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ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
の
展
開
に
お
い
て
『
物
質
と
記
憶
』
が
占
め
る
位
置
を
再
検
討
す
る
。
最
初
に
結
論
を
先
取
り
す
る
形
で
私
た
ち
の
見

確
か
に
こ
の
第
二
の
著
書
は
、
『
試
論
』
が
残
し
た
問
題
を
採
り
上
げ
な
お
す
べ
く
試
み
ら
れ
た
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
と
は

正
確
に
言
っ
て
何
に
つ
い
て
の
問
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
心
身
関
係
、
物
質
論
°
勿
論
そ
の
通
り
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
ら
の
問
題
は
『
試

論
』
に
お
い
て
は
消
極
的
な
扱
い
し
か
受
け
て
お
ら
ず
、
追
っ
て
主
題
化
さ
れ
る
べ
き
空
隙
を
な
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
そ
う

考
え
る
だ
け
で
は
次
の
点
は
顧
み
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『
試
論
』
の
主
題
で
あ
っ
た
「
純
粋
持
続
」
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ

た
の
か
。
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
『
試
論
』
執
筆
中
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
『
物
質
と
記
憶
』
に
は
、
「
持
続
」
や
「
質
的
多
様
性
」
な

ど
の
『
試
論
』
の
中
心
概
念
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
『
試
論
』
は
―
つ
の
完
結
体
で
あ
り
、
『
物
質
と
記
憶
』
は
ま
た
別
の
問
題
領
域
に

向
か
ぅ
別
個
の
論
考
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
著
作
を
結
ぶ
の
は
そ
の
よ
う
な
外
面
的
補
足
関
係
で
は
あ
り
え
ま
い
。

通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

序 ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
生
成
と
身
体
性

杉

山

直

樹
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そ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
哲
学
史
を
彩
る
二
つ
の
流
れ
は
、

と
記
憶
』
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
も
の

「
生
成

d
e
v
e
n
i
r」

る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
追
及
し
て
み
る
な
ら
ば
、

(

l

)

 

在
の
内
へ
の
は
ま
り
込
み
」
の
探
求
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。

d
i
m
m
u
t
i
o
n
 
な
い
し
減
弱

一
般
と
い
う
広
い
意
味

の
哲
学

ま
さ
に
『
試
論
』
が
展
開
し
た
持
続
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
『
物
質
と
記
憶
』
は
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
読
ま
れ
得

『
物
質
と
記
憶
』
に
至
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
歩
み
は
、
単
に
「
我
々
の
自
由
の
、
物
質
的
存

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
以
降
確
定
し
て
い
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
自
己
了
解
に
蒲
目
し
て
も
よ
い
。
『
試
論
』
と
『
物
質

と
こ
ろ
の
そ
れ
」

理
解
す
る
。

c
h
o
s
e
」
と

「
進
行

p
r
o
g
r
e
s
」

の
対
立
を
語
っ
て
い
た

(
7
4
,
 

119, 
2
6
6
,
 
2
7
1
,
 
3
0
2

な

ど
）
。
「
も
の
」
と
は
、
空
間
中
の
位
置
で
あ
っ
た
り
、
外
的
対
象
で
あ
っ
た
り
心
的
状
態
や
観
念
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
と
も
か
く
静
的
な

自
己
同
一
性
を
具
え
た
存
在
の
総
称
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
運
動
そ
の
も
の
を
指
示
し
な
が
ら
も
い
さ
さ
か
漠
然
と
し
た
「
進

行
」
の
語
は
、
『
創
造
的
進
化
』
で
は
よ
り
伝
統
的
な
「
生
成
」
と
い
う
語
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
段
階

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
意
識
的
に
哲
学
史
の
中
で
自
ら
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

の
哲
学
と
そ
れ
に
対
立
す
る
「
形
相

(
7
4
7ー

7
6
2
)

で
あ
っ
た
。
や
や
説
明
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
「
形
相
」
は
こ
こ
で
は
生
成
に
対
立
す
る
「
も
の
」

f
o
r
m
e」

を
覆
う
語
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
「
エ
イ
ド
ス
」

(
7
6
1
)

か
ら
発
す
る
存
在
概
念
の
系
列
を
指
示
し
て
い
る
。
「
何
も
の
か
が
そ
れ
で
あ
る

(

3

)

 

一
般
を
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
形
相
•
も
の
」
の
語
で
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立
を
簡
単
に
図
式
化
す

れ
ば
こ
う
な
る
。
形
相
の
哲
学
は
生
成
す
る
こ
の
世
界
を
、
形
相
的
II
理
念
的
な
不
動
の
存
在
の
「
欠
如

p
r
i
v
a
t
i
o
n
」

「
動
き
よ
り
も
よ
り
多
く
の
も
の
が
不
動
に
は
あ
る
。
不
動
性
か
ら
生
成
に
至
る
の
は
、
減
算

(
1
2
6
0
)

と
し
て

a
t
t
e
n
u
a
t
i
o
n
に
よ
っ
て
で
あ
る
」

(
7
6
2
)

。
姻
E

極
的
継
起
に
過
ぎ
な
い
生
成
の
中
に
お
い
て
、
本
来
の
形
相
的
存
在
を
探
り
当
て
る
こ
と

こ
そ
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
生
成
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
一
契
機
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
生
成
の
哲
学
は
、
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て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
。

ベルクソンにおける生成と身体性

ま
さ
に
生
成
変
化
や
時
問
的
存
在
を
そ
れ
と
し
て
、
そ
の
「
積
極
的
属
性
」
(
1
2
6
0
)

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
形
相
的
存
在
は
何
ら

真
の
実
在
で
は
な
く
、
生
成
に
つ
い
て
の
あ
る
見
方
、
そ
れ
も
本
質
的
に
不
十
分
な
見
方
に
由
来
す
る
。
時
間
は
何
ら
か
の
真
実
在
か
ら
の

「
低
減
」
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
時
間
こ
そ
が
根
源
的
存
在
様
態
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
立
場
の
対
立
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
真
に
解
消
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
に
還

元
さ
れ
な
い
「
生
成
」
に
目
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
『
試
論
』
が
い
ま
だ
「
生
成
」
を
「
内
的
生
」
と
い
う
一
部
分
領
域
の
事
柄
で
あ
る
と

し
が
ち
で
あ
っ
た
、

の
に
比
べ
、

つ
ま
り
は
『
試
論
』
で
は
生
成
と
非
生
成
の
対
立
が
内
界
と
外
界
の
対
立
と
し
て
実
在
的
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た

『
創
造
的
進
化
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
既
に
生
成
／
非
生
成
は
哲
学
的
見
地
内
部
で
の
対
立
に
過
ぎ
ず
、
存
在
論
的
に

は
生
成
の
一
元
論
が
確
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
「
も
の

c
h
o
s
e
な
ど
は
な
い
、
あ
る
の
は
働
き

a
c
t
i
o
n
s
だ
け
だ
」

(
7
0
5
)

。
こ
の

移
行
は
い
か
に
し
て
果
た
さ
れ
た
の
か
。
こ
こ
に
『
物
質
と
記
憶
』
の
重
要
性
が
現
れ
て
く
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
生
成
し
な
い
「
も

の
」
は
生
成
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
関
す
る
理
論
上
の
要
と
し
て
身
体
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
し
て
も

よ
い
。
結
局
『
物
質
と
記
憶
』
は
精
神
と
物
質

m
a
t
i
e
r
e
と
を
共
に
「
生
成
」
し
て
規
定
し
て
い
く
の
だ
が
、
身
体

c
o
r
p
s
は
そ
う
し
た

一
般
的
な
方
向
の
内
に
端
的
に
解
消
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

き
な
い
も
の
と
し
て
身
体
に
あ
る
特
殊
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
単
な
る
精
神
に
も
物
質
に
も
還
元
で

私
た
ち
は
そ
れ
を
「
身
体
性
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
生
成
」
と
い
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の

か
。
こ
う
し
た
点
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
以
上
述
べ
た
見
通
し
を
裏
付
け
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
『
試
論
』
に
立
ち
帰
っ
て
「
生

成
」
の
在
り
方
を
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
こ
そ
『
物
質
と
記
憶
』
が
解
く
べ
き
で
あ
っ
た
問
題
の
重
要
性
が
見
え
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箇
所
に
お
い
て
、
「
魂
全
体

t
i
m
e

e
n
t
i
e
r
e
」

る
も
の
と
し
て
新
た
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
曖
昧
な
主
張
で
あ
る
。

か
ら
。
『
試
論
』
の
議
論
に
お
い
て
い
か
に
時
間
と
自
由
と
が
結
合
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
1
1
3
)

、
「
自
我
全
体

m
o
i

t
o
u
t
 

未
来
・
現
在
・
過
去
を
論
じ
な
い
時
間
論
は
あ
り
得
な
い
が
、
そ
こ
に
お
け
る
変
化
の
論
じ
方
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。

視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
生
成
観
の
本
質
に
こ
の
点
は
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
見
些
細
な

点
だ
が
、
こ
の
点
の
指
摘
か
ら
始
め
よ
う
。
第
一
の
論
じ
方
に
お
い
て
は
、
未
来
か
ら
何
も
の
か
が
現
在
へ
と
到
来
し
、
や
が
て
過
去
に
沈

む
、
こ
れ
が
時
の
経
過
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
基
本
的
に
逆
の
構
図
を
前
提
と
す
る
。
「
過
去
か
ら
現
在
へ
の
進
行

(

4

)

 

(
3
6
9
)
、
「
未
来
を
侵
食
し
、
前
進
し
な
が
ら
膨
張
し
て
い
く
過
去
の
連
続
的
進
行
」

(
4
9
8
)

な
ど
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
枚
挙
に
暇
は
な
い
。

相
対
運
動
の
記
述
に
も
似
た
、
単
な
る
語
り
方
の
違
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
語
り
方
の
差
異
は
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
無

『
試
論
』
の
英
訳
に
際
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
時
間
と
自
由
意
志
』
と
い
う
書
名
を
、
内
容
に
一
層
適
し
て
い

い
か
に
し
て
時
間
と
自
由
意
志
が
関
連
し
て
い
る
の
か
。
通
常
の
考

え
に
よ
れ
ば
、
時
間
は
自
由
の
問
題
に
は
無
記
で
あ
ろ
う
。
自
由
も
非
自
由
も
、
共
に
等
し
く
時
間
の
中
で
体
験
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う

最
初
に
自
由
概
念
の
側
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
『
試
論
』
の
自
由
論
は
決
定
論
へ
の
反
論
を
―
つ
の
大
き
な
要
素
と
し
て
持
っ

て
は
い
る

(
1
1
5
-
1
4
3
)
。
し
か
し
専
ら
自
由
概
念
の
積
極
面
に
話
を
限
り

(
1
0
6ー

1
1
4
)

、
持
続
と
自
由
と
の
接
点
を
考
え
る
な
ら
、
言
い
換

え
れ
ば
『
試
論
』
第
二
章
の
議
論
か
ら
直
接
導
か
れ
る
自
由
概
念
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
共
に

「
持
続
す
る
自
我
」
の
持
つ
「
全
体
性
」
に
こ
そ
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
自
由
を
そ
れ
と
し
て
提
示
す
る
『
試
論
』
第
三
章
の

『
試
論
』
に
お
け
る
生
成

2

生

成

(
1
0
9
)

や
「
人
格
全
体

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

e
n
t
i
e
r
e
」

p
r
o
g
r
e
s」
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で
は
あ
っ
て
も
、

