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31 ― ドゥルーズ『差異と反復』におけるコギト論

  〈
要
旨
〉

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
的
主
著
で
あ
る
『
差
異
と
反
復
』
は
、
主
観
性
を
原
理
と
す

る
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
自
己
の
哲
学
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、
従
来
主
観
性
の
哲
学
の
根
本
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
コ
ギ
ト
を
、
自
己
の
哲
学

の
根
本
概
念
と
し
て
捉
え
返
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
振
る
舞
い
は
、
彼
の

哲
学
の
性
質
を
考
え
る
な
ら
一
見
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
彼
の
コ
ギ
ト
論
を
問
う
も

の
で
あ
る
。

本
稿
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
1
）
コ
ギ
ト
は
『
差
異
と
反
復
』
全
体
を
貫
く

も
っ
と
も
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
の
な
か
で
存
在
と
生
成
を

一
挙
に
捉
え
る
概
念
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
コ
ギ
ト
が
な
け
れ
ば
、
生
成
も

な
い
。（
2
）
ま
た
コ
ギ
ト
の
基
本
構
造
を
取
り
出
す
こ
と
で
、
個
別
の
テ
ー
マ
群
（
時
間
、
生

成
、
現
実
性
と
潜
在
性
、
思
考
、
超
越
論
哲
学
な
ど
）
を
結
び
つ
け
る
俯
瞰
的
な
視
点
を
提
示

で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
コ
ギ
ト
の
基
本
構
造
を
描
き
出
し
、
そ
れ
が
時
間
論
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
続
い
て
コ
ギ
ト
論
に
対
す
る
精
神
分
析
の
寄
与
を
見
る
。
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
と
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
コ
ギ
ト
論
の
違
い
を
分
析
す
る
。
最
後
に
、
コ
ギ
ト
と
人
称
性
の
関
係
を
問
題
に
す
る
。

以
上
を
通
し
て
『
差
異
と
反
復
』
が
コ
ギ
ト
論
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

コ
ギ
ト
、
生
成
、
句
切
り
、
再
帰
性
、
シ
ス
テ
ム

山
森　

裕
毅

ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
コ
ギ
ト
論

〈
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は
じ
め
に

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
の
研
究
を
通
し
て
、
主

体
性
や
同
一
性
に
根
拠
を
置
く
哲
学
を
批
判
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
哲
学
を
構
想
し
よ

う
と
努
め
た
。
そ
れ
ら
研
究
の
結
実
で
あ
る『
差
異
と
反
復
』が
、全
体
を
通
し
て﹁
コ

ギ
ト
﹂に
つ
い
て
積
極
的
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
一
見
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
史
を
見
渡
せ
ば
、コ
ギ
ト
と
は
主
体
性
に
深
く
関
わ
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
か
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
も
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

そ
し
て
対
象
の
同
一
性
の
形
式
は
、
哲
学
者
に
対
し
て
、
思
考
す
る
ひ
と
り

の
主
体
の
統
一
に
根
拠
を
求
め
る
、
そ
こ
で
は
思
考
以
外
の
す
べ
て
の
能
力
が

思
考
の
諸
様
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
開
始
と
し
て
の
コ
ギ
ト
の
意

味
で
あ
る
。
つ
ま
り
コ
ギ
ト
は
そ
の
主
体
に
お
け
る
す
べ
て
の
能
力
の
統
一
を

表
現
し
、
し
た
が
っ
て
主
観
的
同
一
性
を
反
映
し
て
い
る
対
象
の
形
式
に
す
べ

て
の
能
力
が
関
わ
る
可
能
性
を
表
現
し
て
い
る
。
コ
ギ
ト
は
哲
学
的
概
念
を
共

通
感
覚
と
い
う
前
提
に
委
ね
て
い
る
、
コ
ギ
ト
は
哲
学
的
に
な
っ
た
共
通
感
覚

で
あ
る
。(D

R
: p.174)

コ
ギ
ト
に
は
主
体
性
や
同
一
性
、
共
通
感
覚
と
い
っ
た
概
念
群
が
有
機
的
に
連
関

し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
﹁
従
来
の
﹂
コ
ギ
ト
解
釈

に
つ
い
て
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
理
解
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
コ
ギ
ト

を
別
の
仕
方
で
捉
え
返
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
差
異
哲
学
に
適
す
る
概
念
へ
と
再
構

成
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
差
異
と
反
復
』
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
概
略
を
述
べ
て
お
く
と
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的

コ
ギ
ト
は
﹁
ひ
び
割
れ
た
私
﹂
と
﹁
崩
壊
し
た
自
我
﹂
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、リ
ク
ー
ル
の
言
葉
を
用
い
て
﹁
流
産
し
た
コ
ギ
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
と
は
い
え
、

こ
れ
だ
け
で
は
た
だ
の
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
、
何
を
説
明
し
た
こ
と

に
も
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
本
稿
に
お
い
て
彼
の
コ
ギ
ト
論
を
追
う
な
か
で
、
そ
れ

が
存
在
と
生
成
を
同
時
に
捉
え
る
構
造
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の

構
造
の
う
ち
に
ヒ
ュ
ー
ム
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
ら
の
研
究
（
と
り
わ
け
時
間

論
）
が
統
合
さ
れ
て
い
き
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
、
ラ
カ
ン
ら
の
精
神
分
析
の
知
見
も
そ

こ
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
彼
の
コ
ギ
ト
が
『
差
異
と
反
復
』
全

体
を
貫
く
基
本
構
造
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
ま
で
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
．
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
の
基
本
構
造

コ
ギ
ト
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
哲
学
的
概
念
で
あ
り
、C

ogito, ergo sum

（
私
は
思
考
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
）
と
い
う
命
題
の
﹁
私
は
思
考
す
る
﹂

に
当
た
る
。
し
か
し
、
コ
ギ
ト
は
そ
れ
を
含
む
命
題
全
体
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
の

で
、
コ
ギ
ト
と
い
う
言
葉
で
﹁
私
は
存
在
す
る
﹂
も
暗
に
指
し
示
し
て
い
る
。
コ
ギ

ト
は
そ
れ
だ
け
で
思
考
と
存
在
の
関
係
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
従
来
、
こ
の
関

係
は
同
一
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た（１
（。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
れ
を
差
異
の
関
係
と
し

て
捉
え
返
そ
う
と
試
み
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
差
異
と
反
復
』
第
二
章
の
時
間
論
で
、
コ
ギ
ト
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
議
論
を
始
め
る
。
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す
べ
て
は
、
あ
た
か
も
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
二
つ
の
論
理
的
価
値
、
つ
ま

り
規
定
作
用
と
未
規
定
な
存
在
に
よ
っ
て
こ
と
に
あ
た
る
か
の
よ
う
に
進
行
す

る
。
規
定
作
用
（
私
は
思
考
す
る
）
は
未
規
定
な
存
在
を
含
意
し
て
お
り
（
私

は
存
在
す
る
、な
ぜ
な
ら
﹁
思
考
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

か
ら
）
︱
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
を
ひ
と
り
の
思
考
す
る
存
在
者
の
存
在
と
し
て

規
定
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
は
思
考
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
、

私
は
思
考
す
る
モ
ノ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
の
全
て
は
結
局
デ
カ
ル
ト
に
対

し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
も
の
に
な
る
。
規
定
作
用
を
未
規
定
な
存
在
に
直

接
差
し
向
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
規
定
作
用
（﹁
私
は
思
考
す
る
﹂）
は

