さ
ま
れ
て
必
然
を
自
分
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
す
る
自
由
で
あ
る
か
ら

で
す
。
物
質
の
決
定
的
な
動
き
が
そ
の
厳
密
さ
を
ゆ
る
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
自
由
は
不
可
能
で
し
ょ
う
」

(
E
S
1

3

)

。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
で
も
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
自
由
な
行
動
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
部
分

的
に
不
確
定
な
行
動
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
、
自
己
自
身
に
あ
て
が
わ
れ
る
生
成
に
間
を
置
い
て
眼
を
注
ぎ
、
そ
の
異
な
っ
た
諸

瞬
間
を
固
定
し
つ
つ
、
こ
う
し
て
物
質
を
凝
縮
し
、
ま
た
物
質
を
同
化
し
な
が
ら
、
自
然
必
然
性
の
網
の
目
を
く
ぐ
る
よ
う
な
反
作
用
の
運

動
に
消
化
し
て
い
く
能
力
の
あ
る
諸
存
在
に
の
み
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
M
M
2
3
6
)
。
精
神
と
物
質
の
結
合
で
あ
る
知
覚
か
ら
出
発
す

る
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
説
を
提
出
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
精
神
と
物
質
の
実
在
性
を
肯
定

し
、
両
者
の
間
に
本
性
の
相
違
を
認
め
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
な
お
疑
問
を
提
出
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
疑

は
物
質
の
実
在
性
を
直
接
に
定
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
知
覚
を
分
析
し
、
純
粋
知
覚
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
精
神
の
最

低
段
階
ー
記
憶
力
の
な
い
精
神
ー
と
も
い
う
べ
き
純
粋
知
覚
」

(
M
M
2
5
0
)

が
精
神
の
実
在
性
と
異
な
っ
た
物
質
の
実
在
性
を
見
せ
る
の
で

あ
り
、
意
識
は
自
由
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

両
者
は
対
立
し
て
も
何
も
な
り
ま
せ
ん
。

生
命
ほ
両
者
を
協
調
さ
せ
る
手
段
を
見
つ
け
ま

「
物
質
は
必
然
で

M
 
7
3
)

と
す
れ
ば
、
身
体
と
精
神
、
必
然
と
自
由
は
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
り
、

身
体
の
行
動
を
照
ら
す
た
め
に
記
憶
の
力
を
借
り
る
と
い (

M
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あ
る
。

し
か
も
純
粋
知
覚
は
、
「
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
対
象
の
一
致
」

(
M
M
6
8
)
、

他
方
に
ひ
ろ
が
り
の
な
い
意
識
を
立
て
る
よ
う
な
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
反
対
に
、

主
観
と
客
観
は
ま
ず
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
…
…
」

(
M
M
7
3
-
7
4
)

と
述
べ
、

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
純
粋
知
覚
の
う
ち
に
精
神
と
物
質
の
結
合
と
分
離
の
理
論
的
可
能
性
を
見
、

p
e
r
c
e
p
'

sensation↓
 m
o
u
v
e
m
e
n
t

の
う
ち
に

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
同
一
の
側
面
と
そ
れ
を
越
え
て
い
る
側
面
を

見
て
い
る
の
を
確
認
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

ら
も
事
物
の
持
続
の
継
起
的
諸
瞬
間
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

ま
た
物
質
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
も
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

精
神
に
は
た
ん
に
不
確
定
な
ば
か
り
で
な
く
理
性
的
で
反
省
的
な
行
動
の
能
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
活
の
強
度

の
増
大
を
示
す
尺
度
で
あ
る
こ
れ
ら
継
起
的
段
階
の
各
々
は
、
持
続
の
よ
り
高
度
な
緊
張
に
照
応
し
、
感
覚
運
動
系
統
の
い
っ
そ
う
の
発
達