区
別
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、

ベルクソンにおける生成と身体性

entier」
(
1
0
9
)

と
い
っ
た
表
現
が
議
論
の
要
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
「
有
機
的

の
概
念
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
取
り
出
し
た
。
こ
の
観
点
か
ら
『
試
論
』
の

自
由
を
解
釈
す
れ
ば
即
ち
こ
う
な
る
。
「
全
体
性
」
と
は
い
か
な
る
外
面
性
に
も
無
縁
な
存
在
様
態
で
あ
る
。
従
っ
て
「
全
体
性
」
は
、
そ
れ

(

5

)

 

に
対
す
る
外
部
を
持
た
な
い
が
故
に
、
「
自
己
決
定
s
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
」
(
1
0
9
)

を
な
す
―
つ
の
「
自
発
性
s
p
o
n
t
a
n
e
i
t
e
」
(
1
4
4
)

と
し

て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
我
の
何
ら
か
の
能
力
で
は
な
く
、
自
我
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
（
そ
れ
を
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ

(

6

)

 

チ
は
「
自
給
自
足
a
u
t
a
r
k
i
e
」
と
も
表
現
す
る
だ
ろ
う
）
。
そ
し
て
『
試
論
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
全
体
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
自
我
と

諸
動
因
の
外
面
的
併
存
を
前
提
と
す
る
「
心
理
的
決
定
論
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
問
題
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
「
全
体
性
」
概
念
が
時
問
論
か
ら
導
か
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
時
問
が
、
あ

ら
ゆ
る
出
来
事
が
均
し
く
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
場
m
i
l
i
e
u
」
、
そ
れ
自
身
は
諸
出
来
事
の
内
容
に
無
記
な
「
形
式
」
に
過
ぎ
な
い

「
全
体
性
」
は
単
に
時
間
の
中
で
成
立
す
る
一
特
殊
内
容
に
過
ぎ
な
い
だ

ろ
う
か
ら
。
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
、
純
粋
持
続
を
提
示
す
る
『
試
論
』
第
二
章
の
表
題
を
「
意
識
状
態
の
多
数
性
に
つ
い
て
」
と
し
て
い

る
と
い
う
事
実
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
時
間
論
と
心
理
学
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
も
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ま
さ
に
要
求
し
て
い
る
の
は
、
形
式
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
具
体
的
意
識
状
態
と
も
は
や

「
時
間
」
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
順
序
」
で
も
「
数
」
で
も
な
い
、
形
式
化
さ
れ
た
途
端
に
見

失
わ
れ
る
「
流
れ
る
こ
と
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
「
順
序
」
に
し
ろ
「
数
」
に
し
ろ
、
そ
れ
だ
け
を
考
察
す
る
な
ら
そ
こ
に
は
特
に
流

れ
て
行
く
と
い
う
意
味
合
い
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
数
え
る
作
用
11
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
5
7
)
 

は
疑
い
よ
う
も
な
く
時
間
的

「
形
成
さ
れ
た
f
o
r
m
e
」
数
は
そ
の
痕
跡
を
留
め
な
い
（
こ
の
テ
ー
マ
は
e
v
o
l
u
t
i
o
n
と
e
v
o
l
u
e

の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
全
体
性
」
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。

全
体
性
t
o
t
a
l
i
t
e

o
r
g
a
n
i
q
u
e
」

の
対
立
と
し
て
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？
 

、―力 て
綜
合
者
は
、
そ
れ
自
身
、
継
起
的
に
存
在
し
、

諸
項
が
流
れ
て
行
く
と
い
っ
て
も
、
も
は
や

反
復
さ
れ
る
だ
ろ
う
）
。
「
数
」
の
持
つ
形
式
性
に
対
す
る
余
剰
と
し
て
時
間
を
考
え
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
流
れ
る
こ
と
」
に
関
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
の
骨
格
を
、
著
作
の
各
所
で
繰
り
返
さ
れ
る
議
論
か
ら
手
短
か
に
再
構
成
す
れ
ば
次
の

(

7

)

 

よ
う
に
な
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
時
問
位
置
に
お
い
て
異
な
る
（
状
態
の
個
体
化
の
最
も
強
力
な
原
理
）
も
の
と
し
て
複
数
の
状
態
を
考
え
よ
う
。

そ
こ
に
「
流
れ
」
が
あ
る
た
め
に
は
当
然
そ
れ
ら
複
数
の
項
は
同
時
的
に
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
ら
の
―
つ
の
み
が
純

粋
に
排
他
的
に
存
在
し
て
も
や
は
り
継
起
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
継
起
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
か
に
綜
合
す
る
者
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
綜
合
者
を
別
個
に
立
て
る
こ
と
は
大
し
て
役
に
立
た
な
い
。
ま
ず
、
「
綜
合
に
よ
っ
て
初
め

て
成
立
す
る
継
起
」
は
了
解
し
が
た
い
観
念
で
あ
る
。
綜
合
さ
れ
る
素
材
が
既
に
何
ら
か
の
意
味
で
継
起
的
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ

の
綜
合
か
ら
継
起
が
生
じ
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
事
柄
が
時
間
的
綜
合
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
綜
合
者
は
そ
れ
自
身
、
継
起
に

外
的
で
は
い
ら
れ
な
い
。
常
に
（
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
」
）
継
起
に
つ
き
従
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
綜
合
す
る
働
き
は
そ
の
素
材
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
綜
合
は
結
局
非
継
起
的
な
、
同
時
的
諸
項
の
総
括
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
。
か
く
し

つ
ま
り
「
流
れ
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
流
れ
」
の
背
後
に
再
び
綜

合
者
を
立
て
て
も
は
や
事
態
は
変
わ
る
ま
い
。
「
廻
り
道
に
よ
っ
て
は
持
続
に
到
れ
は
し
な
い
」

(
7
4
7
)

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
と
お
り
で

あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
継
起
は
諸
状
態
の
あ
る
綜
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
綜
合
は
諸
状
態
の
「
外
か
ら
」
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
諸

(
C
 II 
2
8
7
)

発
し
て
く
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
真
珠
を
つ
な
ぐ
糸
」

(
4
9
7
)

な
ど
は
無
用
な
の
だ
。

し
か
し
だ
と
す
れ
ば
、
最
初
に
諸
状
態
を
、
複
数
性
を
構
成
す
る
個
々
別
々
の
も
の
と
し
て
立
て
た
こ
と
は
そ
も
そ
も
適
切
で
あ
っ
た
ろ
う

各
々
が
個
体
性
を
保
持
し
た
諸
項
が
い
か
に
自
ら
「
流
れ
」
を
構
成
で
き
よ
う
か
？

こ
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
フ
ィ
ル
ム
の
齢
の
よ
う
に
交
替
さ
せ
る
た
め
に
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
流
れ
」
な
ど
を
持
ち
出
す
こ
と
は
無

状
態
自
身
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
」
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
相
互
浸
透
」
が
指
示
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
状
態
の
一
っ
―
つ
が
静
的
な
個
体

性
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
は
も
ぱ
や
で
き
な
い
。
ま
た
「
流
れ
」

1
1
生
成
は
、
静
的
な
同
一
性
を
持
っ
た
要
素
と
そ
こ
に
加
わ
る
綜
合
と
か

ら
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
何
か
で
は
な
い
。
「
同
一
の
諸
瞬
問
が
互
い
に
浸
透
し
あ
う
こ
と
な
く
立
ち
入
れ
替
わ
る
」
よ
う
な
時
間
と
は
「
誤
っ

た
観
念
」
(
7
3
)

な
の
で
あ
り
、
本
来
の
「
流
れ
る
こ
と
」
、
「
な
る
こ
と
」
と
し
て
の
時
間
は
、
そ
も
そ
も
「
な
る
」
こ
と
の
意
味
か
ら
し

て
、
生
成
し
て
い
く
連
続
的
な
異
質
性
以
外
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

の
継
起
な
の
で
あ
り
、
明
確
な
輪
郭
も
な
け
れ
ば
互
い
に
対
し
て
外
在
化
す
る
傾
向
も
持
た
な
い
、
そ
し
て
数
と
は
い
か
な
る
類
縁
性
を
も

(

8

)

 

持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
異
質
性

h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
e

で
あ
ろ
う
」

(
7
0
)

。
こ
う
し
た
「
生
成
」
は
「
明
晰

clair
」
(
8
1
,

1
4
5
)

な
も
の
な
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
区
別
さ
れ
た
1
1
判
明
な

(distinct)
諸
項
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ
の

本
源
的
な
純
粋
性
の
内
に
見
ら
れ
れ
ば
、
意
識
の
諸
状
態
の
多
数
性
は
、
数
を
な
す
判
明
な
多
数
性
と
は
い
か
な
る
類
似
を
も
持
た
な
い
」

(
8
0
)

。
そ
れ
は
「
混
紛
と
し
た

c
o
n
f
u
s
e

多
数
性
」

(
8
6
)

を
な
す
。
そ
し
て
こ
の
非
判
明
さ
ぱ
生
成
そ
の
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
り
、

決
し
て
埋
め
合
わ
さ
れ
る
べ
き
欠
如
、
認
識
の
不
完
全
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
時
間
論
と
「
全
体
性
」
、
そ
し
て
「
自
由
」
の
繋
が
り
を
理
解
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

生
成
が
質
的
な
内
実
を
離
れ
て
は
生
成
で
ぱ
あ
り
得
ず
、
ま
た
そ
こ
に
は
外
在
化
の
傾
向
（
そ
れ
は
生
成
を
破
壊
す
る
だ
ろ
う
）
が
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
生
成
は
不
可
分
の
、

つ
ま
り
あ
る
全
体
性
（
そ
し
て
そ
れ
は
形
式
的
範
疇
で
は
な
い
）
を
具
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で

あ
る

C

以
上
の
点
は
、
そ
の
生
成
が
「
内
的
」
か
「
外
的
」
か
と
い
っ
た
区
分
に
は
さ
し
あ
た
り
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お

い
て
よ
い
。
た
だ
、
と
は
言
っ
て
も
、
『
試
論
』
は
内
・
外
の
通
俗
的
二
分
法
に
基
づ
い
て
「
意
識
状
態
」
の
生
成
を
特
に
問
う
だ
ろ
ぅ

6

こ

意
味
で
あ
る
。
諸
状
態
自
身
に
お
い
て
、

「
純
粋
な
持
続
と
は
ま
さ
に
融
け
あ
い
浸
透
し
あ
う
質
的
変
化

、、

「
或
る
も
の
が
別
の
も
の
に
な
る

d
e
v
e
n
i
r
」
(
1
4
1
)

こ
と
が
ま
さ
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
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人
格
」
の
内
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
に
こ
れ
ら
に
は
「
全
体

」

e
n
 tier 

一
般
）
と

c
h
o
s
e
s
」
と
し
て
眼
前
に

の
語
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

あ
る
。

「
変
化
の
不
可
分
な
連
続
性
」
(
1
3
8
4
)

こ
そ
が
「
自
我
」

こ
か
ら
、
主
題
は
意
識
主
体
と
し
て
の
「
自
我
」
の
在
り
方
へ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
生
成
に
関
し
て
は
外
的
な
統
一
者

を
立
て
ら
れ
な
い
し
そ
の
必
要
も
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
生
成
す
る
意
識
状
態
に
外
的
な
も
の
と
し
て
「
自
我
」
を
立
て
る
こ
と
も
意
味
を