も
ち
ろ
ん
何
か
未
規
定
な
も
の
（﹁
私
は
存
在
す
る
﹂）
を
含
意
し
て
は
い
る
が
、

こ
の
未
規
定
な
も
の
が
私
は
思
考
す
る

4

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
う
る

か
を
、
ま
だ
何
も
私
た
ち
に
教
え
な
い
の
で
あ
る
。(D

R
: p.116)

デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
は
、﹁
私
は
思
考
す
る
﹂
が
﹁
私
は
存
在
す
る
﹂
を
含
意
し

て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
私
は
思
考
す
る
モ
ノ
で
あ
る(Sum

 res cogitans)
﹂
を
導
く
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
と
は
、
こ
の
含

意
関
係
か
ら
だ
け
で
は
﹁
私
は
思
考
す
る
モ
ノ
で
あ
る
﹂
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
未
規
定
な
存
在
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
れ
ば
思
考
す
る
モ

ノ
に
な
る
の
か
、
そ
の
規
定
の
形
式
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、

こ
の
規
定
の
形
式
と
は
何
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
カ
ン
ト
の
議
論
を
援
用
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
﹁
時
間
の
空
虚
な
形
式
﹂
と
答
え
る
。
つ
ま
り
思
考
は
時
間
に
よ
っ
て
存
在

を
規
定
す
る
。
こ
こ
に
規
定
作
用
（
思
考
）、
未
規
定
な
も
の
（
存
在
）、
規
定
の
形

式
（
時
間
）
の
三
つ
の
関
係
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
時
間
の
形
式
に
よ
っ
て
存
在
を
規
定
す
る
と
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

私
の
未
規
定
な
存
在
は
、
時
間
に
お
い
て
現
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

受
動
的
で
受
容
的
な
ひ
と

つ
の
現
象
と
し
て
の
存
在
、
ひ
と
り
の
現
象
的
主
観
の
存
在
と
し
て
、
時
間
に

4

4

4

お
い
て

4

4

4

し
か
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、﹁
私
は
思
考
す
る
﹂

に
お
い
て
私
が
意
識
し
た
自
発
性
は
実
体
的
で
自
発
的
な
存
在
者
の
属
性
と
し

て
は
理
解
さ
れ
ず
、
受
動
的
自
我
の
触
発
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
自
我
は
、
自
我
に
固
有
の
思
考
、
固
有
の
知
性
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
が

︿
私
﹀
を
示
す
も
の
が
、
自
我
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
我
に
お
い
て
、
そ
し

て
自
我
に
対
し
て
活
動
す
る
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
尽
き
る
こ
と

の
な
い
長
い
物
語
が
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
私
は
ひ
と
り
の
他
者
で
あ
る
、
あ
る

い
は
内
感
の
パ
ラ
ド
ク
ス
。(D

R
: p.116)

　
コ
ギ
ト
に
時
間
を
導
入
す
る
と
、﹁
思
考
す
る
私
﹂
と
﹁
思
考
さ
れ
る
私
﹂
が
一

致
し
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
（
内
感
の
パ
ラ
ド
ク
ス
）。
こ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
差
異
を
見
出
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。﹁
私
は
思
考
す
る
﹂

は
﹁
私
は
存
在
す
る
﹂
を
含
意
し
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
規
定
は
時
間
の
形
式
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
私
は
私
の
存
在
を
時

間
に
基
づ
い
て
思
考
す
る
の
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
と
は
こ
の
よ
う
な
自
己
再
帰
的
構
造

（
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
よ
う
な
関
係
）
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
時
間

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
つ
ま
り
思
考
の
対
象
と
な
っ
た
私
は
実
体
と
し
て
の
私
で

は
な
く
、時
間
の
な
か
に
現
れ
る
現
象
と
し
て
の
私
で
あ
る
。
現
象
と
し
て
の
私
は
、
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能
動
的
に
思
考
す
る
存
在
で
は
な
く
、
思
考
に
よ
っ
て
時
間
の
な
か
で
触
発
さ
れ
る

受
動
的
な
モ
ノ
（
受
動
的
自
我
）
で
あ
る
。﹁
私
は
思
考
す
る
﹂
に
お
い
て
思
考
の

自
発
性
を
意
識
す
る
私
に
対
し
て
、
受
動
的
自
我
は
思
考
の
自
発
性
を
、
自
己
を
触

発
す
る
作
用
と
し
て
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
の
未
規
定
な
存
在
は
時
間
の

形
式
の
外
で
は
や
は
り
未
規
定
な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。
私
が
自
己
を
思
考
の
対

象
と
す
る
と
き
に
生
じ
る
存
在
と
現
象
へ
の
分
裂
、
こ
れ
が
﹁
ひ
び
割
れ
た
私
﹂
で

あ
る
。

こ
の
分
裂
、
そ
し
て
パ
ラ
ド
ク
ス
を
作
り
出
す
も
の
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
﹁
内
的
差

異
﹂(D

R
: p.116)

と
呼
ぶ
。
内
的
差
異
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
由
来
す
る
概

念
で
あ
り
、
独
立
し
て
い
る
二
項
の
間
の
差
異
で
は
な
く
（
こ
れ
は
外
的
差
異
と
呼

ば
れ
る
）、
一
見
不
可
分
に
思
わ
れ
る
も
の
に
刻
ま
れ
る
切
断
線
で
あ
る（２
（。
こ
こ
で

は
、
規
定
作
用
を
未
規
定
な
も
の
に
直
接
関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意

味
で
、
思
考
と
存
在
の
間
に
内
的
差
異
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
差
異
は
時
間
と
い

う
規
定
の
形
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
思
考
の
対
象
と
し
て
の

受
動
的
自
我
が
﹁
時
間
に
お
い
て
現
れ
る
﹂
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
私
の
存
在
と
受

動
的
自
我
の
間
に
も
内
的
差
異
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
時
間
の
形
式

は
二
つ
の
仕
方
で
内
的
差
異
を
持
つ
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
自
体
が
内
的
差
異
で

あ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
時
間
の
形
式
に
基
づ
い
た
内
的
差
異
。

ま
と
め
る
と
、
規
定
作
用
（
私
は
思
考
す
る
）
が
未
規
定
な
も
の
（
私
は
存
在
す

る
）
を
時
間
の
形
式
（
内
的
差
異
）
に
よ
っ
て
規
定
す
る
。
こ
れ
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的

コ
ギ
ト
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
こ
の
構
造
か
ら
、
受
動
的
自
我
が
発
生
す
る
（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
従
う
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
で
は
時
間
の
な
か
に
生
じ
る
自
我
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
）。
重
要
な
点
は
、
内
的
差
異
が
発
生
の
問
題
と
結

び
つ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

二
．
時
間
の
コ
ギ
ト
的
構
造

こ
の
コ
ギ
ト
論
が
時
間
論
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
第
三
の
時
間
を
扱
う
箇
所
で
言

及
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
受
動
的
自
我
の
発
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
ま
ず
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間

論
を
ま
と
め
て
お
こ
う（３
（。

『
差
異
と
反
復
』
の
時
間
論
は
そ
の
全
体
が
超
越
論
的
な
時
間
論
で
あ
り
、
時
間

の
土
台
と
な
る
時
間
の
第
一
の
総
合
、
時
間
の
根
拠
と
し
て
の
第
二
の
総
合
、
時
間

を
脱
根
拠
化
す
る
第
三
の
総
合
、
こ
れ
ら
三
つ
の
時
間
か
ら
成
る
。

第
一
の
時
間
と
第
二
の
時
間
の
連
関

ま
ず
第
一
の
時
間
と
は
、
継
起
す
る
瞬
間
や
個
別
的
な
時
間
の
反
復
か
ら
差
異
を

抜
き
取
る
時
間
で
あ
る
。
こ
の
働
き
を
縮
約
と
呼
び
、
こ
こ
で
抜
き
取
ら
れ
る
差
異

は
一
般
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
習
慣
を
形
成
す
る
。
習
慣
形
成
は
経
験
が
な