を
通
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
る
」

(
M
M
2
4
9
)
。
こ
う
し
た
持
続
の
緊
張
に
照
応
す
る
、
わ
れ
わ
れ
が
位
置
を
占
め
る
一
定
の
段
階
を
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
持
続
の
特
殊
な
リ
ズ
ム

r
y
t
h
m
e
particulier 
d
e
 d
u
n
~
e

、

持
つ
の
も
、

d
e
g
r
e
s

が
あ
り
、

即
ち
一
定
の
持
続
の
厚
み
を

物
質
と
記
憶
力
と
の
部
分
的
合
致

(
M
M
2
5
0
)
、

知
ら
れ
ざ
る
運
動
を
も
つ
空
間
を
立
て
、

ま
さ
し
く
ひ
ろ
が
り
の
あ
る
知
覚
に
お
い
て
こ
そ
、

「
こ
れ
に
対
し
て
、
精
神
の
最
低
の
役
割
す

一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
持
続

d
u
r
e
e
a
u
 r
y
t
h
m
e
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
 

と
呼
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
持
続
は
こ
う
し
た
持
続
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
行
動
は
こ
う
し
た
持
続
を

条
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
M
M
2
3
0
,
2
3
3
)
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
主
観
と
客
観
の
結
合
で
あ
る
の
も
、

ま
た
物
質
的
世
界
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
身
体
を
介
し
て
新
し
い
こ
と
を
つ
け
加
え
る
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
い
る
の

物
質
と
完
全
に
発
展
し
た
精
神
と
の
間
に
は
無
数
の
段
階

精
神
が
物
質
と
接
触
を
も
つ
の
は
こ
の
操
作
に
お
い
て
で
あ
り
、

．

．

 

、

tionー

v
a
c
t
1
0
n
 

精
神
と
物
質
の
結
合
の
事
実
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
実
在
論
、
観
念
論
、
あ
る
い
は
従
来
の
二
元
論
を
批
判
し
て
、
「
一
方
に
、

言
す
れ
ば
物
質
的
世
界
の
一
部
分

(
M
M
2
0
2
)

な
の
で
あ
る
。

換



い
う
問
題
で
あ
る
。

直

精
神
と
身
体

一
般
に
精
神
と
物
質
の
関
係
の
問
題
は
、
純
粋
知
覚
の
記
憶
力
に
よ
る
収
縮
と
弛
緩
の
関
係
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
さ
ら
に
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
が
『
物
質
と
記
憶
』
で
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
も
う
一
っ
別
の
問
題
が
、
即
ち
精
神
と
身
体
の
関
係
の
問
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
記
憶
力
を
現
実
へ
と
向
け
、
現
在
に
結
び
つ
け
る
唯
一
の
機
能
」

(MM1
9
8
)

を
身
体
に
帰
す
る
問
題
、
脳
が
「
有
益

な
記
憶
を
喚
起
す
る
に
役
立
つ
が
、
さ
ら
に
他
の
記
憶
を
暫
定
的
に
斥
け
る
」

(ibid)
働
き
を
も
っ
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

記
憶
は
、
身
体
の
如
何
な
る
部
分
に
も
位
置
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
現
在
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
身
体
（
感
覚
II
運
動
機
構
）
か
ら
熱
気

と
活
力
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
化
し
、
現
在
の
状
態
に
移
行
す
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
が
、
そ
れ
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
と

行
動
を
照
ら
す
た
め
に
、
形
像
記
憶
の
喚
起
を
も
っ
て
す
る
注
意
的
再
認
に
対
し
て
非
注
意
的
再
認
の
果
す
重
要
な
役
割
を
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
知
覚
は
私
た
ち
を
将
来
へ
と
推
し
進
め
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
過
去
へ
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

こ
の
意
味
で
は
、
運
動
は
む
し
ろ
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
面
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
準
備

し
て
く
れ
も
す
る
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
過
去
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
全
部
そ
の
ま
ま
現
存
し
て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
現
在
の
知
覚
と

類
比
的
な
表
象
が
、
可
能
な
す
べ
て
の
表
象
の
中
か
ら
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
」

(
M
M
103)
。
も
し

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
↓
a
c
t
i
o
n
、

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
二
元
論
は
、
本
性
の
相
違
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
が
精
神
と
物
質
の
結
合
を
決
し
て
妨
げ
る
も
の
で
は

6

で
あ
る
。

5
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い
る
の
で
あ
る

(MM82-83)。
従
っ
て
、

つ
ま
り
、
身
体
は
、

「
流
れ
る

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

sensation↓
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
を
物
質
的
世
界
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
と
同
一
水
準
に
置
く
な
ら
ば
、

準
備
す
る
の
か
、
な
ぜ
私
た
ち
が
と
り
に
い
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
場
を
限
る
の
か

(ibid)
解
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

げ
、
他
方
で
は
そ
れ
を
助
け
る
と
い
う
こ
の
運
動
の
二
面
性
は
、
先
に
述
べ
た

perception↓
action、
sensation↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
の
二