失
う
だ
ろ
う
。
様
々
の
機
会
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
我
の
統
一
性
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
主
張
内
容
は
常
に
同
じ
で
あ
る
。
複
数

的
意
識
状
態
と
そ
れ
ら
に
外
的
な
統
一
者
、
と
い
っ
た
対
立
構
図
が
否
定
さ
れ
、

の
内
実
か
つ
統
一
性
を
な
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
言
え
ば
、
こ
の
「
連
続
性
」
は
、
微
積
分
学
的
な
II
数
的
な
そ
れ
と
は

異
な
る
。
そ
の
種
の
連
続
性
に
お
い
て
は
や
は
り
個
々
別
々
の
項
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
生
成
は
関
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で

「
持
続
の
間
（
ま
）
の
数
は
無
際
限
に
増
や
し
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
差
異
の
概
念
に
代
え
て
微
分
の
概
念
を

(IO) 

持
ち
出
し
て
も
無
駄
で
あ
る
」

(
7
9
-
8
0
)
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
、
実
際
に
一
が
他
に
「
な
っ
て
」
い
く
と
い
う
生
成

的
連
続
性
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
分
割
は
致
命
的
で
あ
る
I

つ
ま
り
そ
れ
は
「
不
可
分
な
連
続
性
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

不
可
分
性
、
相
互
外
在
的
な
部
分
の
不
在
か
ら
、
意
識
状
態
の
な
す
「
全
体
性
」
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
が
『
試
論
』
の
言
う
「
自
我
・
魂
・

う
し
て
、
自
我
に
つ
い
て
の
連
合
主
義
的
描
像
か
ら
発
す
る
心
理
的
決
定
論
、
様
々
の
動
因
の
合
成
と
し
て
意
志
決
定
を
捉
え
る
考
え
方
は

「
粗
雑
」

(
1
0
9
)

で
あ
る
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
様
々
の
選
択
肢
を
自
ら
と
は
別
個
の
「
も
の

置
き
、
そ
れ
故
に
そ
の
間
で
「
無
関
心

II
無
差
別
的
に
i
n
d
i
f
f
e
r
e
m
m
e
n
t
」

(
1
1
6
)

選
択
で
き
も
す
る
と
い
う
よ
う
な
自
我
と
そ
の
「
自

由
」
の
観
念
も
否
定
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
試
論
』
に
お
い
て
は
、
「
生
成
」
と
し
て
の
純
粋
持
続
を
軸
に
し
て
、
自
我
の
「
全
体
性
」
と
そ
の
よ
う
な
自
我
が
享
受

(11) 

す
る
「
自
由
」
と
が
論
じ
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
と
共
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
生
成
」
と
静
的
な
自
己
同
一
体
（
「
も
の
」
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あ
る
が
、

生
成
で
あ
り
、
持
統
で
あ
り
、
形
式
化
以
前
の
本
源
的
時
問
な
の
で
あ
る
。

の
非
両
立
性
と
い
う
構
図
を
前
面
に
押
し
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
『
試
論
』
に
お
け
る
様
々
の
対
立
の
最
も
根
本
に
あ
る
の
は
生
成
（
持
続
）

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
先
に
見
た
生
成
変
化
に
つ
い
て
の
二
つ
の
語
り
方
の
差
異
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
語
り
方

は
暗
黙
の
う
ち
に
「
も
の
」
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
に
同
一
な
項
は
、
そ
れ
自
身
他
の
も
の
に
生
成
し
て
い
か
な
い
が
故
に
、

時
間
に
お
い
て
は
流
れ
さ
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
自
ら
に
同
一
な
項
は
、
突
如
と
し
て
現
在
に
到
来
す
る
な
ど
と
い
う
自
己
発
生
を
果
た
す

こ
と
は
な
い
の
で
、
到
来
に
先
だ
っ
て
、
未
だ
な
い
と
い
う
形
で
、
や
は
り
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
婦
結
は
と
り
も
直
さ
ず
、

未
来
の
「
可
能
存
在
」
化
や
、
さ
ら
に
は
時
間
の
仮
象
化
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
徹
底
し
て
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
、
未
来

に
は
非
存
在
を
割
り
当
て
、
過
去
に
は
生
成
と
し
て
の
「
全
体
性
」
を
割
り
振
る
こ
と
に
な
る
（
現
在
に
つ
い
て
は
今
は
措
こ
う
）
。

ク
ソ
ン
の
「
過
去
」
は
流
れ
去
る
の
で
は
な
く
絶
え
ず
押
し
寄
せ
て
く
る
、
未
完
了
相
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が

『
物
質
と
記
憶
』
と
生
成

判
明
な
諸
部
分
を
持
ち
得
な
い
「
生
成
」
と
し
て
の
「
自
我
」
の
姿
を
追
っ
て
き
た
後
で
『
物
質
と
記
憶
』
に

目
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
人
を
戸
惑
わ
せ
る
説
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
あ
た
か
も
「
生
成
」
が
判
明
な
諸
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r
s

の
連
鎖
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
第
二
章
で
二
つ
の
記
憶
（
力
）

m
e
m
o
i
r
e
を
区

別
す
る
。
身
体
的
習
慣
的
な
「
反
復
し

r
e
p
e
t
e
r
過
去
を
演
じ
る

j
o
u
e
r
」
記
憶
と
、
も
う
―
つ
の
（
身
体
と
は
）

「
独
立
し
た
」
記
憶
で

「
生
成
」
に
よ
り
深
く
関
係
す
る
の
は
第
二
の
も
の
で
あ
る
の
は
さ
し
あ
た
り
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
記
憶
力
が
関

わ
る
の
は
「
固
有
の
個
体
性
」

(
2
2
5
)

を
具
え
た
過
去
の
あ
れ
こ
れ
の
出
来
事
の
記
憶
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
個
体
性
」
を
定
義
す
る
の

は
、
そ
の
出
来
事
の
空
間
的
状
況
II
「
場
所

p
l
a
c
e
」
と
時
間
位
饂
II
「
日
付

d
a
t
e
」
な
の
で
あ
る

(
2
2
5
-
2
2
7
)

。

と
非
生
成
（
静
的
な
自
己
同
一
体
）
と
の
対
立
な
の
で
あ
る
。

ベ
Jレ



32 

も
し
こ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
最
終
的
な
見
地
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
悪
の
矛
盾
が
彼
の
思
想
を
覆
う
こ
と
に
な
る
。
否
定
し
た
は
ず
の
原

子
論
的
か
つ
連
合
主
義
的
な
描
像
が
再
び
立
ち
戻
っ
て
く
る
と
同
時
に
、

時
間
は
再
び
個
々
の
出
来
事
に
外
的
な
形
式
に
還
元
さ
れ
、
記
憶
は
「
真
珠
を
つ
な
ぐ
糸
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、

(12) 

式
的
な
「
全
体
性
」
は
解
消
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

だ
が
幸
い
、
記
憶
力
に
つ
い
て
の
記
述
は
更
に
深
い
水
準
で
な
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
に
な
れ
ば
、
心
的
状
態
は
や
は
り
「
分
割
さ
れ
ざ

る
―
つ
の
全
体

u
n
t
o
u
t
 i
n
d
i
v
i
s
e
」
(
3
0
5
)

を
な
す
も
の
と
し
て
示
さ
れ
よ
う
し
、
『
試
論
』
で
示
さ
れ
た
「
全
体
性
」
も
記
憶
や
人
格
に

つ
い
て
回
復
さ
れ
る
。
「
我
々
の
人
格
の
全
体

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

は
、
記
憶
の
全
体

totalite
と
共
に
現
在
の
知
覚
へ
と
、

分
割
さ
れ
な
い
ま
ま
に
入
り
込
ん
で
く
る
」

(
3
0
5
,

cf. 
2
5
0
,
 
2
8
7
,
 
3
0
7
-
9
)

。
従
っ
て
先
の
、

う
形
象
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
決
定
的
な
立
場
に
お
け
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
記
憶
の
時
間
的
個
体
性
の
原
理
で
あ
る

「
日
付
」
11
時
問
位
樅
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
記
憶
に
即
自
的
に
付
さ
れ
て
い
る
と
は
結
局
は
言
わ
れ
な
い
。
時
間
軸
上
の
「
位
置
づ
け
」

の
問
題
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
あ
る
記
憶
の
過
去
へ
の
位
置
づ
け

l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n

ま
る
で
袋
の
中
に
飛
び
込
む
よ
う
に
様
々
の
記
憶
の
総
体
の
中
に
飛
び
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
、
当
の
位
置
づ
け
る
べ
き
記
憶
を
次
第
に
近
く

か
ら
挟
む
と
こ
ろ
の
記
憶
を
取
り
出
し
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
…
…
実
際
に
は
、
位
置
づ
け
の
過
程
と
は
、
記
憶
力
の
拡
張

の
努
力
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
常
に
全
体
と
し
て
自
ら
に
現
前
し
つ
つ

力
は
記
憶
を
一
層
広
い
平
面
へ
と
拡
張
し
、
位
置
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
た
記
憶
を
、

p
r
e
s
e
n
t
e
 
t
o
u
t
 
e
n
t
i
e
r
e
 
a
 
elle-m~me 

,\;\il~ 

そ
れ
ま
で
は
混
紛

c
o
n
f
u
s
e

と
し
て
い
た
集
塊
の

う
ち
で
、
判
明
に
区
別

d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
す
る
の
で
あ
る
」

(
3
1
0
,

cf. 3
7
1
)

。
実
際
、
「
過
去
の
出
来
事
」
の
個
体
化
に
到
る
分
割
に
は
様
々

の
も
の
が
あ
り
得
て
も
、
「
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
に
は
存
在
し
な
い
」
、
何
故
な
ら
「
心
理
的
生
の
展
開
は
連
続
的
な
の
だ
か
ら
」

は
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
個
体
性
」
を
維
持
し
た
諸
記
憶
、
と
い

「
自
由
」
な
自
我
の
非
形

『
試
論
』
の
あ
ら
ゆ
る
成
果
が
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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(
9
1
3
)

。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
即
自
的
な
個
体
性
を
持
っ
た
記
憶
と
そ
の
系
列
と
い
う
形
象
は
、
む
し
ろ
あ
る
作
用
の
「
結
果
r
e
'

sultat」
(
M
6
1
6
)

と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
テ
ー
ヌ
批
判
）
。
そ
し
て
今
引
用
し

た
箇
所
は
そ
の
作
用
の
一
端
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
『
試
論
』
の
持
続
が
『
物
質
と
記
憶
』
に
も

形
を
変
え
な
が
ら
も
正
確
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
物
質
と
記
憶
』
第
二
章
は
、

た
だ
単
に
脳
局
在
説
を
反
駁
す
る
た
め
の
実
証
的
研
究
と
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
よ
り
深
い
含
意
を
見

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
こ
で
論
じ
て
い
る
の
が
「
再
認
」
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
再
認
と
は
、
あ
る
存
在

を
全
く
の
特
異
性
に
お
い
て
受
け
取
る
こ
と
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
既
知
の
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
存
在
を
捉
え
る
こ
と
な
の
で
あ

る
か
ら
、
「
A
と
し
て
の

B
」
を
そ
の
基
本
構
造
と
し
よ
う
。
そ
れ
を
基
本
と
し
て
、
場
合
に
応
じ
て
、

B
は
A
の
「
一
例
」
で
あ
っ
た
り

（
人
間
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
、
「
現
れ
」
（
灰
皿
と
し
て
の
こ
れ
）
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
同
定
の
作
用
で
あ
り
、