け
れ
ば
起
こ
ら
な
い
が
、
縮
約
す
る
働
き
自
体
は
経
験
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
経
験

を
条
件
付
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
超
越
論
的
で
あ
る
。
縮
約
を
遂
行
し
習
慣
を
受

動
的
に
形
成
す
る
も
の
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
受
動
的
自
我
と
呼
ぶ
。
継
起
す
る
瞬
間

を
縮
約
す
る
こ
と
で
時
間
の
な
か
に
︿
現
在
﹀
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
時
間
の
土

台
と
な
る
。
こ
の
︿
現
在
﹀
は
、
個
別
的
な
出
来
事
と
し
て
の
過
去
と
一
般
性
と
し

て
の
未
来
を
時
間
の
局
面
と
し
て
含
む
超
越
論
的
な
時
間
構
造
で
あ
る
。

第
一
の
時
間
に
よ
っ
て
、︿
現
在
﹀
と
い
う
土
台
の
上
で
過
去
か
ら
未
来
へ
と
過
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ぎ
去
る
時
間
が
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
現
在
自
身
は
過
ぎ
去
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
の
現
在
を
過
ぎ
去
ら
せ
る
の
が
第
二
の
時
間
の
働
き
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
現
在
が
過
ぎ
去
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
れ
は
あ
る
時
点
で
の
現
在
か
ら

別
の
時
点
で
の
現
在
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
が
、
直
線
的
な
時
系
列
上
を
横
に
動
く

よ
う
な
移
行
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
今
こ
こ
に
お
け
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現

在
が
古
い
現
在
を
入
れ
子
状
に
含
ん
で
い
く
と
い
う
仕
方
で
の
移
行
で
あ
り
、
現
在

の
拡
張
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
現
在
の
入
れ
子
状
の
増
殖
を
実
在
的(réel)

に

す
る
の
が
記
憶
の
働
き
で
あ
る
。
記
憶
が
︿
現
在
﹀
と
い
う
時
間
の
土
台
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
記
憶
が
構
成
す
る
こ
の
時
間
の
根
拠
は
︿
過
去
﹀

と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
︿
過
去
﹀
は
決
し
て
古
い
現
在
と
同
じ
も
の
で
は
な
く
、

現
在
に
対
し
て
同
時
的
で
あ
り
、
ま
た
過
去
の
全
体
が
現
在
と
共
存
し
（
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
現
在
の
そ
れ
ぞ
れ
は
最
も
縮
約
さ
れ
た
過
去
で
あ
る
）、
過
去
自
体
は
現
在

で
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
︿
過
去
﹀
と
し
て
現
在
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う

な
構
造
は
超
越
論
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
一
の
時
間
と
第
二
の
時
間
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
は
、
な
る
ほ
ど
縮
約
の
成
果
と
し
て
現
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
二
つ
の
次
元
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
現
れ
る
の
で
あ

る
。
一
方
の
場
合
で
は
、
現
在
は
、
即
自
的
に
互
い
に
独
立
し
て
い
る
継
起
的

な
諸
瞬
間
あ
る
い
は
諸
要
素
の
最
大
の
縮
約
の
状
態
で
あ
る
。
他
方
の
場
合
で

は
、
現
在
は
、
共
存
す
る
全
体
的
な
も
の
と
し
て
即
自
的
に
存
在
す
る
ひ
と
つ

の
過
去
の
全
体
の
最
大
限
の
縮
約
の
度
を
示
し
て
い
る
。／
⁝
／
過
去
が
、様
々

な
弛
緩
と
縮
約
の
無
数
の
度
に
お
い
て
、
そ
の
無
数
の
水
準
に
お
い
て
、
何

よ
り
も
ま
ず
自
己
と
共
存
し
て
い
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
現
在
は
、
そ
の
現
在

と
共
存
し
て
い
る
過
去
の
最
大
限
の
縮
約
の
度
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

（D
R

: p.112

）

現
在
は
継
起
的
な
諸
瞬
間
の
縮
約
で
あ
り
（
第
一
の
時
間
）、
同
時
に
過
去
全
体

の
最
大
限
の
縮
約
で
あ
る
（
第
二
の
時
間
）。
現
在
が
過
去
全
体
の
最
大
限
の
縮
約

で
あ
る
な
ら
、
純
粋
過
去
は
最
大
限
の
弛
緩
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
現
在
が
習

慣
あ
る
い
は
一
般
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
古
い
現
在
と
し
て
の
過
去
は
個
別
的

な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
縮
約
が
一
般
性
を
意
味
し
、弛
緩
は
個
別
性
を
意
味
す
る
。

す
る
と
現
在
と
純
粋
過
去
と
の
間
に
は
一
般
性
か
ら
個
別
性
へ
の
無
数
の
度
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
現
在
と
純
粋
過
去
は
そ
の
間
に
無
限
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
含
ん
だ
ひ
と
つ
の
時
間
の
全
体
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
受
動
的
自
我
の
記

憶
の
全
体
と
で
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
純
粋
過
去
は
過
去
と
い
う
時

間
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
と
第
二
の
時
間
の
協
働
は
、
想
起
と
い
う
働
き
を
可
能
に
す
る
。
想
起
と
は

現
在
に
お
い
て
過
去
を
思
い
出
す
能
力
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
能
力
は
純
粋
過
去

を
想
起
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
神
話
的
な
過
去
つ
ま
り
究
極
に
古
い
現
在
と

し
て
表
象
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
純
粋
過
去
に
代
わ
っ
て
神
話

的
に
古
い
現
在
が
現
在
の
根
拠
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
古
い
現
在
は
現
在
と

同
じ
く
︿
過
去
﹀
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
何
が
起
こ

る
の
か
。
神
話
的
な
過
去
を
現
在
の
根
拠
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
を
神
話
と

い
う
起
源
か
ら
の
派
生
物
と
み
な
す
こ
と
と
言
え
る
。
起
源
と
派
生
の
関
係
は
同
一

性
あ
る
い
は
類
似
性
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
時
間
の
流
れ
を
円
環
状
に
す
る
。
季
節
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が
巡
る
の
は
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
か
つ
て
の
春
と
現
在
の
春
の
類
似
性
が
確

認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
誕
生
日
（
起
源
）
を
毎
年
祝
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
日

付
が
同
一
の
も
の
と
し
て
回
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
想
起
が
時
間
の
流
れ
の
な
か
で

同
一
物
の
回
帰
を
告
げ
る
（
再
認
す
る
）
の
で
あ
る
。
神
話
と
は
時
間
の
円
環
の
根

本
的
な
モ
デ
ル
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
間
の
円
環
に
は
構
造
上
、

新
し
い
も
の
が
到
来
す
る
た
め
の
余
地
が
な
い
。

第
三
の
時
間

第
三
の
時
間
と
は
こ
の
過
去
と
現
在
が
作
る
円
環
を
未
来
に
向
か
う
直
線
に
変
え

る
も
の
で
あ
る
。
第
一
︲
第
二
の
時
間
の
協
働
は
受
動
的
自
我
の
内
容
（
時
間
の
総

体
、あ
る
い
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
）を
持
っ
た
時
間
を
構
成
す
る
。こ
れ
に
対
し
て
、