元
性
に
則
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
純
粋
知
覚
が
物
質
の
実
在
性
を
示
す
と
同
時
に
物
質
と
記
憶
の
部
分
的
合

致
で
あ
る
よ
う
に
、

perception↓
action、
sensation↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
は

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
と

も
に
そ
の
側
面
が
同
時
に
精
神
ー
記
憶
力
に
よ
る
「
未
来
を
め
ざ
し
て
の
過
去
と
現
在
の
総
合
」
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
持
続
の
「
流
れ
つ
つ

あ
る
瞬
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(cf.
M
M
 
1
5
2ー

1
5
3
)
。
わ
れ
わ
れ
は
、
精
神
と
身
体
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
の
持
続
に
お
い
て
考

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
習
慣
記
憶
（
感
覚
II

運
動
系
の
総
体
）
と
形
像
記
憶
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
過
去
の
行
動
の
蓄
積
さ
れ
た
努
力
を
象
徴
す
る
諸
機
構
を
も
つ
身
体
の
上
で
、
思
い
浮
か
べ
反
復
す
る
記
憶
は
宙
に
浮
い
て
い
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
直
接
過
去
以
外
に
決
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
な
く
、
私
た
ち
の
現
在
の
意
識
は
す
で
に
記
憶
作
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

は
じ
め
に
分
け
て
お
い
た
二
項
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
一
緒
に
な
ろ
う
と
す
る
」

(
M
M
1
6
8
)
。

「
あ
る
ひ
と
つ
の
瞬

問
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
に
影
響
す
る
対
象
と
そ
れ
が
働
き
か
け
る
対
象
の
問
に
介
在
す
る
伝
導
体
に
す
ぎ
な
い
」
の
だ
が
、

時
間
に
も
ど
し
て
見
れ
ば
、
私
の
過
去
が
行
動
へ
と
移
り
変
わ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
点
に
、
必
ず
位
置
し
て
い
る
」
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
習
慣
記
憶
と
形
像
記
憶
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
「
両

者
は
ば
ら
ば
ら
な
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
第
一
の
も
の
（
習
慣
記
憶
）

は
、
第
二
の
も
の
（
形
像
記
憶
）
に
よ
っ
て
経
験
の
動
く
平
面
に

界
の

m
o
u
v
e
m
e
n
t↓
m
o
u
v
e
m
e
n
t
は
精
神
に
背
を
向
け
、
物
質
の
実
在
性
を
示
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
は
記
憶
の
喚
起
を
妨

と
い
う
の
も
、
物
質
的
世

な
ぜ
運
動
が
こ
の
選
択
を



ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
『
ニ
ッ
セ
』
の
持
続
は
、

の
持
続
は
、
事
物
と
の

抽
象
の
努
力
に
よ
っ
て
空
間
と
物
質
的
事
物
か
ら
分
離
さ
れ
た
純
粋
持
続
で

cf. 
M
M
 
1
9
8
)
。

こ
の
二
つ
の
機
能
が
互
い
に
支
持
を
与
え
合
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」

純
粋
知
覚
と
記
憶
、
習
慣
記
憶
と
形
像
記
憶
の
区
別
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
理
論
的
な
も
の

e
n
d
r
o
i
t
 
(
M
M
 
3

1

)

、
t
h
e
o
r
i
q
u
e
m
e
n
t

(
M
M
 

8
6
)

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
区
別
は
、
わ
れ
わ
れ
の
持
続
の
う
ち
で
具
体
的
な
形
態
を
ま
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
事
態
を
『
物
質
と
記
憶
』
第
三
章
の
、
過
去
と
現
在
の
本
性
の
相
違
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
持
続
に
お
け
る
具
体
的
区
別
は
、
理
論
的
な
区
別
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
『
エ
ッ
セ
』
で
持
続
を
「
諸
要
素
の
相
互
浸
透
、
連
携
、
内
面
的
有
機
化
」

(DI
7
5
)

だ
と
し
て
、

け
る
こ
と
を
差
し
ひ
か
え
る
場
合
に
、
意
識
が
と
る
形
態
で
あ
る
」

(DI
7
4
-
7
5
)

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
『
エ
ッ
セ
』

の
区
別
を
生
じ
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
『
物
質
と
記
憶
』
の
持
続
と
『
エ
ッ
セ
』
の
持
続
の
、