つ
ま
り
再
認
と
は
同
一
体
が
そ
れ
と
し
て
成
立
す
る
場
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
再
認
を
主
題
的
に
扱
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
今
や
生
成
か

ら
目
を
転
じ
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
も
の
」
を
論
じ
始
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
そ
こ
で
彼
が
検
討
し
て
い
る
の
は

失
語
症
や
失
認
症
、
即
ち
言
語
表
現
や
事
物
に
つ
い
て
の
再
認
可
能
性
が
、

態
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
言
語
」
は
も
は
や
単
な
る
「
音
声
連
続
体
c
o
n
t
i
n
u
i
t
e
s
o
n
o
r
e
」
で
し
か
な
く
、
ま
た
、
『
試
論
』
で
は
何
の

問
題
も
な
く
「
数
え
」
ら
れ
て
い
た
時
計
の
音
が
、

で
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
独
自
の
主
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

3

身

体

性

つ
ま
り
ま
さ
し
く
「
も
の
」
の
同
一
性
が
、
崩
壊
し
て
い
る
状

シ
ャ
ル
コ
の
言
語
盲
患
者
に
お
い
て
は
数
的
多
数
性
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
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先
取
に
陥
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。

に
お
い
て
身
体
に
与
え
て
い
る
固
有
の
機
能
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

に
と
っ
て
は
、

一
般
化
す
る
た
め
に
は
ま
ず
抽
象
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
有

て
い
る

(
2
6
0
)

。
こ
こ
に
お
い
て
、
『
試
論
』
が
あ
る
意
味
で
自
明
と
し
て
い
た
「
外
界
の
対
象
」
や
「
言
語
」
と
い
う
「
も
の
」
た
ち
は
、

根
本
的
な
二
元
性
の
片
方
の
項
た
る
だ
け
の
強
固
な
存
在
を
失
う
。

ま
た
、
『
物
質
と
記
憶
』
が
同
時
に
一
般
観
念
の
問
題
を
も
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
実
質

的
に
再
認
論
と
同
じ
主
題
を
反
復
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
の
再
認
の
構
造
に
登
場
す
る

A
と
は
、

B
を

規
定
し
な
が
ら
も
原
理
的
に

B
の
み
に
は
限
定
さ
れ
な
い
何
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
あ
る
一
般
性
を
具
え
た
存
在
（
そ
れ
は
場
合
に
応

じ
て
「
本
質
」
や
「
実
体
」
、
「
意
味
」
で
あ
っ
た
り
す
る
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
張
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
も
の
」
た
ち
は
再
認
に
先
だ
っ
て
存
立

す
る
何
か
で
は
な
く
、
た
だ
再
認
に
お
い
て
成
立
し
て
く
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
認
を
司
る
と
こ
ろ
の
「
一
般
性
」
に
は
発
生

の
過
程
が
（
そ
し
て
同
時
に
破
壊
消
失
の
過
程
が
）
あ
る
。
再
認
と
い
う
事
象
か
ら
一
般
性
の
永
遠
性
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
は
逆
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
か
ら
一
般
性

A
の
非
永
遠
性
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼

「
も
の
」
あ
っ
て
の
再
認
で
は
な
く
、
再
認
に
よ
っ
て
の
「
も
の
」
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
再
認
を
可
能
に
し
て
い

る
も
の
こ
そ
、
私
た
ち
が
本
稿
で
「
身
体
性
」
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
に
沿
い
な
が
ら
、
彼
が
『
物
質
と
記
憶
』

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
発
生
論
的
に
再
認
を
論
じ
る
こ
と
が
、
多
く
の
場
合
一
般
性
の
先
行
的
な
存
立
を
認
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
道

筋
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
再
認
な
ら
び
に
一
般
観
念
に
つ
い
て
の
発
生
論
的
説
明
が
常
に
論
点

「
一
般
観
念
の
周
囲
に
生
じ
た
心
理
学
上
の
困
難
を
で
き
得
る
限
り
突
き
詰
め
て
み
れ
ば
、
そ
の

問
題
は
循
環
の
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
よ
う
。
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こ
と
、 当

然
、
再
認
に
つ
い
て
も
以
上
と
全
く
同
様
に
論
じ
得
る
。
再
認
す
る
た
め
に
は
既
に
再
認
の
基
準

(
A
)
が
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、

し
か
も
再
認
対
象

(
B
)
の
個
体
性
の
中
に
既
に
し
て
そ
の
基
準
そ
の
も
の

(
A
)
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
結
局
、
再

む
だ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
の
双
方
に
関
わ
る
ア
ボ
リ
ア
で
あ
る
。

唯
名
論
は
個
物
た
ち
に
共
通
の
名
称
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
み
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
「
語
が
〔
複
数
の
も
の
に
〕

拡
張
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
で
い
な
が
ら
そ
れ
が
指
示
す
る
諸
対
象
に
だ
け
限
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
ら
諸
対
象
が
我
々
に
類
似

を
示
し
、
そ
の
類
似
に
よ
っ
て
諸
対
象
が
集
め
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
語
が
適
応
さ
れ
な
い
他
の
諸
対
象
と
は
判
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う」

(
2
9
7
)

。
諸
対
象
の
外
延
の
み
に
一
般
性
を
還
元
す
る
は
ず
だ
っ
た
唯
名
論
は
内
包
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
く
な
り
、
こ
こ
か
ら
概
念

論
11
内
包
的
抽
象
理
論
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
の
理
論
の
中
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
見
る
困
難
は
、
内
包
、

て
の
一
般
的
性
質
へ
と
、

(
2
9
7
)

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
言
う
と
こ
ろ
の
「
唯
名
論
」
と
「
概
念
論
」

い
か
に
個
物
の
性
質
が
媒
介
連
結
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
類
と
し

な
い
…
…
そ
れ
ら
が
自
ら
の
個
体
性
か
ら
離
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
た
だ
、
我
々
が
両
者
の
類
似
を
認
め
て
両
者
に
同
じ
名
を
与
え
る
と
き

だ
け
で
あ
ろ
う
」

(
2
9
7ー

2
9
8
)

。
言
い
換
え
れ
ば
「
諸
性
質
は
、
共
通
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
た
め
に
は
既
に
一
般
化
の
作
用
を
受
け
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
2
9
8
)

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
困
難
を
緩
和
し
よ
う
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
共
通
性
が
抽
出
さ
れ
る
べ
き
対
象
の
外
延
を
あ

ら
か
じ
め
、
し
か
も
当
然
こ
こ
で
は
内
包
に
頼
ら
ず
限
定
す
る
こ
と
は
、
唯
名
論
へ
の
無
効
な
回
帰
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
一
般
観
念
の
発

生
は
個
物
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
ま
ま
に
な
り
、
残
る
選
択
肢
と
し
て
永
遠
に
存
在
し
発
生
を
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
形
相
」
が
現
れ
て

来
か
ね
な
い
。
但
し
そ
の
場
合
に
も
、
形
相
と
個
物
の
関
係
は
、
例
え
ば
「
分
有
」
問
題
の
よ
う
な
、
基
本
的
に
同
種
の
困
難
な
問
題
を
生

効
に
抽
象
で
き
る
た
め
に
は
既
に
一
般
化
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
ベ
ッ
ド
の
白
は
稼
っ
た
雪
の
白
で
は



う
か
？

ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
か
な
る
主
張
を
な
す
の
だ
ろ
う
か
。

最
初
に
絶
対
的
に
個
体
的
な
諸
存
在
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
な
ら
、
以
上
の
困
難
は
実
際
乗
り
越
え
難
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
見
解
は
、
問
題
の
前
提
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
個
物
の
知
覚
が
最
初
に
あ
る
と
い
う
主
張
は
「
見
か
け
の
明
白
さ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
ら
し
く
も
な
け
れ
ば
事
実
に
即
し
て
も
い
な
い
」
(
2
9
8
)

。
で
は
、
最
初
に
与
え
ら
れ
る
の
は
何
か
。
同
じ
問
題
を
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
直
前
の
講
義
で
も
扱
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
そ
こ
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
困
難
が
取
り
除
か
れ
る
と

す
れ
ば
そ
れ
は
た
だ
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
抽
象
体
が
、
精
神
の
側
の
分
離
の
努
力
な
し
に
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
し
て
、
我
々
に

示
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
抽
象
体
が
そ
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
な
ら
、
我
々
の
知
性
は
そ
れ
ら
を
模
範
と
で
き

よ
う
し
、
他
の
抽
象
化
と
ま
た
一
般
化
も
、
こ
れ
ら
の
例
の
力
を
借
り
て
共
に
生
ま
れ
出
て
こ
よ
う
」

(
C
JI 
3
9
0
)
。
結
局
こ
こ
で
ベ
ル
ク

ソ
ン
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
発
点
は
諸
個
物
で
は
な
く
「
感
じ
ら
れ
生
き
ら
れ
た
類
似
性
」

(
3
0
0
)

だ
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
あ
く
ま
で
諸
個
物
か
ら
出
発
す
る
立
場
に
し
て
み
れ
ば
相
変
わ
ら
ず
の
論
点
先
取
と
も
当
然
言
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

議
論
の
核
心
は
、
そ
う
し
た
「
諸
個
物
」
こ
そ
次
第
に
成
立
し
て
く
る
所
産
の
側
に
属
す
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な

一
見
逆
説
的
な
展
開
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ま
さ
に
個
物
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
一
般
的

も
し
く
は
理
念
的
な
存
在

(
A
)
を
認
め
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
生
成
的
な
「
も
の
」
の
哲
学
へ
の
逆
行
で
は
な
い
だ
ろ

問
題
の
全
て
は
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
る
「
感
じ
ら
れ
生
き
ら
れ
た
類
似
性
」
と
は
何
か
、

い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
規
定
を
十
分
に
獲
得
す
る
に
先
だ
っ
て
、
私
た
ち
は
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
解
を
辿
り
、
そ
こ
に
現
れ
る
だ
ろ

3
6
認
は
再
認
を
前
提
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
懸
か
っ
て
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(
3
0
0
)
 

い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
比
較
項
や
同
類
の
個
物
の
表
象
に
先
だ
っ
た
再
認
の
状

う
「
身
体
性
」
の
規
定
を
そ
の
機
能
に
お
い
て
と
り
あ
え
ず
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
さ
し
あ
た
り
の
答
が
い
さ
さ
か
人
を
戸
惑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

の
場
合
、
何
ら
心
理
的
な
努
力
で
は
な
い
。
類
似
性
は
力
の
よ
う
に
客
観
的
に
作
用
し
、
同
一
の
反
作
用

r
e
a
c
t
i
o
n
を
引
き
起
こ
す
」

(
2
9
9
)

。
そ
し
て
「
表
面
的
に
は
異
な
る
諸
作
用
へ
の
反
作
用
の
同
一
性
こ
そ
、
人
間
の
意
識
が
一
般
観
念
へ
と
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
発
端

な
の
で
あ
る
」

(
3
0
0
)

。
酸
が
炭
酸
分
を
含
む
鉱
物
に
均
し
く
反
応
す
る
よ
う
に
、

え
る
よ
う
に

(
2
9
9
,

1
2
9
6ー

7
)

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

そ
し
て
ベ
ル
が
何
で
叩
か
れ
て
も
同
じ
音
に
よ
っ
て
応

ほ
と
ん
ど
批
判
に
も
値
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
「
感
じ

ら
れ
生
き
ら
れ
た
類
似
性
」
は
そ
う
し
た
物
理
的
反
応
に
完
全
に
は
還
元
さ
れ
ま
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
物
質
と
私