第
三
の
時
間
と
は
時
間
の
空
虚
な
（
内
容
の
な
い
）
形
式
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
形
式

と
は
、︿
前
﹀
と
︿
後
﹀、
そ
し
て
そ
れ
ら
二
つ
を
区
切
る
︿
句
切
り
﹀
（
４
（で
あ
る
。
こ

の
形
式
に
よ
っ
て
時
間
は
順
序
づ
け
ら
れ
、
直
線
化
す
る
。
第
三
の
時
間
と
は
、
第

一
︲
第
二
の
時
間
が
構
成
す
る
時
間
の
内
容
を
形
式
に
従
っ
て
順
序
づ
け
る
時
間
で

あ
る
。
で
は
、
順
序
化
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。

第
三
の
時
間
は
ま
ず
時
間
の
総
体
を
見
出
す
。
こ
の
全
体
は
第
一
︲
第
二
の
時
間

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
総
体
は
、
第
三
の
時
間
の
働
き
に
よ
っ

て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
驚
異
的
な
、
そ
こ
で
事
態
が
一
変
す
る
よ
う

な
出
来
事
を
基
点
に
句
切
ら
れ
る
。
こ
の
総
体
を
ふ
た
つ
に
句
切
る
出
来
事
に
よ
っ

て
、
そ
の
出
来
事
の
︿
前
﹀
と
︿
後
﹀
と
い
う
順
序
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
︿
前
﹀
と

︿
後
﹀
は
︿
句
切
り
﹀
を
は
さ
む
こ
と
で
不
等
・
異
質
な
も
の
と
な
る（５
（。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
な
ら
ば
、︿
前
﹀
と
は
﹁
私
に
と
っ
て
は
大
き
す
ぎ
る
﹂
行

動
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、神
話
的
世
界
と
し
て
例
え
ら
れ
る
過
去
の
出
来
事
を
指
す
。

︿
句
切
り
﹀
と
は
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
﹁
私
が
行
動
に
等
し
く
な
る
﹂
こ
と

を
指
す
。
神
話
的
出
来
事
を
達
成
す
る
英
雄
の
よ
う
に
、
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
身
の
現
在
で
あ
る
。︿
後
﹀
と
は
私
と
い
う
も
の
が
も

う
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
未
来
を
指
す
。
そ
れ
は
神
も
い
な
い
、英
雄
も
い
な
い
、

民
衆
た
ち
の
時
間
と
言
わ
れ
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
私
を
排
除
し
て
も
残
る

行
動
の
成
果
と
し
て
の
新
し
い
も
の
が
到
来
す
る
時
間
で
あ
る（６
（。
現
在
を
派
生
物
で

は
な
く
、
そ
こ
で
事
態
が
変
化
す
る
︿
句
切
り
﹀
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
円
環
を

切
っ
て
未
来
が
到
来
す
る
た
め
の
場
所
を
形
式
的
に
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
新
し
い
も
の
の
経
験
が
実
在
的(réel)

に
な
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
形
式
は

超
越
論
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
間
の
形
式
に
基
づ
く
新
し
い
も
の
へ
の
変
容
の

経
験
こ
そ
が
生
成
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
第
三
の
時
間
と
コ
ギ
ト
の
関
係
で
あ
っ
た
。ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
と
は
、

規
定
作
用
（
思
考
）
が
規
定
の
形
式
（
時
間
）
に
よ
っ
て
未
規
定
な
も
の
（
存
在
）

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
受
動
的
自
我
が
発
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
の
時
間
と
は
、
時
間
の
総
体
に
対
し
て
時
間
の
空
虚
な
形
式
に
よ
っ
て
再
帰
的

に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
規
定
の
形
式
と
時
間
の
形
式
が
合
致

し
て
い
る
の
で
、
第
三
の
時
間
の
再
帰
性
を
規
定
作
用
（
思
考
）
だ
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
第
二
の
時
間
で
言
わ
れ
た
純
粋
過
去
は
、
経
験
で
き
な
い
時
間

の
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
未
規
定
な
も
の
（
存
在
）
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
、
第
三
の
時
間
が
コ
ギ
ト
的
構
造
を
成
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
存
在
と
生
成
を
同
時
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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で
は
、
第
一
の
時
間
は
コ
ギ
ト
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
第
一
の
時
間
と
は

受
動
的
自
我
の
時
間
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
受
動
的
自
我
の
扱
わ
れ
方
は
コ
ギ
ト

の
議
論
と
時
間
論
で
は
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
コ
ギ
ト
に
お
い
て
受
動
的
自
我
は
時

間
の
形
式
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
一
の
時
間
で
は
、
習
慣
を
形

成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
二
の
時
間
と
の
協
働
に
お
い
て
は
記
憶
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
私
た
ち
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
第

三
の
時
間
に
お
け
る
受
動
的
自
我
の
役
割
で
あ
る
。
第
三
の
時
間
が
コ
ギ
ト
的
構
造

を
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、受
動
的
自
我
は
時
間
の
空
虚
な
形
式
︿
前
﹀︿
句
切
り
﹀

︿
後
﹀
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
受
動
的
自
我
は
、

自
ら
に
生
成
の
形
式
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
コ
ギ
ト
で
言
わ
れ
た

受
動
的
自
我
の
発
生
と
は
、
時
間
論
上
で
は
、
習
慣
形
成
す
る
も
の
か
ら
生
成
す
る

も
の
へ
の
受
動
的
自
我
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う（７
（。
コ
ギ
ト
が
構
造
で
あ

る
な
ら
、
受
動
的
自
我
と
は
そ
れ
を
引
き
受
け
る
素
材
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
と
め
よ
う
。
時
間
の
円
環
を
破
っ
て
時
間
を
直
線
化
す
る
こ
と
と
は
、
習
慣
︲

想
起
が
作
る
円
環
を
破
る
こ
と
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
持
続
す
る

自
我
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
習
慣
の
破
綻
と
記
憶
の
忘
却
）。
こ
れ
が
﹁
崩

壊
し
た
自
我
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
新
し
い
も
の
へ
の
生
成

の
た
め
の
積
極
的
・
肯
定
的
な
事
態
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
な
コ
ギ
ト
解
釈
は
ま
だ
不
明
確
な
部
分
が
残
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
時
間
が
時
間
自
身
を
対
象
と
す
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
あ
る
い
は

存
在
と
生
成
、
そ
し
て
時
間
に
対
し
て
特
権
的
に
振
る
舞
う
よ
う
に
見
え
る
思
考
と

は
何
か
、
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
半
歩
で
も
踏
み
込
む
た
め

に
、
引
き
続
き
彼
の
コ
ギ
ト
解
釈
を
追
っ
て
い
こ
う
。

三
．
タ
ナ
ト
ス
と
コ
ギ
ト
の
一
致
と
そ
の
意
味

『
差
異
と
反
復
』
第
二
章
で
時
間
論
に
続
く
精
神
分
析
の
議
論
は
、
時
間
の
コ
ギ

ト
的
構
造
を
確
証
す
る
か
の
よ
う
に
進
む
。
そ
の
た
め
、
同
じ
議
論
が
た
だ
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
に
は
時
間
論
で
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
︿
死
﹀

と
い
う
テ
ー
マ
、
そ
し
て
興
奮
や
リ
ビ
ド
ー
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
や
強
度
論
が
現

れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
の
主
要
概
念
で
あ
る
︿
現
実
的
な

も
の
﹀(la̓ctuel)

と
︿
潜
在
的
な
も
の
﹀(le virtuel)

も
こ
こ
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
概
念
に
よ
っ
て
時
間
論
で
は
曖
昧
な
ま
ま
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
時
間
の