あ
り
、
自
由
は
自
己
と
自
己
自
身
の
不
可
分
な
全
体
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
を
、

『
物
質
と
記
憶
』

J
•

イ
ボ
リ
ッ

関
係
に
あ
る
持
続
で
あ
り
、
そ
の
た
め
精
神
の
飛
躍
ほ
限
ら
れ
て
お
り
、
精
神
の
、
生
命
へ
の
注
意
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
精
神

(
4
)
 

自
身
の
う
ち
に
精
神
が
離
れ
る
過
去
と
精
神
が
つ
く
現
在
と
の
間
に
区
別
が
生
ず
る
。
私
の
現
在
は
、
持
続
の
う
ち
に
「
流
れ
つ
つ
あ
る
」

部
分
、
「
私
を
行
動
へ
と
促
す
も
の
」

(
M
M
1
5
2
)

で
あ
る
。
私
の
過
去
は
、
「
す
で
に
流
れ
た
」
部
分
、
「
本
質
的
に
無
力
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
)

こ
う
し
た
精
神
と
身
体
の
関
係
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
第
三
章
で
、
平
面

p
（
宇
宙
に
か
ん
す
る
私
の
表
象
）

に
頂
点

s

の
持
続
は
過
去
と
現
在

「
ま
っ
た
＜
純
粋
な
持
続
と
は
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
、

現
在
の
状
態
と
そ
れ
に
先
行
す
る
諸
状
態
と
の
あ
い
だ
に
境
界
を
設

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

58

さ
し
こ
ま
れ
る
動
的
先
端
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、

(
M
M
 1
6
9
,
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で
あ
る
。

で
接
す
る
逆
円
錐
形
S
A
B
で
図
示
し
て
い
る
。

S
は
感
覚
II

運
動
機
構
を
表
わ
し
、
底
辺

A
B
に
は
記
憶
の
全
体
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
底
辺

A
B
と
頂
点
S
の
間
の
切
断
面

A
B
、
N
W
…
…
に
よ
っ
て
精
神
生
活
の
無
数
の
反
復
を
表
わ
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神

生
活
は
底
辺

A
B
に
接
近
す
る
に
従
っ
て
無
数
の
個
別
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
相
を
呈
し
、
反
対
に

S
に
向
う
に
従
っ
て
身
体
的
態
度
と
い

唯
名
論
、
概
念
論
、
連
合
論
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
、
右
の
図
式
が
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て

対
象
の
個
別
性
は
特
殊
性
に
対
す
る
反
省
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
類
の
概
念
は
表
象
か
ら
時
間
と
場
所
の
特
殊
性
を
除
去
す
る

観
念
連
合
の
解
釈
に
お
け
る
連
合
論
的
考
え
方
の
無
力
も
、
同
様
の
誤
謬
に
基
づ
く
。
連
合
論
は
観
念
連
合
の
事
実
を
機
械
的
付
加
に
よ

っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る

(
M
M
1
8
4
)
。

両
者
が
と
も
に
個
物
の
知
覚
を
前
提
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る

観
念
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
そ
れ
ぞ
れ
内
な
る
空
間
を
浮
遊
す
る
、
独
立
的
存
在
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
だ
け
が
連
合
の
事
実
の
理
由
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
連
合
論
が
独
立
的
存
在
と

考
え
る
も
の
は
、
人
為
的
な
、
精
神
が
後
か
ら
生
じ
さ
せ
る
産
物
で
あ
る

(MM1
8
3
)
。
「
実
際
は
、
我
々
は
互
い
に
類
似
す
る
個
々
の
も

の
に
先
立
っ
て
類
似
を
知
覚
す
る
の
で
あ
り
、
近
接
し
た
諸
部
分
に
先
立
っ
て
全
体
を
知
覚
す
る
」

(MM1
8
3
)
。

に
不
可
分
な
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
心
理
的
諸
事
実
の
連
帯
が
あ
り
、
反
省
が
そ
れ
を
個
々
の
断
片
に
、
独
立
的
存
在
に
変
え
る
の

こ
う
し
た
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
頂
点

S

も
底
辺
A
B

も
、
切
断
面
A
B
、
•
•
…
•
も
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

よ
っ
て
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

反
省
の
努
力
を
必
要
と
す
る
か
ら

(
M
M
1
7
6
)
、

つ
ま
り
、
直
接
的
意
識

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
個
物
の
知
覚
か
ら
も
類
の
概
念
か
ら
も
始
め
な
い
。