の
身
体
と
は
異
な
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
の
「
類
似
性
」
は
ま
さ
に
「
感
じ
ら
れ
生
き
ら
れ
、
自
動
的
に
演
じ
ら
れ
て

つ
ま
り
、
反
作
用
を
な
し
て
い
る
の
は
、
「
感
情
感
覚
の
座

s
i
e
g
e

d
'
a
f
f
e
c
t
i
o
n
」

あ
る
よ
う
に
「
見
た
こ
と
は
あ
る
の
は
解
っ
て
い
る
が
思
い
出
せ
な
い
」
、

で
あ
り
「
行
為
の

源
泉

s
o
u
r
c
e
d
'
a
c
t
i
o
n
」
(
2
0
9
)

で
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
私
の
身
体
」
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
持
つ
。
最
初
に
「
類
似
性
」
を
捉
え

「
再
認
」
を
行
う
の
は
こ
の
よ
う
な
「
感
覚
運
動
性
と
し
て
の
身
体
」
で
あ
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
い
た
い
の
だ
。
意
識
的
な
諸
表
象
問

の
比
較
な
ど
の
前
に
、
常
に
「
親
し
み

f
a
m
i
l
i
a
l
i
t
e

の
感
じ
」

(
2
3
9
)

が
先
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
感
じ

s
e
n
t
i
m
e
n
t
」
は
身
体

的
運
動
性
と
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
馴
染
ん
だ
街
を
歩
き
回
っ
た
り
、
道
具
を
用
い
る
と
い
っ
た
場
合
、
少
な
く
と
も
基
本

的
な
水
準
に
お
い
て
身
体
は
自
動
的
習
慣
的
に
行
為
を
な
し
て
い
る

(
2
3
6ー

2
3
7
)

。
こ
う
し
た
表
象
以
前
の
水
準
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

よ
く

態
が
生
じ
得
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
実
際
精
神
盲
に
お
い
て
は
、
再
認
の
消
失
が
道
具
使
用
な
ど
の
動
作
の
阻
害
（
失
行
症
）
と
密
接
に
結

び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
「
反
復
し
過
去
を
演
じ
る
記
憶
」
と
し
て
身
体
が
論
じ
ら
れ
る
直
接
の
理
由
が
あ
る
。
つ
ま

j
o
u
e
e」

「
類
似
性
を
取
り
出
す
の
は
こ
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り
目
下
の
文
脈
に
お
い
て
「
身
体
性
」
と
は
、
表
象
以
前
の
反
復
性
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
あ
と
で
ま
た
触
れ

ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
同
時
に
、
個
の
類
へ
の
包
摂
を
巡
る
先
の
問
題
に
つ
い
て
も
基
本
的
な
答
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
の
構
図

に
従
え
ば
、
最
初
に
個
物
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
類
似
性
の
先
行
的
認
知
に
よ
っ
て
、
連
続
性
の
中
に
お
い
て
個
物
が
そ
れ
と
し
て
分
節
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
語
の
個
体
性
。
「
聞
か
れ
た
言
葉
の
運
動
的
随
伴
が
、
音
の
集
塊
の
連
続
性
を
破
断
す
る
」
(
2
5
6
)

の
で
あ
り
、

こ
の
随
伴
と
は
即
ち
身
体
の
反
作
用
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
反
作
用
に
よ
っ
て
、
単
な
る
音
の
連
続
体
が
、

一
般
性
の
下
で
の
個
体
（
比
較

を
絶
す
る
絶
対
的
個
体
で
は
な
い
）
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
「
語
」
の
、
連
鎖
へ
と
変
様
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
に
お
い
て
は
、

か
つ
て
聞
か
れ
た
語

M
と
先
ほ
ど
聞
か
れ
た

M
と
の
間
に
い
か
に
一
般
性
を
認
め
得
る
の
か
、
と
い
っ
た
（
先
ほ
ど
「
白
」
に
つ
い
て
生
じ

た
）
困
難
な
問
題
は
、
そ
も
そ
も
生
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
身
体
に
よ
る
類
的
把
握
が
そ
の
把
握
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
語
の
個
体
性
を
切
り
出

し
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た

M
と
M
は
当
然
語
と
し
て
「
同
じ
」
語
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
空
間
内
の
「
物
体

て
、
他
の
与
件
を
い
わ
ば
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
諸
性
質
の
体
系
」
(
3
3
2
)

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
体
系
」
と
は
、
身
体
の
側
で
の

反
応
系
の
対
応
物
に
他
な
ら
な
い
（
そ
の
反
応
系
の
整
備
こ
そ
「
惑
官
の
教
育

e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
 s
e
n
s
」
(
1
9
7
—
8
"
2
4
0
)
 

の
目
的
で
あ

る
）
。
こ
の
反
応
系
の
不
備
の
た
め
に
、
開
眼
手
術
直
後
に
は
連
続
的
視
像
は
あ
っ
て
も
そ
こ
に
個
体
は
ほ
と
ん
ど
把
握
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
身
体
に
よ
る
分
節
化
が
根
底
に
あ
る
わ
け
で
、
結
局
「
物
体
」
と
い
う
個
体
に
つ
い
て
も
「
語
」
と
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は

ま
る
。
あ
る
い
は
、

い
わ
ゆ
る
「
心
理
的
諸
状
態
」
に
つ
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
言
語
と
い
う
「
も
の
」
や
外
界
の
「
も

の
」
た
ち
の
分
節
に
従
っ
て
、
二
次
的
に
個
体
化
さ
れ
「
も
の
」
と
化
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
（
『
試
論
』
以
来
の
主
題
）
。
先
に
見
た
よ
う

c
o
r
p
s
」
と
い
う
個
体
。
体
験
様
式
に
照
ら
し
て
規
定
さ
れ
る
限
り
、

そ
れ
は
「
視
覚
と
触
覚
の
与
件
で
あ
る
抵
抗
と
色
彩
が
中
心
と
な
っ

よ
う
。
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な
個
体
性
を
具
え
た
過
去
の
記
憶
s
o
u
v
e
n
i
r
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
立
に
は
こ
う
し
た
作
用
が
（
少
な
く
と
も
そ
の
成
立
の
端
緒
に
）
関

こ
う
し
て
身
体
と
は
「
知
覚
の
質
料
性
を
変
様
す
る
」

(
2
5
4
)

、

規
定
さ
れ
た
形
態
f
o
r
m
e
へ
と
結
晶
化
す
る
」

(
5
0
4
)

も
の
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
基
底
的
な
水
準
に
お
い
て
ほ
、
個
体
化
と
再
認
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
私
た
ち
は
、
再
認
に
お
け

る
同
一
性
と
、
個
を
包
摂
す
る
一
般
性
と
を
、
区
別
せ
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
以
上
の
過
程
は
最
も
基
本
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
「
人
間
知
性
」
は
以
上
の
基
本
的
な
一
般
性
な
い
し
同
一
性
を

「
模
範
」
と
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
結
合
し
た
り
、
あ
る
い
は
メ
タ
化
し
た
り
し
つ
つ
、
更
に
抽
象
的
な
一
般
観
念
を
産
出
し
て
い
く

(cf. 
3
0
1
,
 
6
3
0
,
 
1
3
0
2
-
3
,
 

勿
論
ベ
ル
ク
ソ
ン

つ
ま
り
「
実
在
の
流
れ
に
感
覚
器
官
を
差
し
向
け
る
だ
け
で
、
流
れ
を

ま
た
以
上
か
ら

C
 JI 
3
9
3
)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
そ
う
し
た
機
構
の
総
体
が
、
分
節
言
語
で
あ
る
」

(
3
0
1
,

cf. 
M
4
8
6
 

-
7
)

。
こ
う
し
て
、
惑
覚
的
な
水
準
か
ら
い
わ
ゆ
る
知
的
な
水
準
に
到
る
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
に
断
絶
を
見
な
い
）
様
々
の
「
も
の
」
が
、

生
成
の
た
だ
中
か
ら
析
出
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
生
成
の
方
は
と
言
え
ば
、
「
も
の
」
の
自
同
性
に
対
す
る
余
剰
、
「
も
の
」
の
単

な
る
偶
然
的
付
帯
性
と
し
て
、
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
自
身
は
生
成
に
無
記
な
「
も
の
」
が
、
生
成
変
化
の
主
語

s
u
b
'
j
e
c
t
u
m
•
基
体
s
u
b
'
s
t
r
a
t
u
m
と
し
て
存
在
論
的
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

(
c
f
.
7
5
9
-
7
6
0
.
 

に
し
て
み
れ
ば
「
変
化
は
あ
る
が
、
変
化
の
下
に
s
o
u
s
変
化
す
る
も
の
c
h
o
s
e
q
u
i
 
c
h
a
n
g
e
が
あ
る
の
で
は
な
い
」

(
1
3
8
1
)
)
。
こ
う

し
た
「
も
の
」
優
位
へ
の
逆
転
の
諸
帰
結
は
膨
大
な
も
の
だ
が
、
そ
の
逆
転
の
出
発
点
を
な
す
も
の
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
身
体
な
の
で
あ
る
。

『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
私
た
ち
が
指
摘
し
よ
う
と
欲
し
た
「
身
体
性
」
と
ぱ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
生
成
」
と
「
も

の
11
形
相
」
の
二
元
性
の
交
差
点
に
位
置
し
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
「
生
成
」
の
一
元
論
へ
の
徹
底
化
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
概
念
で
あ
っ

わ
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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先
に
、
単
な
る
物
質
と
は
異
な
る
所
以
と
し
て
の
、
身
体
の
「
感
覚
運
動
的

s
e
n
s
o
r
i
-
m
o
t
e
u
r
」
性
格
を
私
た
ち
は
指
摘
し
て
お
い
た
。

ま
た
同
時
に
、
そ
の
身
体
的
再
認
が
本
質
的
に
「
習
慣
」
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
お
い
た
。
も
う
一
度
そ
の

習
慣
は
身
体
的
記
憶
の
別
名
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
は
再
認
さ
れ
る
べ
き
一
般
性
の
最
初
の
同
定
者
と
し
て
登
場
し
た
。
と
こ
ろ

で
習
慣
と
は
、
個
々
の
再
認
1
1
個
別
化
を
可
能
に
し
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
現
働
化
の
背
後
に
一
種
の
潜
勢
1
1
カ
能
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
見
習
慣
を
物
質
的
特
性
（
例
え
ば
酸
へ
の
可
溶
性
）
に
還
元
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
っ
た
が
、

身
他
の
箇
所
で
示
唆
す
る
よ
う
に
、

『
物
質
と
記
憶
』
で
言
わ
れ
る
習
慣
と
は
、
「
歩
い
た
り
書
い
た
り
す
る
習
慣
，
一
(
2
2
7
)

と
い
っ
た
場
合

の
ご
と
く
、
「
私
の
意
志
へ
の
依
存
関
係
の
下
に
」
(
2
3
4
)

あ
り
、
そ
し
て
「
あ
る
事
柄
を
、
実
際
に
知
り
〔
で
き
〕

savoir, 
我
々
の
裁

量

d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n

内
に
保
っ
て
お
く
」

(
2
3
1
)

こ
と
を
許
す
も
の
な
の
で
あ
る
（
「
持
つ
」
こ
と
と
し
て
の
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
)
。