時
間
自
身
へ
の
関
係
、
自
己
の
自
己
自
身
へ
の
関
係
の
仕
方
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
自
己
の
自
己
自
身
へ
の
︿
死
﹀
を
含
ん
だ
関
係
を
タ
ナ
ト

ス
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
う
え
で
タ
ナ
ト
ス
が
コ
ギ
ト
的
構
造
を
成
し
て
い
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
時
間
論
と
精
神
分
析
、
そ
し
て
タ
ナ
ト
ス
と
コ
ギ
ト
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

精
神
分
析
の
時
間
論
的
理
解

ま
ず
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
精
神
分
析
の
理
解
を
辿
っ
て
い
こ
う
。

第
一
の
時
間
に
当
た
る
の
が
、︿
エ
ス
﹀
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
に
よ
れ

ば
︿
エ
ス
﹀
と
は
強
度
的
差
異
と
し
て
の
興
奮
を
快
感
と
し
て
解
消
す
る
場
所
を
指

す
。
あ
る
興
奮
を
快
感
と
し
て
受
け
取
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
受
け
取
る
た
め
の
原

則
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
受
け
取
り
を
興
奮
（
強
度
）
の
︿
拘
束
﹀
と
呼
び
、
こ
の

拘
束
を
為
す
も
の
を
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（
習
慣
）
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
は
、
眼
が
そ
の
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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あ
る
動
物
は
、
光
に
基
づ
く
散
在
し
拡
散
し
た
興
奮
を
、
お
の
れ
の
身
体
の

あ
る
特
権
的
な
表
面
に
お
い
て
再
生
す
る
よ
う
規
定
す
る
こ
と
で
、
眼
を
形
成

す
る
。
眼
は
光
を
拘
束
す
る
、
眼
は
そ
れ
自
身
で
拘
束
さ
れ
た
光
で
あ
る
。
／

⁝
／
こ
こ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
差
異
（
形
成
さ
れ
た
眼
、
見
る
自
我
）
が

生
じ
る
。
／
⁝
／
た
だ
し
、
こ
の
自
我
は
、
受
動
的
で
、
部
分
的
で
、
幼
生
で
、

観
照
し
縮
約
す
る
自
我
で
あ
る
。︿
エ
ス
﹀
に
は
局
所
的
な
自
我
が
ひ
し
め
き

合
っ
て
お
り
、
拘
束
に
対
応
し
た
諸
々
の
統
合
が
遂
行
さ
れ
る
場
所
で
、
こ
れ

ら
局
所
的
な
自
我
は
︿
エ
ス
﹀
に
固
有
な
時
間
を
、
生
け
る
現
在
と
い
う
時
間

を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。(D

R
: pp.128-129)

光
を
拘
束
す
る
眼
が
ひ
と
つ
の
受
動
的
自
我
と
見
な
さ
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
他

の
興
奮
を
拘
束
す
る
器
官
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
受
動
的
自
我
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
自
我

は
局
所
的
（
場
所
的
）
で
あ
り
、
部
分
的
で
あ
る
か
ら
、︿
エ
ス
﹀
に
は
受
動
的
自

我
が
ひ
し
め
き
合
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
興
奮
の
受
動
的
総
合
か
ら
能
動
的
総
合
へ
の
移
行
が
あ
る
。
拘
束
さ
れ
た
興

奮
を
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
の
諸
行
動
の
目
標
と
し
て
定
立
さ
れ
た
対

象
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
そ
の
能
動
性
で
あ
る
。こ
れ
を︿
対
象
関
係
﹀に
お
け
る︿
現

実
吟
味
﹀
あ
る
い
は
︿
現
実
原
則
﹀
と
言
う
。
こ
れ
に
従
う
こ
と
で
、
局
所
的
な
受

動
的
自
我
は
大
局
的
な
能
動
的
自
我
と
し
て
統
合
さ
れ
る
。
志
向
性
（
意
識
）
の
発

生
と
で
も
呼
ぶ
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
能
動
的
自
我
は
現
実
的
な
対
象
と
の

関
係
に
入
る
。し
か
し
、こ
こ
に
同
時
に
別
の
受
動
的
総
合
へ
の
深
化
が
あ
る
と
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
考
え
る
。
そ
れ
は
現
実
的
対
象
に
対
す
る
潜
在
的
対
象
の
構
成

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
幼
児
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
幼
児
は
、
ひ
と
つ
の
対
象
の
定
立
、
あ
る
い
は
対
象
へ
の
志
向
性
へ

と
向
か
っ
て
、
拘
束
さ
れ
た
興
奮
を
越
え
て
い
く
。
例
え
ば
、
努
力
の
目
標
と

し
て
の
母
、
／
⁝
／
幼
児
が
そ
れ
と
比
べ
て
自
分
の
成
功
と
失
敗
を
測
る
項
と

し
て
の
母
。
し
か
し
他
方
で
し
か
も
同
時
に
、
幼
児
は
自
分
の
た
め
に
別
の
対

象
を
、
対
象
の
全
く
別
の
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
潜
在
的
な
対
象
あ
る

い
は
虚
焦
点
で
あ
っ
て
、
幼
児
の
現
実
的
な
能
動
的
活
動
の
諸
々
の
進
展
や
失

敗
を
統
制
し
、
補
償
す
る
よ
う
に
な
る
。(D

R
: p.132)

こ
こ
で
、
現
実
的
な
対
象
の
セ
リ
ー
と
潜
在
的
な
対
象
の
セ
リ
ー
が
構
成
さ

れ
る（８
（。
幼
児
（
そ
し
て
私
た
ち
）
の
行
動
は
こ
の
二
つ
の
セ
リ
ー
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
セ
リ
ー
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

二
つ
の
セ
リ
ー
は
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
セ
リ
ー
が
相
互
に
補
完
し
あ
う
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
相
互
の
非
類
似
と
本
性
上
の
差
異
ゆ
え
に
、
相
互
に
利
用
し
あ
い
、

相
互
に
養
い
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
潜
在
的
な
も
の
は
現
実
的
な

も
の
の
セ
リ
ー
か
ら
先
取
り
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
潜
在
的
な
も

の
は
現
実
的
な
も
の
の
セ
リ
ー
に
体
内
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時

に
確
認
さ
れ
る
の
だ
。(D

R
: p.133)

こ
の
非
類
似
、
本
性
上
の
差
異
、
相
互
依
存
、
先
取
り
と
い
っ
た
特
性
は
、
次
の
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引
用
に
よ
っ
て
、
時
間
論
上
の
差
異
つ
ま
り
現
在
と
純
粋
過
去
と
の
差
異
と
し
て
説

明
さ
れ
る
。

潜
在
的
対
象
は
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
現
在
と
比
べ
て
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
で

は
決
し
て
な
く
、
潜
在
的
対
象
が
か
つ
て
は
現
在
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
の
現

在
と
比
べ
て
よ
り
い
っ
そ
う
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
潜
在
的
対
象
は

凝
固
し
た
現
在
の
な
か
で
、
潜
在
的
対
象
が
現
在
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
現
在

と
同
時
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
い
る
、
／
⁝
／
す
な
わ
ち
潜
在
的

対
象
が
あ
る
べ
き
場
所
に
存
在
す
る
と
き
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
だ
。(D

R
: p.135)

こ
こ
に
第
二
の
時
間
の
議
論
が
現
れ
て
い
る
。
純
粋
過
去
と
し
て
の
潜
在
的
対
象

は
、
現
実
的
対
象
に
二
つ
の
セ
リ
ー
を
可
能
に
す
る
。
古
い
現
在
の
セ
リ
ー
と
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
現
在
の
セ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
セ
リ
ー
は
潜
在
的
対
象
に
よ
っ