そ
れ
ら
は
反
省
に

い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
唯
名
論
と
概
念
論
を
批
判
し
て
、

う
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
る

(
M
M
1
8
 0ー

1
8
1
)
。

(
M
M
 17
6
)

。
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一
方
の
鉄
道
か
ら
他
方
へ
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」

(MM2
5
0
)

と
述
べ
て
い
る
が
、

レ
ー
ル
は
曲
線
に
沿
っ
て
接
続
し
て
い
る
わ
け

不
可
能
に
す
る

(
M
M
2
4
9
)
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

い
て
持
続
の
各
瞬
間
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
結
局
、
精
神
生
活
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
音
色
が
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
心
理
的

い
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
持
続
の
う
ち
に
、
言
わ
ば
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
て

(cf.
M
M
 
1
1
4
-
1
1
5
)
、
生
命
へ
の
注
意
の
規
制
に
基
づ

生
活
は
、
生
命
へ
の
注
意
の
程
度
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
行
動
に
近
づ
き
つ
つ
、
と
き
に
は
行
動
か
ら
遠
ざ
か
り
な
が
ら
、
高
低
さ
ま
ざ
ま

に
奏
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

(MM7
)

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

精
神
と
物
質
、
精
神
と
身
体
の
関
係
に
つ
い
て
の
過
去
の
考
察
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
質
を
空
間
の
う
ち
に
置
き
、
精
神
を
空
間
の
外
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
程
度
を
許
す
こ
と
を
不
可
能
に
し
、
推
移
を

で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、

精
神
と
物
質
、

身
体
と
精
神
は
、
直
角
に
交
差
す
る
二
個
の
鉄
道
の
よ
う
な
も
の
だ
。
第
二
の
仮
説
で
は
、

い
ず
れ
も
空
間
的
区
別
を
そ
の
本
質
と
し

精
神
と
身
体
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
基
本
的
指

針
と
し
て
時
間
的
区
別
の
立
場
を
取
っ
た
。
「
第
一
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
心
身
の
区
別
を
空
間
の
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
す
仮
説
に
お
い
て
は
、

意
に
規
制
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
精
神
生
活
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
う
し
た
考
え
方
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

生
命
へ
の
注

注(

l

)

純
粋
知
覚

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
p
u
r
e
 
ti
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
事
実
上
で
は
な
く
む
し
ろ
権
利
上
存
在
す
る
知
覚
と
解
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
の
い
る
場
所
に
お
り
、
私
同
様
に
生
き
て
い
る
存
在
が
、
現
在
の
内
に
没
入
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
記
憶
力
を
排
し
て
、

物
質
の
直
接
的
か
つ
瞬
間
的
な
観
照
を
獲
得
し
う
る
場
合
に
も
つ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
知
覚
で
あ
る
」

(MM31)。

(

2

)

「
脳
は
行
動
の
道
具
で
あ
っ
て
、
表
象
の
道
具
で
は
な
い
こ
と
」
を
事
実
に
よ
っ
て
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。

「
と
い
う
の
も
、
純
粋
知
覚
は
、
定
義
に
よ
り
、
私
た
ち
の
器
官
と
神
経
中
枢
を
働
か
せ
て
、
現
在
の
対
象
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

あ
た
か
も
私
た
ち
の
知
覚
が
脳
の
状
態
か
ら
発
し
た
の
ち
、
知
覚
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
対
象
に
自
己
を
投
射
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
つ
も
万
事
が
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そ
う
な
る
か
ら
で
あ
る
」

(
M
M
7
8
)
。

物
質
の
実
在
性
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
対
象
の
実
在
が
直
観
的
に
知
覚
さ
れ
よ
う
と
、

う
と
、
実
際
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
も
経
験
的
検
証
は
不
可
能
で
あ
っ
た
」

(
M
M
7
9
)
。

(

3

)

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
純
粋
記
憶
を
「
不
在
の
対
象
の
表
象
」

(
M
M
7
9
)

と
規
定
し
て
い
る
。

(

4

)
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と
略
し
た
。

な
お
引
用
文
は
白
水
社
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
」
に
従
っ
た
。

合
理
的
に
構
築
さ
れ
よ

（
博
士
課
程
学
生
）