身
体
的
習
慣
が
単
な
る
物
質
性
に
還
元
さ
れ
得
な
い
最
大
の
理
由
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

点
に
立
ち
帰
っ
て
み
よ
う
。

た
と
き
、
身
体
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

4
 

た
。
こ
れ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
を
辿
っ
て
き
た
限
り
で
の
、
私
た
ち
の
さ
し
あ
た
り
の
結
論
で
あ
る
。

生
成
と
身
体
性

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
身
体
と
生
成
と
は
い
か
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
欲
す
る
よ
う
に
、
身
体
以
外
の

「
も
の
」
は
生
成
か
ら
、
身
体
の
機
能
を
通
じ
て
、
析
出
し
て
く
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
当
の
身
体
こ
そ
が
非
生
成
的

な
「
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
機
能
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
存
立
様
態
そ
の
も
の
に
お
い
て
見
ら
れ

し
か
し
彼
自

こ
こ
に
、
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い
る 習

慣
は
反
復
•
再
開
と
し
て
の
現
在
と
さ
れ
て
い
た
が
、

一
方
で
「
感
覚
運
動
性
」
も
ま
た
別
の
意
味
で
の
「
現
在
」
の
本
質
と
さ
れ
て

の
だ
ろ
う
か
？

い
ま
だ
問
題
を
指
示
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
が
。

し
か
し
な
が
ら
繰
り
返
せ
ば
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
習
慣
を
非
生
成
・
無
時
間
的
な
存
在
に
基
づ
か
せ
ず
に
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う

点
に
あ
る
。
「
学
ば
れ
た
記
憶
は
、
学
課
が
身
に
つ
く
に
つ
れ
て
、
時
間
の
外
に
出
て
行

v
sortir d
u
 t
e
m
p
s
」
(
2
2
9
)

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

言
う
。

つ
ま
り
こ
れ
は
習
慣
が
生
成
を
脱
し
て
「
も
の
」
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
と
相
関
し
て
、
例
え
ば
読
唱
さ
れ
る
「
学
課
」
と
い
う
「
も

の
」
が
堅
固
な
存
在
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
勿
論
習
慣
が
非
時
問
的
な
観
念
界
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は

な
ら
な
い
。
習
慣
も
や
は
り
「
生
成
一
般
の
中
に
」
(
2
2
3
)
、
「
実
在
そ
の
も
の
で
あ
る
生
成
の
連
続
性
の
中
に
」
(
2
8
1
)

存
在
し
て
い
る
と
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
存
在
様
態
は
、
私
た
ち
が
『
試
論
』
の
純
粋
持
続
か
ら
導
き
出
し
た
「
全
体
性
と
し
て
の
生
成
」

そ
の
も
の
と
端
的
に
同
一
視
も
で
き
ま
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
習
慣
と
は
「
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在

p
r
e
s
e
n
t
q
u
i
 
r
e
c
o
m
 ,
 

m
e
n
c
e
 s
a
n
s
 c
e
s
s
e
」
(
2
9
2
)

に
位
碑
匡
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
言
い
換
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
生
成
に
お
け
る
習
慣
II

身
体
性
の
、
そ
し
て
ひ
い
て
は
「
も
の
」
の
、
根
本
的
な
存
在
様
態
を
決
定
し
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
非
生
成
性
と

し
て
の
不
動
性
で
は
な
く
、
「
反
復

r
e
p
e
t
i
t
i
o
n
」
な
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
語
は
、

だ
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
身
体
自
身
の
存
立
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
」
と
い
う
規
定
は
、
身

体
以
外
の
物
質
一
般
に
も
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

(
2
8
1
)
。
結
局
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
身
体
と
物
質
と
を
同
一
視
し
て
い
る

し
か
し
本
稿
の
私
た
ち
は
物
質
か
ら
身
体
を
論
じ
る
用
意
を
持
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
物
質
性
は
お
そ
ら
く
は
身
体
経

験
の
あ
る
極
限
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
物
質
性
を
巡
る
議
論
は
こ
こ
で
は
留
保
し
て
、

身
体
性
に
関
わ
る
も
う
―
つ
の
論
点
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。
私
の
身
体
固
有
の
「
感
覚
運
動
性
」
で
あ
る
。

(cf. 
2
8
 
0
ー

2
8
1
)
。
士
士
張
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ヂ
9
阜
4

床
げ
の
「
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
今
ま
さ
に
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
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あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
在
と
不
可
分
と
言
え
る
。
で
は
「
感
覚
」
は
ど
う
か
。
私
の
身
体
運
動
は
無
か
ら
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
感
覚
」

に
由
来
し
そ
れ
が
「
延
長
p
r
o
l
o
n
g
e
r
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
運
動
」
に
不
可
分
で
あ
り
現
在
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
「
感
覚
」

と
「
運
動
」
と
の
「
分
割
さ
れ
ざ
る
全
体
」

(
2
8
0
)

が
、
「
私
の
現
在
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
私
の
現
在
は
本
質
的
に
感
覚
運
動
的
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
私
の
現
在
と
は
、
私
が
私
の
身
体
に
つ
い
て
持
つ
意
識
で
あ
る
」

(
2
8
1
)

。
こ
れ
は
ま
た
、
「
私
の
現
在
」
が
「
あ
る
厚
み
」

(
2
1
6
)

を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
感
覚
運
動
性
と
し
て
の
身
体
1
1
現
在
の
特
殊
性
が
あ
る
。
そ
の
故
に
、
身

体
の
「
現
在
」
ぱ
「
も
の
の
実
際
の
諸
瞬
間
で
は
な
い
」
(
2
1
6
)

と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
現
在
の
厚
み
」
が
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
「
習
慣
I
I
反
復
」
と
い
う
存
在
様
態
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
°
確
か
に
両
者
と
も
「
現
在
」
の
語
に
結
び
付
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
両
者
を
統
一
的

に
理
解
す
る
手
が
か
り
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
以
上
か
ら
す
る
限
り
私
た
ち
は
そ
れ
を
「
惑
覚
」
に
求
め
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
「
も
の
」
の
再
認
1
1
個
体
化
の
最
初
に
あ
る
の
が
習
慣
的
な
「
感
じ
ら
れ
生
き
ら
れ
た
一
般
性
」
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
は
「
感

覚
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
私
の
身
体
の
反
作
用
が
、
単
な
る
物
理
的
反
応
に
尽
き
な
い
あ
る
「
厚
み
を
具
え
た

現
在
」
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
こ
で
も
そ
の
「
厚
み
」
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
「
感
覚
」
が
重
要
と
な
っ
て

こ
よ
う
か
ら
。
つ
ま
り
、
身
体
性
の
更
な
る
検
討
の
た
め
に
は
、

(13) 

あ
る
。
以
上
を
補
足
し
つ
つ
進
ん
で
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
感
覚
j

を
め
ぐ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
述
へ
と
進
む
こ
と
が
必
要
な
の
で

第
一
点
。
こ
の
「
感
覚
」
は
、
そ
れ
が
登
場
し
て
き
た
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
物
質
と
記
憶
』
第
一
章
で
言
わ
れ
た
「
感
情
感
覚

器
e
c
t
i
o
n
」
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
°
感
情
感
覚
は
身
体
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
、

い
や
む
し
ろ
正
確
に
は
そ
も
そ
も
身
体
と
い

ぅ
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
限
定
す
る
標
識
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
さ
て
、
第
一
章
の
記
述

(
2
0
1
-
2
0
6
)

か
ら
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
他



43 ベルクソンにおける生成と身体性

「
直
接
的
過
去
」
を
規
定
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
二
重
で
あ
る
。

な
「
現
在
」
を
構
成
し
て
い
る
の
か
。

ら
ず
、
私
た
ち
が
「
現
在
こ
そ
は
存
在
す
る
も
の

な
現
在
」
と
は
、

「
捉
え
難
い

m
s
a
i
s
i
s
s
a
b
l
e
」
(
2
9
1
)

第
二
点
。

一
方
に
ほ
こ
の
感
覚
の
過
去
性
を
、
物
質
の
継
起
的
諸
瞬
間
の
保

の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
「
現
実
的
作
用
」

(
2
0
5
)

(
身
体
へ
の
接
触
と
侵
入
）
の
所
産
、
従
っ
て
あ
る
種
の
受
動
的
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
も

し
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
痛
み
」
し
か
主
題
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
と
は
い
え
、

み
だ
け
に
限
定
は
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
際
の
身
体
運
動
の
手
前
に
惑
じ
ら
れ
る
躊
躇
感
や
運
動
へ

の
傾
向
の
感
じ

(cf.
1
6
9ー

1
7
0
)

、
落
ち
つ
か
な
さ

(
9
5
4
)

な
ど
が
通
常
の
「
感
情
感
覚
」
な
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
惑
情
感
覚
を

単
な
る
受
動
的
反
映
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
も
そ
も
よ
く
見
る
な
ら
ば
「
痛
み
」
す
ら
も
、
蒙
ら
れ
た
作
用
の
結
果
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
そ
れ
に
対
す
る
（
局
所
的
か
つ
無
力
で
は
あ
れ
）
「
努
力

eデ
o
r
t
」
(
2
0
4
,

2
0
6
,
 
3
6
4
)

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
で
あ
ろ
う
。

「
惑
覚
」
が
持
統
の
「
厚
み
」
を
な
す
所
以
は
そ
れ
が
運
動
と
不
可
分
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と

相
関
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
感
覚
」
を
「
直
接
的
過
去
」

(
2
8
0
)

と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
厚
み
」
な
き
「
純
粋

「
逃
げ
さ
っ
て
い
く

f
u
y
a
n
t
e
境
界
」

(
9
1
7
)

で
あ
り
、
「
現
在
を
し
て
、
過

去
を
未
来
か
ら
分
か
つ
と
こ
ろ
の
不
可
分
な
境
界
と
理
解
す
る
な
ら
、
現
在
の
瞬
間
ほ
ど
存
在
し
な
い
も
の
は
な
い
」

(
2
9
1
)

。
に
も
か
か
わ

c
e
 
q
u
i
 
e
s
t

と
定
義
し
て
」

(
2
9
1
)

し
ま
う
ほ
ど
に
「
現
在
」
は
確
固
と
し
た
存
在

を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
「
現
在
」
が
「
純
粋
」
で
は
な
く
「
感
覚
」
の
「
厚
み
」
を
備
え
て
い
る
か

「
厚
み
を
持
っ
た
現
在
」
と
は
、
も
は
や
「
捉
え
難
く
」
も
な
く
「
逃
げ
去
り
」
も
し
な
い
、
最
初
の
「
使
用
可
能
な
も
の

c
h
o
s
e
 
utilisable
」
(
3
2
7
)

な
の
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
、
「
直
接
的
過
去
」
と
し
て
の
「
感
覚
」
は
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う

持
と
し
て
提
示
す
る
議
論
が
あ
る
(
2
1
6
-
8
,

2
9
1ー

2
)
0

微
視
的
に
見
れ
ば
一
層
等
質
的
な
諸
振
動
へ
と
還
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
物
質
を
、
私

「
惑
情
感
覚
」
ぱ
決
し
て
痛
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ら
派
生
す
る
形
で
更
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
（
物
質
の
存
在
は
、

だ
と
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
構
図
そ
の
も
の
が
成
立
す

「
身
体
の
現
在
」
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
細
分
化
す
る

た
ち
は
巨
視
的
な
水
準
に
お
い
て
一
個
の
感
覚
質
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
後
者
は
前
者
に
照
ら
せ
ば
既
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
保
持
総
括
と