て
共
存
す
る
。
こ
の
と
き
、
古
い
現
在
と
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
在
の
関
係
は
、
潜
在

的
対
象
が
そ
れ
ら
の
セ
リ
ー
の
間
を
循
環
す
る
こ
と
に
よ
る
共
存
で
あ
っ
て
、
起
源

︲
派
生
の
関
係
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
男
性
の
恋
人
へ
の
愛
情
（
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
現
在
）
が
、彼
の
幼
児
期
に
お
け
る
母
へ
の
愛
情
（
古
い
現
在
）
の
反
復
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
愛
情
の
潜
在
的
な
対
象
が
、
母
や
恋
人
に
置

き
換
わ
り
、
母
か
ら
恋
人
へ
と
、
ま
た
そ
の
逆
へ
と
偽
装
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
潜
在

的
対
象
の
現
実
的
な
対
象
へ
の
置
き
換
え
が
あ
り
、
現
実
の
二
つ
の
セ
リ
ー
間
で
の

偽
装
と
い
う
仕
方
で
の
連
絡
が
あ
る
の
だ
。

本
稿
に
お
い
て
重
要
な
点
は
自
我
が
対
象
と
関
わ
る
そ
の
仕
方
で
あ
る
。
つ
ま
り

自
我
は
対
象
に
対
し
て
、
現
実
的
で
あ
る
仕
方
と
潜
在
的
で
あ
る
仕
方
の
二
つ
の
仕

方
で
関
わ
る
。
こ
の
と
き
、
前
者
が
第
一
の
時
間
で
あ
り
、
後
者
が
第
二
の
時
間
に

対
応
し
て
い
た
。
ま
た
前
者
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
、
後
者
が
エ
ロ
ス
（
と
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ

の
紐
帯
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
二
つ
が
関
係
し
て
固
有
の
時
間
構
造
を
作
る
と
い
う

点
は
時
間
論
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
精

神
分
析
に
お
け
る
第
三
の
時
間
と
は
、
こ
の
対
象
へ
の
関
係
が
自
己
に
向
か
う
事
態

（
再
帰
性
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

タ
ナ
ト
ス
と
コ
ギ
ト

第
一
と
第
二
の
時
間
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
エ
ロ
ス
、
ム
ネ

モ
シ
ュ
ネ
も
円
環
を
形
成
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
仕
方
も
全
く
同
じ
で
、
潜
在
的
な

対
象
へ
の
愛
情
が
か
つ
て
の
対
象
へ
の
愛
情
と
し
て
錯
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
現
在
の

対
象
へ
の
愛
情
に
対
し
て
起
源
的
な
同
一
性
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

現
在
の
愛
情
が
派
生
的
な
類
似
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
円
環
が
形
成
さ
れ
る
と
過
ぎ
去
る
現
在
は
起
源
を
反
復
す
る
サ
イ
ク
ル
に

な
っ
て
し
ま
い
、
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
円
環
を
破
る
も
の
と
し
て
タ
ナ
ト
ス
が
要
請
さ
れ
る
。
タ
ナ
ト
ス
と
は
自
己

が
自
己
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
事
態
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
対
象
へ
向
か
う

は
ず
の
リ
ビ
ド
ー
が
自
己
へ
逆
流
す
る
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
第

二
か
ら
第
三
へ
の
時
間
の
論
理
的
関
係
が
精
神
分
析
に
よ
っ
て
力
動
的
に
説
明
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
我
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
。

自
我
と
対
象
の
関
係
が
自
己
へ
と
向
か
い
、
自
己
が
自
己
の
対
象
と
な
る
こ
と
、

こ
の
再
帰
性
に
よ
っ
て
自
我
は
ま
ず
現
実
的
な
対
象
の
セ
リ
ー
と
潜
在
的
な
対
象
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の
セ
リ
ー
へ
と
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
的
な
も
の
と
潜
在

4

4

4

4

4

4

4

4

4

的
な
も
の
の
間
の
差
異
を
お
の
れ
の
差
異
と
し
て
内
化
す
る
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
ま
た
現
実

的
な
対
象
の
セ
リ
ー
は
、
古
い
現
在
の
セ
リ
ー
と
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
在
の
セ
リ
ー

へ
と
分
裂
し
共
存
す
る
。
そ
し
て
自
我
は
お
の
れ
の
潜
在
的
な
部
分
を
現
実
的
な
対

象
の
セ
リ
ー
に
お
い
て
置
き
換
え
、
ふ
た
つ
の
現
実
的
な
セ
リ
ー
間
で
偽
装
す
る
と

い
う
構
造
を
自
ら
に
引
き
受
け
る
。
そ
れ
で
は
自
我
に
お
け
る
潜
在
的
な
部
分
と
は

何
だ
ろ
う
か
。
常
に
置
き
換
え
ら
れ
そ
れ
自
身
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

は
、
私
の
未
規
定
な
存
在
と
一
致
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
現

実
的
な
セ
リ
ー
に
お
け
る
偽
装
と
い
う
言
葉
は
、
自
我
の
変
容
あ
る
い
は
生
成
を
意

味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
タ
ナ
ト
ス
と
は
存

在
と
生
成
が
同
時
に
成
立
す
る
構
造
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
潜
在
的
な

も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
関
係
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。こ
の
タ
ナ
ト
ス
の
構
造
を
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
リ
ク
ー
ル
の
言
葉
を
援
用
し
な
が
ら
﹁
流
産
し
た
コ
ギ
ト
﹂
と
呼
ぶ
。

こ
こ
に
タ
ナ
ト
ス
と
コ
ギ
ト
の
一
致
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に

と
っ
て
コ
ギ
ト
と
は
、
潜
在
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
結
び
つ
き
を
存
在
に
再

帰
的
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
で
﹁
存
在
が
生
成
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
﹂
超
越
論
的
な
構

造
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
タ
ナ
ト
ス
に
お
い
て
、
存
在
と
生
成
は
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
時
間
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
未
規
定
な
も
の
を
規
定
す
る
形
式
が

必
要
で
あ
る
。
タ
ナ
ト
ス
に
お
い
て
、
空
虚
な
形
式
に
対
応
す
る
の
は
︿
死
﹀
あ
る

い
は
︿
死
の
本
能
﹀
で
あ
り
、
そ
れ
が
潜
在
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
内
的

差
異
を
成
す
。
す
る
と
、
死
は
潜
在
的
な
も
の
（
存
在
）
か
ら
現
実
的
な
も
の
（
生

成
す
る
自
我
）
の
内
的
発
生
の
原
理
と
言
え
る
。
そ
れ
は
起
源
か
ら
の
派
生
と
は
全

く
異
な
る
事
態
を
示
す
だ
ろ
う
。

で
は
、
死
が
生
成
す
る
自
我
の
内
的
発
生
の
原
理
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
死
に
つ
い
て
の
複
雑
な
事
態
を

示
し
て
い
る
。

﹁
私
が
死
ぬ
﹂
よ
り
も
深
い
﹁
ひ
と
が
死
ぬ
﹂
が
常
に
あ
り
、
／
⁝
／
そ
れ

は
あ
た
か
も
個
体
的
な
も
の
が
私
や
自
我
の
人
称
的
な
形
式
の
な
か
に
も
は
や

囚
わ
れ
ず
、
特
異
な
も
の
さ
え
も
個
体
の
諸
限
界
の
な
か
に
囚
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
な
、
い
く
つ
も
の
世
界
が
出
現
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。(D