言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
感
覚
は
直
接
的
過
去
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
巨
視
的
把
握
こ
そ
私
た
ち
の
知
覚
の
本
質
的
機
能
で
あ
る
。

「
知
覚
の
第
一
の
機
能
は
ま
さ
に
、
要
素
〔
元
素
〕
的
諸
変
化
の
系
列
を
凝
縮
の
働
き
に
よ
っ
て
単
一
の
質
な
い
し
状
態
と
し
て
把
握

sai.

sir
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
7
4
9
)

。
そ
し
て
こ
の
「
把
握
」
さ
れ
た
「
単
一
性
」
こ
そ
が
、

し
か
し
こ
う
し
た
議
論
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
『
試
論
』
か
ら
辿
っ
て
き
た
生
成
変
化
の
記
述
と
は
必
ず
し
も
う
ま
く
折
り
合
わ
な
い
。
ま

る
で
即
自
的
な
継
起
と
し
て
の
物
質
界
に
付
け
加
わ
っ
て
、
そ
の
継
起
を
受
容
的
に
保
持
す
る
と
こ
ろ
に
記
憶
な
い
し
持
続
が
存
す
る
か
の

よ
う
で
は
な
い
か
。
更
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
現
在
が
流
れ
さ
っ
て
過
去
に
な
る
と
い
う
構
図
が
前
提
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
「
流
れ
去
り
」
の
構
図
の
根
底
に
は
、
自
己
同
一
的
で
あ
る
が
故
に
生
成
で
き
な
い
「
も
の
」
が
、

つ
ま
り
こ
の
場
合
は
「
時
点
」
と

し
て
の
「
現
在
」
が
、
存
す
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
厚
み
」
を
具
え
「
も
の
」
と
化
し
た
「
現
在
」
か

こ
と
を
通
じ
て
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
）
。

る
場
面
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
目
下
の
私
た
ち
の
関
心
に
は
、
以
上
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
説
明
は
満
足
す
べ
き
答
を
与
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
他
方
で
、
「
直
接
的
過
去
」
に
は
別
の
文
脈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

「
直
接
的
過
去
」
は
流
れ
去
り
つ
つ
保
持
さ
れ
る
何
か
な
の
で
は
な
い
。
「
運
動
は
こ
の
感
覚
か
ら
由
来
し
、
感
覚
を
行
為
へ
と
延
長
す
る

p
r
o
l
o
n
g
e
r」

(
2
8
0
—

1
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
何
よ
り
も
『
物
質
と
記
憶
』
第
二
章
で
「
記
憶
の
現
実
化
」
を
扱
う
箇
所
全
て
が
前

提
し
て
い
る
よ
う
に
、
感
覚
は
つ
い
で
す
ぐ
さ
ま
運
動
へ
と
「
な
る
」
と
い
う
意
味
で
「
直
接
的
過
去
」
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
先
に
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
生
成
観
と
、
そ
こ
に
お
け
る
「
過
去
」
の
意
味
を
確
認
し
て
お
い
た
が
、
目
下
の
文
脈
で
は
正
し
く
そ
の
意
味
に
お
い
て
感
覚

「
私
の
現
在
」
と
い
う
原
個
体
性
を
構
成
す
る
。
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は
「
過
去
」
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
感
覚
が
行
為
へ
と
ま
さ
に
「
延
長
」
さ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
、
単
に
も
は
や
流

れ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
感
覚
II
直
接
的
過
去
が
わ
ざ
わ
ざ
特
権
的
な
「
存
在
」
と
見
な
さ
れ
る

こ
の
第
二
の
文
脈
に
お
い
て
初
め
て
、
次
に
見
る
重
要
な
一
節
も
理
解
可
能
な
も
の
に
な
ろ
う
。
『
試
論
』
以
来
の
「
生
成
」
は
『
物
質
と

記
憶
』
に
お
い
て
は
非
身
体
的
な
「
独
立
的
記
憶
」
に
名
を
変
え
て
い
た
こ
と
を
私
た
ち
は
見
た
。
ま
た
、

体
的
習
慣
的
要
因
が
存
し
て
い
る
の
は
今
見
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

「
も
の
」
の
成
立
の
最
初
に
身

つ
ま
り
私
た
ち
は
以
上
で
『
物
質
と
記
憶
』
言
う
と
こ
ろ
の
二
つ
の

「
記
憶
力
」
を
順
に
辿
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
両
者
の
（
再
認
や
疾
病
に
お
け
る
事
実
上
の
関
係
で
は
な
く
）
本
質
的
な
関
係
可

に
な
る
」

(
2
9
2
.

強
調
筆
者
）
。
こ
の
極
め
て
重
要
な
箇
所
の
前
提
部
分
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
今
や
あ
る
程
度
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
身
体
感
覚
は
そ
れ
自
身
生
成
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、
「
自
我
全
体
」
な
い
し
「
独
立
的
記
憶
」
の
／
と
い
う
「
生
成
」
の
「
最
も
新

し
い
延
長
d
e
r
n
i
e
r
p
r
o
l
o
n
g
e
m
e
n
t
」
(
2
2
4
)

と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
そ
れ
ら
は
「
分
離
し
た
二
つ
の
も

の
を
な
す
の
で
は
な
い
」

(
2
3
9
)

こ
と
に
な
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
し
て
か
の
円
錐
の
図
式
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
但
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
で
両
者
の
関
係
が
自
明
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
感
覚
の
側
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
再
認
の
基
礎
た
る
反
復
性
と
い
う

異
質
な
存
在
様
態
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
理
解
し
た
い
の
は
そ
の
様
態
の
由
来
な
の
だ
か
ら
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
二
点
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
感
覚
を
何
ら
か
の
受
動
的
反
映
な
い
し
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
「
自

能
性
の
構
図
は
未
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
の
点
を
第
三
章
で
「
我
々
は
両
者
の
繋
が
り
を
示
し
て
は
来
な
か
っ

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

た」
(
2
9
2
)

と
確
認
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
始
め
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
も
し
我
々
が
知
覚
す
る
の
は
直
接
的
過
去
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

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

我
々
の
現
在
に
つ
い
て
の
意
識
は
既
に
し
て
記
憶
で
あ
る
の
な
ら
、
我
々
が
最
初
に
分
離
し
て
お
い
た
二
つ
の
項
は
密
接
に
結
び
付
く
こ
と

ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
得
よ
う

(cf.
2
5
-
6
)

。
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生
成
に
は
「
現
在
」
以
前
の
自
己
現
前
が
あ
る
の
だ

我
全
体
」
の
／
と
い
う
「
生
成
」
の
側
か
ら
理
解
で
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
感
覚
と
、
身
体
の
反
復
性
と
を
繋
ぐ
関
係
も
想
定
可
能
に
な
っ

「
全
体
性
と
し
て
の
生
成
」
に
は
、
そ
れ
固
有
の
力
能
と
し
て
、
自
ら
を
感
覚
化
し
、
ま
た
そ
れ
と
同

時
に
自
ら
を
反
復
す
る
こ
と
が
、
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
は
、
物
体
に
還
元
さ
れ
な
い
、
「
も

の
」
を
成
立
さ
せ
る
特
権
的
機
能
を
保
持
す
る
と
こ
ろ
の
、

「
全
く
別
の
秩
序
に
属
す
る
経
験
」
(
2
2
7
)

の
定
位
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
で
私
た
ち
が
特
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、

図
式
が
想
起
さ
れ
る

(
3
0
2
)

。
「
同
じ
心
的
生
は
、
記
憶
力
の
継
起
的
な
諸
段
階

e
t
a
g
e
s

念
の
た
め
言
え
ば
、
こ
の
「
反
復
」
と
は
、
既
に
個
体
性
を
具
え
た
あ
れ
こ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
再
現
で
は
な
く
、
「
我
々
が
生
き
た
諸
経

験
の
全
体

totalite

の
包
括
的
か
つ
多
様
な
反
復
」

(
3
7
1
,

「
記
憶
の
諸
乎
面

p
l
a
n
s
」
の
概
念
で
あ
る
。
か
の
円
錐
の
諸
断
面
の(14) 

に
お
い
て
無
数
回
反
復
さ
れ
よ
う
」

(
2
5
0
-
1
)

。

cf. 
3
0
7
,
 
3
0
9
)
 

で
あ
る
。
時
間
を
「
現
在
」
の
交
替
と
す
る
観
点
に
と
っ

て
は
お
そ
ら
く
異
様
な
「
反
復
」
観
念
で
あ
ろ
う
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
こ
の
「
反
復
」
の
諸
平
面
の
横
断
な
い
し
絶
え
ざ
る
新
た

/
〉

3
7
1
)

こ
そ
が
「
通
常
の
我
々
の
心
的
生
」

(
3
0
7
)

な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で

な
創
造

(cf.
〈
〈

c
r
e
e
r
a
 n
o
u
v
e
a
u
 s
a
n
s
 
c
e
s
s
e、、
9

私
た
ち
が
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
反
復
」
の
諸
段
階
の
極
限
と
し
て
身
体
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈

の
も
と
で
は
、
「
習
慣
」
は
単
な
る
物
理
的
機
構
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
生
き
ら
れ
た
「
感
覚
運
動
的
状
態
」

(
3
0
7
)

で
あ
り
、
そ
し
て
そ

の
状
態
（
即
ち
「
厚
み
を
持
っ
た
現
在
」
）
と
は
、
過
去
の
生
の
、
極
限
に
ま
で
「
縮
減

r
e
d
u
c
t
i
o
n
」
(
3
0
8
,

cf. 
2
5
1
)

さ
れ
た
相
に
お

け
る
反
復
に
他
な
ら
な
い
。
先
に
少
し
触
れ
て
お
い
た
が
、
記
憶
力
と
は
「
常
に
全
体
と
し
て
自
ら
に
現
前
し
て
」
い
る
。
そ
の
「
現
前
」

の
最
も
「
縮
減
」
し
た
も
の
が
「
感
覚
運
動
的
状
態
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
現
前
」
は
、
通
常
の
意
味

の
「
現
在
」

11
流
れ
去
る
一
時
点
に
お
け
る
現
前
と
は
異
な
る
（
も
し
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
生
成
変
化
は
現
在
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
お
う
）
。

て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

(cf. 
2
5
0
)

、
し
か
も
様
々
な
「
乎
面
」
に
お
け
る
多
様
な
現
前
が
。
お
そ
ら
く
そ
れ
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い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
た
、

5
 
最

後

IJ 
., •• 

こ
そ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
直
観
」
の
原
型
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
身
体
の
「
現
在
」
が
否
応
な
く
一
般
性
の
下
に
「
も
の
」
を
捉
え
る
、

り
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
意
味
で
「
分
析
」
す
る
こ
と
と
は
根
本
的
に
別
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
力
能
と
し
て
の
「
習
慣
」
と
い
う
存
在
様
態
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
生
成
」
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま

「
身
体
の
記
憶
と
は
、
過
去
の
本
当
の
記
憶
が
そ
の
基
礎
b
a
s
e
を
な
し
て
い
る
準
瞬
間
的
q
u
a
s
i
i
n
s
t
a
n
t
a
n
e
e
 

な
記
憶
で
あ
る
」

(
2
9
3
)

。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
ま
さ
し
く
こ
う
な
る
。
「
習
慣
」
と
は
、
「
生
成
」
が
自
ら
縮
減
し
つ
つ
反
復
す
る
と
こ
ろ