R
: p.149)

﹁
ひ
と
の
死
﹂、
つ
ま
り
私
の
経
験
を
超
え
て
、
ひ
と
が
死
に
続
け
る
た
め
の
普
遍

的
な
死
の
形
式
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
超
越
論
的
領
野
や
コ
ギ
ト
が
も
は
や
私
に
備

わ
っ
て
い
る
主
観
的
条
件
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（９
（。
そ
し
て

こ
の
死
の
普
遍
的
形
式
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は︿
問
題
﹀と
し
て
捉
え
て
い
る
。問
題
と
は
、

こ
こ
で
は
﹁
い
つ
﹂﹁
ど
こ
で
﹂（
ひ
と
は
死
ぬ
の
か
）
と
い
う
形
式
で
あ
っ
て
、
こ

の
問
題
に
よ
っ
て
死
も
含
め
た
未
来
の
多
様
な
出
来
事
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
現
象

す
る
時
︲
空
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
と
時
︲
空
の
形
式
こ
そ
、
生

成
の
条
件
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
未
来
の
出
来
事
を
問
う
﹁
い
つ
﹂﹁
ど
こ
で
﹂
の
形

式
が
あ
っ
て
こ
そ
、
習
慣
︲
記
憶
の
円
環
か
ら
思
考
へ
と
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
コ
ギ
ト
を
重
視
す
る
理
由
が
あ
る
の
だ
。

タ
ナ
ト
ス
と
コ
ギ
ト
の
一
致
は
、
第
三
の
時
間
＝
死
に
よ
っ
て
人
称
的
世
界
を
廃

棄
し
て
、非
︲
人
称
的
な
個
体
（『
意
味
の
論
理
学
』
で
は
出
来
事
と
呼
ば
れ
る
も
の
）

と
前
︲
個
体
的
な
世
界
を
引
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
時
間
が
選
別
の
テ
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ス
ト
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回
帰
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
が
言
う
よ
う
な
、
主
観
（
私
）
の
一
貫

性
と
は
相
容
れ
な
い
秘
密
の
一
貫
性
、
つ
ま
り
時
間
の
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
か
ら
コ
ギ
ト
を
理
解
す
る
上
で
最
も
根
本
的
な
事
態
で
あ
る
が
ゆ
え

に
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
に
よ
ら
な
い

な
ら
ば
思
考
は
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の
か
。

四
．
思
考
の
発
生

思
考
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
本
稿
一
節
の
冒
頭
の
引
用
を
振
り
返
っ
て
み
よ

う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
規
定
作
用
と
し
て
の
思
考
を
未
規
定
な
も
の

で
あ
る
存
在
に
直
接
差
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
）
と
い

う
事
態
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
規
定
の
形
式
と
し
て
の
時
間
（
カ
ン
ト
的
コ
ギ
ト
）
へ

と
議
論
は
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
時
間
論
と
精
神
分
析
の
議
論
で
は
、
コ
ギ
ト

に
お
い
て
存
在
と
同
時
に
生
成
を
捉
え
る
仕
方
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
で

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
の
場
面
を
別
の
言
い
方
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
別
の
問
題
を
提

示
す
る
。
そ
の
表
現
が
最
も
直
接
的
で
あ
る
結
論
部
か
ら
引
用
し
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
主
体
は
思
考
し
な
い
、
そ
れ
は
思
考
す
る
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、こ
の
可
能
性
の
た
だ
な
か
で
愚
鈍
な
ま
ま
で
あ
る
。

(D
R

: pp.353-354)

思
考
を
存
在
に
直
接
差
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
と
は
、
思
考
が

可
能
性
に
留
ま
っ
て
い
る
ま
ま
で
実
際
に
そ
の
行
為
が
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
時
、
時
間
の
空
虚
な
形
式
は
内
的
発
生
の
原
理
と
し
て
作
用
し
な
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
が
生
成
を
説
明
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
に
沿
え
ば
、存
在
は
存
在
者
（
生
成
す
る
も
の
）

に
、
そ
し
て
潜
在
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
に
内
存
す
る(insister)

の
で
あ
る
か

ら
、
生
成
が
説
明
で
き
な
い
場
面
で
は
存
在
も
未
規
定
の
ま
ま
に
留
ま
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
す
る
と
思
考
の
発
生
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
コ
ギ
ト
構
造
が
作
用
し

て
い
る
と
は
そ
も
そ
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
思
考
す
る
と
い
う
行
為
は

い
か
に
し
て
発
生
す
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
の
が
『
差
異
と
反
復
』
第
三
章

の
主
題
で
あ
り
、
コ
ギ
ト
の
議
論
の
展
開
と
し
て
読
め
る
だ
ろ
う
。

思
考
の
可
能
性
の
構
造

そ
も
そ
も
思
考
が
可
能
性
に
留
ま
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
デ
カ

ル
ト
的
コ
ギ
ト
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
。
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
は
い
く
つ
か
の
前

提
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
私
た
ち
が
事
実
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
自
発
的

に
思
考
し
な
い
と
し
て
も
、
思
考
す
る
力
は
権
利
上
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
配
分
さ

れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
こ
に
権
利
上
の
思
考
可
能
性
と
事
実
上
の
愚
鈍

さ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
が
実
際
に

思
考
し
な
い
こ
と
の
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
思
考
し
な
い
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
︿
思
考
﹀

と
い
う
も
の
が
、
実
は
思
考
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
の
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
主
張
で

あ
る
。
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こ
の
根
本
的
な
異
議
申
し
立
て
は
以
下
の
よ
う
な
理
路
を
辿
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に

よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
思
考
の
モ
デ
ル
と
し
て
︿
再
認
﹀
を
採
用
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
再
認
と
は
感
覚
、
想
像
、
想
起
な
ど
の
各
能
力
が
そ
れ
固
有
の
対
象
を
持
ち
つ

つ
も
、
そ
れ
ら
各
能
力
を
対
象
の
同
一
性
の
形
式
に
基
づ
い
て
一
致
し
て
働
か
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
対
象
の
同
一
性
の
形
式
を
作
り
出
す
の
は
、
そ
れ

ら
の
能
力
を
統
一
す
る
主
観
で
あ
り
、
主
観
の
同
一
性
が
保
証
さ
れ
る
限
り
で
対
象

の
同
一
性
が
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
思
考
は
、
こ
こ
で
は
各
能
力
を
統
一
す
る
特
別

な
能
力
と
し
て
、
主
観
に
帰
せ
ら
れ
る
（﹁
私
は
思
考
す
る
﹂）。
こ
う
し
て
思
考
は

再
認
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
再
認
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
。
各
能
力
を
一
致
し
て
働
か
せ
る
た
め

の
規
範
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
主
観
と
は
別
に
、︿
共
通
感
覚
﹀
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

共
通
感
覚
に
従
っ
て
各
能
力
が
ひ
と
つ
の
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
認
識
す
る
そ
の

配
分
の
規
範
を
︿
良
識
﹀
と
呼
ぶ
。
良
識
は
、
各
能
力
の
個
別
の
使
用
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
経
験
的
な
も
の
で
あ
り
、
各
能
力
は
あ
る
対
象
の
同
一
性
が
損
な
わ
れ
な
い

よ
う
に
配
分
さ
れ
る
。
共
通
感
覚
は
、
そ
れ
ら
経
験
的
な
使
用
を
統
一
す
る
主
観
、

そ
し
て
同
一
性
の
形
式
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
再
認
の
経
験
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
構
造
を
思
考
の
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
す
る
限
り
、
経
験
は
超
越
論
的
主
観