の
「
感
覚
」
11

「
厚
み
を
具
え
た
現
在
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
が
な
い
と
し
た
ら
、
「
習
慣
」
は
「
持
続
す
る
自
我
」
の
力
能
で
あ
る
こ

と
を
止
め
て
た
だ
の
「
酸
へ
の
可
溶
性
」
な
ど
と
同
列
の
性
質
に
な
り
、
そ
の
座
と
し
て
の
「
我
々
の
各
々
が
自
分
の
身
体
と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
特
殊
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

(
2
1
2
)

は
も
は
や
自
分
の
「
身
体
」
と
は
呼
ば
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。

『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
は
、

ほ
ぽ
以
上
の
よ
う
な
道
筋
で
、
「
も
の
」
は
「
身
体
」
へ
、
「
身
体
」
は
「
生
成
」
へ
と
、
そ
の
成
立
根

拠
を
与
え
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
以
上
は
基
本
的
な
存
立
の
条
件
に
つ
い
て
の
糊
行
的
な
考
察
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
身

体
の
習
慣
や
「
も
の
」
た
ち
の
具
体
的
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
（
そ
し
て
そ
れ
ら
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
尚
更
で
あ
る
）
。

「
も
の
」
か
ら
逆
行
す
る
形
で
「
身
体
」
や
「
生
成
」
が
別
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
そ
の
内
実
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
重
要
な
主
題
で
あ
る
が
、
本
質
的
な
構
図
を
ほ
ぼ
確
認
し
終
え
た
こ
と
で
満
足
し
、
そ
う
し
た
主
題
に
つ

と
も
あ
れ
私
た
ち
が
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
生
成
」
の
存
在
論
的
優
位
性
の
構
図
を
基
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(

1

)

 

解
か
ね
ば
な
る
ま
い
、
そ
の
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

本
的
に
提
示
し
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
形
相
•
も
の
」
を
「
生
成
」
へ
と
帰
着
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
の
が
「
身
体
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
本
稿
で
私
た
ち
が
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
事
柄
で
あ
る
。
確
か
に
私
た
ち
も
、
「
形

相
」
と
「
生
成
」
を
巡
っ
て
の
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
立
論
が
最
終
的
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
例
え
ば
真
理
論
や
科
学
論
、
言
語
論
な
ど
に
お
い

て
、
彼
の
哲
学
は
、
「
生
成
」
優
位
と
い
う
基
本
的
立
場
の
故
に
、
多
く
の
本
質
的
困
難
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の

基
本
的
立
場
そ
の
も
の
を
端
的
な
誤
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
°
永
遠
性
不
動
性
の
理
念
を
最
初
か
ら
持
ち
出
す
こ
と
な
く
思
索
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
遅
か
れ
早
か
れ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
も
の
」
と
呼
ん
だ
諸
存
在
の
「
発
生
」
を
問
わ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

試
み
を
ど
う
評
価
す
る
に
せ
よ
、
彼
の
困
難
が
そ
の
「
発
生
」
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
私
た
ち
自
身
が
自
力
で
そ
の
困
難
を

注
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
等
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
に
つ
い
て
は
適
宜
頁
数
を
挿
入
し
た
。
数
字
の
み
で
あ
れ
ば
生
誕
百
年
記
念
版
著
作
集
の
頁
で
あ
る
。

数
字
の
前
に
記
号
が
あ
る
場
合
、

M
は

M
さ
m
g
e
s

の
頁
数
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
C
I
I
は
講
義
集
第
二
巻

(
c
o
u
r
s
、
0
o
l
u
m
e
I
I
)

の
頁
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。
い
ず
れ
も
P
U
F
版
で
あ
る
。

J• 

H
y
p
p
o
l
i
t
e
,
 
"
A
s
p
e
c
t
s
 d
i
v
e
r
s
 
d
e
 la 
m
e
m
o
i
r
e
 c
h
e
z
 
B
e
r
g
s
o
n
"
,
 
in 
F
i
g
u
r
e
s
 d
e
 la 
p
e
n
s
e
e
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
,
 
P
U
F
,
 1
9
7
1
,
 

p. 
4
7
2
.
 

勿
論
こ
の
研
究
は
今
日
で
も
『
物
質
と
記
憶
』
に
つ
い
て
の
最
も
正
確
な
読
解
の
―
つ
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
の
研
究
に
多
く
の
点
を
負
っ

て
い
る
。

(

2

)

実
際
に
は
一
九

O
O
I四
年
の
講
義
を
通
じ
て
こ
の
自
己
了
解
が
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る

(cf.
725 n
o
t
e
)
。

(

3

)

従
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
も
の
」
は
通
常
「
本
質
」
と
言
わ
れ
る
も
の
と
非
常
に
近
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
一
見
そ
う
思
わ
れ
る
ほ
ど
奇
妙
な
用

語
使
用
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
後
に
見
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
と
っ
て
は
、
「
も
の
」
は
い
つ
も
不
動
の
「
本
質
」
と
不
可
分
に
構
成
さ
れ
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一、

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,

二、

s
e
n
s
a
t
i
o
n
,

1

―-、

a
f
f
e
c
t
i
o
n

の
問
回
の
土
J
Sい
シ
グ
珀
g

る
か
ら
で
あ
る
。

(

4

)

第
一
の
引
用
の
主
語
は
「
記
憶
」
、
第
二
は
「
純
粋
持
続
」
で
あ
る
。

(

5

)

「
衝
力
で
も
引
力
で
も
な
い
」

(
1
0
7
2
)
、
つ
ま
り
惰
性
で
も
欠
如
で
も
な
い
、
自
足
し
た
生
成
固
有
の
「
躍
動

e
]
a
n
」
概
念
は
こ
こ
か
ら
生
じ

た
と
言
っ
て
よ
い
。

(

6

)

 

V
.
 J
a
n
k
e
l
e
v
i
t
c
h
,
 
H
e
n
r
i
 B
e
r
g
s
o
n
,
 
P
U
F
,
 2
°
e
d
.
,
 
1
9
5
9
,
 
p. 
2
0
7
.
 

(

7

)

参
考
箇
所
を
挙
げ
る
。

6
6
,

7
0
,
 
7
4
,
 
4
9
7
,
 
1
4
0
7
,
 
1
4
1
2
,
 
ま
た
と
り
わ
け
、

C
II 
2
8
7
,
 
2
8
9
。

(
8
)

念
の
た
め
注
意
す
れ
ば
、
等
質
性
と
は
同
一
性
で
は
な
い
。
他
と
の
比
較
や
加
算
が
可
能
な
、
従
っ
て
共
通
の
場
の
限
定
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
等
質
性
の
意
味
で
あ
る
（
外
延
蓋
の
定
義
）
。
従
っ
て
逆
に
、
こ
こ
で
の
「
純
粋
な
異
質
性
」
と
は
、
共
通
の
地
を
持
た
な
い

も
の
で
あ
り
な
が
ら
「
連
続
的
」
で
あ
る
と
い
う
、
極
め
て
奇
妙
な
概
念
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(
9
)

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
出
発
点
が
実
証
科
学
の
基
礎
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
直
接
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

(
1
0
)

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
微
積
分
学
と
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
見
取
図
と
し
て
は
、
次
を
参
照
。

J.
M
i
l
e
t
,
 
B
e
r
g
s
o
n
 et 
le 
c
a
/
c
u
l
 

m
f
n
i
t
窃
i
m
a
l
,
P
U
F
,
 1
9
7
4
.
 

但
し
、
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
素
朴
に
微
積
分
学
の
「
運
動
的
解
釈
」
を
採
っ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
微
積
分
学
を
あ
り
う
べ
き
「
生
成
の
学
」
の
モ
デ

ル
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
数
学
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る

B
e
n
d
a

ら
の
批
判
が
有
効
な
も
の
に
な
ろ
う
（
同
書
―
四
七
ー
九
頁
参
照
）
。

(11)

非
決
定
性
・
予
見
不
可
能
性
・
創
造
性
な
ど
は
一
応
全
て
生
成
変
化
の
諸
側
面
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
創
造
的
進
化
』
冒
頭

(
4
9
5
-

5
0
0
)

の
議
論
の
運
び
な
ど
を
見
よ
。
実
際
、
創
造
と
し
て
の
自
由
概
念
は
比
較
的
遅
く
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
2
)

こ
う
し
た
帰
結
を
避
け
よ
う
と
す
る
限
り
、
記
憶
力

m
e
m
o
i
r
e

と
記
憶

s
o
u
v
e
n
i
r

と
の
関
係
も
外
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
で

も
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
解
釈
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
彼
は
生
成
変
化
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
本
来
の
記
憶
力
を
「
継
続
c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n
」
と

名
付
け
、
自
ら
に
外
的
な
も
の
と
し
て
過
去
を
捉
え
る
記
憶
力
を
「
保
持

r
e
t
e
n
t
i
o
n
」
と
し
て
区
別
す
る
（
前
掲
書
四
七
頁
）
。
こ
う
し
た
区
別

の
裏
付
け
と
な
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
M
9
8
な
ど
を
参
照
で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
有
名
な
「
過
去
は
そ
れ
自
身

に
お
い
て
保
た
れ
る
」

(
2
9
0
,

4
9
8
,
 
1
3
1
5
)

と
い
う
主
張
は
、
生
成
に
は
外
的
な
統
一
者
が
不
要
で
あ
る
こ
と
の
別
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
。
記
憶

力
は
「
継
続
」
、
生
成
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

(13)

『
物
質
と
記
憶
』
の
含
む
用
語
上
の
混
乱
の
最
大
の
も
の
と
し
て
、
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摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
特
に
第
一
章
に
お
い
て
は
一
と
三
の
区
別
は
本
質
的
な
の
だ
が
、
そ
の
区
別
は
必
ず
し
も
維
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、

共
に
二
で
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
特
に
第
二
章
）
。
私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
定
位
さ
れ
る
位
置
（
身
体
内
外
）
な
ど
を
示
す
文
脈
に
照
ら
し

て
、
そ
こ
か
ら
分
類
と
議
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
余
條
な
く
さ
れ
る
。
幸
い
以
下
の
議
論
の
要
は
「
直
接
的
過
去
」
と
い
う
時
間
的
性
格
に
あ
り
、

こ
れ
は
三
者
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
共
通
な
の
で
、
こ
れ
ら
の
混
同
は
私
た
ち
の
論
旨
の
本
質
に
は
関
わ
ら
な
い
。

(
1
4
)こ
の
「
諸
乎
面
」
に
関
す
る
最
も
明
快
な
解
釈
と
し
て
は
、G
•
D
e
l
e
u
z
e
,
 
L
e
 b
e
r
g
s
o
n
i
s
m
e
,
 P
U
F
,
 1
9
6
6
,
 
p
p
.
 5

8
-
6
9
.
 
を
参
照
。
ま
た
、

彼
を
始
め
多
く
の
論
者
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
反
復
」
と
は
、
心
理
学
的
「
も
の
」
と
し
て
の
「
イ
マ
ー

ジ
ュ
」
の
成
立
以
前
の
、
非
心
像
的
過
程
で
あ
る
。
こ
の
「
反
復
」
が
、
「
も
の
」
の
系
列
と
し
て
の
時
間
と
そ
こ
に
お
け
る
反
復
II
「
も
の
」
の

再
来
、
と
い
っ
た
構
図
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
（
ま
た
そ
も
そ
も
で
き
て
は
な
ら
な
い
）
消
極
的
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
。（

博
士
課
程
学
生
）