性
に
基
づ
く
同
一
性
の
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ

ず
、
常
に
再
認
と
い
う
形
で
し
か
対
象
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
し

て
こ
こ
で
コ
ギ
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
の
未
規
定
な
存
在
は
私
に
と
っ
て
外
部
の

対
象
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
再
認
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
も
し
再
認

の
対
象
に
な
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
﹁
思
考
す
る
私
﹂（
＝
存
在
者
）
と
﹁
存

在
す
る
私
﹂（
＝
存
在
者
）
の
同
一
性
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、﹁
私
は
思

考
す
る
﹂（
＝
作
用
）
か
ら
出
発
し
て
、
私
の
未
規
定
な
存
在

4

4

を
時
間
の
形
式
（
内

的
差
異
）に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
で
、生
成
の
基
体
で
あ
る﹁
思
考
さ
れ
る
私
﹂（
＝

存
在
者
）
の
発
生
を
説
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
時
間
論
の

入
り
込
む
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
に
は

思
考
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
存
在
か
ら
存
在
者
を
時
間
に
お
い
て
発
生
さ
せ
る
こ
と

が
、
構
造
上
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　思
考
の
最
大
の
力
能
と
し
て
の
愚
劣

こ
の
よ
う
な
批
判
を
為
す
限
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
の
コ
ギ
ト
構
造
に
思
考
の
発

生
の
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト

に
対
置
さ
せ
た
カ
ン
ト
的
コ
ギ
ト
か
ら
そ
れ
を
説
明
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
的
コ
ギ
ト
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
で
再
認
の
核
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
を
維
持
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

超
越
論
的
主
観
性
の
な
い
コ
ギ
ト
に
お
い
て
思
考
の
発
生
を
説
明
す
る
こ
と
、
こ

の
困
難
な
試
み
を
実
行
す
る
た
め
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
思

考
の
︿
無
能
力
﹀
を
取
り
上
げ
る
（
（（
（

。
思
考
の
無
能
力
（
愚
劣
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
は
、

権
利
上
の
思
考
の
不
可
能
性
か
ら
の
事
実
上
の
思
考
の
発
生
を
表
現
す
る
パ
ラ
ド
ク

ス
で
あ
る
（
デ
カ
ル
ト
的
な
権
利
︲
事
実
問
題
の
反
転
、
つ
ま
り
愚
鈍
か
ら
愚
劣
へ

の
転
回
）。

超
越
論
的
主
観
性
の
廃
棄
に
関
し
て
は
別
の
論
稿
で
扱
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略

し
て
（
（（
（

、
コ
ギ
ト
に
関
わ
る
限
り
で
発
生
の
問
題
を
見
て
い
こ
う
。
無
能
力
は
こ
こ
で

は
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
意
味
で
言
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
自
発
性
の
な
さ
、
強
制
さ
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れ
て
し
か
為
さ
れ
な
い
と
い
う
特
性
。
も
う
ひ
と
つ
は
経
験
的
に
は
思
考
で
き
な
い

が
思
考
に
お
い
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

ひ
と
つ
目
の
特
性
は
、時
間
論
と
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。時
間
論
の
第
一
、第
二
、

第
三
と
ス
テ
ッ
プ
に
合
わ
せ
て
、能
力
論
も
感
性
（
現
在
）、記
憶
（
過
去
）、思
考
（
未

来
）
と
い
う
よ
う
に
展
開
す
る
。
要
す
る
に
能
力
そ
れ
ぞ
れ
に
す
で
に
時
間
論
を
対

応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
思
考
は
、
感
性
や
記
憶
の
暴
力
的
な
連
絡
に
巻

き
込
ま
れ
る
形
で
、
思
考
に
固
有
の
対
象
を
思
考
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
思
考
の

開
始
は
、
私
の
自
発
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
強
度
︲
感
性
か
ら
始
ま
る
一
連
の
連

鎖
に
よ
る
の
で
あ
る
。

ふ
た
つ
目
の
特
性
で
あ
る
思
考
に
固
有
の
対
象
と
は
︿
問
題
﹀
で
あ
る
。
問
題
と

は
す
で
に
タ
ナ
ト
ス
の
と
こ
ろ
で
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
広
い
射

程
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
経
験
で
き
な
い
も
の
と
い
う
と
き
、
そ
れ

は
超
越
論
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
問
題
も
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
思

考
の
実
在
的
経
験
の
条
件
を
指
す
。
そ
し
て
思
考
が
問
題
を
思
考
す
る
よ
う
に
強
制

さ
れ
る
と
は
、
超
越
論
的
な
も
の
が
主
観
に
属
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
問
題
は
思
考
の
発
生
を
条
件
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
思
考
の
可
能
性
の
条

件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
う
問
題
の
特
性
の
ひ
と
つ
は
そ
の

問
題
に
は
解
が
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

問
題
に
解
が
な
い
こ
と
、
こ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
︿
愚
劣
﹀
を
思
考
の
最
大
の
力

能
と
し
て
評
価
す
る
理
由
が
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
愚
劣
と
は
解
を
間
違
え
る
こ
と

や
思
考
し
な
い
こ
と
（
愚
鈍
）
で
は
な
く
、
偽
な
る
問
題
を
立
て
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
事
態
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
問
題
の
次
元
に
お
け
て
真
偽
が
言
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
愚
劣
が
思
考
の
最
大
の
力
能
で
あ
る
の
は
、
偽
な

る
問
題
か
ら
で
も
解
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
そ
の
力
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
解
な

き
問
題
だ
か
ら
と
い
っ
て
解
け
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
解
が
な
い
か
ら
こ
そ
そ
の
解

き
方
は
思
考
に
任
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
解
は
解
き
方
次
第
で
多

様
で
あ
り
得
る
。
そ
し
て
こ
の
多
様
な
解
が
経
験
さ
れ
る
も
の
と
し
て
発
生
す
る
の

で
あ
る
（
（（
（

。
愚
劣
と
は
、
す
で
に
思
考
の
発
生
の
状
態
で
あ
り
、
思
考
に
で
き
る
こ
と

の
最
大
を
表
し
て
い
る
。

話
を
コ
ギ
ト
に
戻
そ
う
。
死
や
思
考
の
発
生
の
問
題
は
、
私
を
超
え
出
て
い
く
側

面
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ
を
超
越
論
的
主
観
性
の
な
い
コ
ギ
ト
と
表
現
し
た
わ
け
だ

が
、
す
る
と
こ
こ
ま
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
私
、
自
我
、

個
体
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
コ
ギ
ト
構
造
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ

け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
．
私
︑
自
我
︑
個
体

コ
ギ
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
私
、
自
我
、
個
体
と
い
っ
た
一
見
同
じ
も
の
を
指
す
か
に

見
え
る
言
葉
が
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
存
在
と
生
成
を
説
明
す
る

た
め
に
こ
れ
ら
の
言
葉
を
実
際
に
は
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
与
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
コ
ギ
ト
構
造
の
な
か
で
、
ど
う
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
（
（（
（

。

自
我
か
ら
見
て
い
こ
う
。
時
間
論
に
お
い
て
自
我
と
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
継
起

す
る
瞬
間
を
縮
約
し
て
習
慣
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。精
神
分
析
の
場
面
で
は
、

興
奮
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
外
的
刺
激
の
感
受
に
よ
っ
て
働
く
の
で
、

受
動
的
自
我
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
受
動
的
自
我
は
、
興
奮
を
拘
束
す
る
器
官
の
違

い
の
数
だ
け
あ
る
の
で
、
局
所
的
に
か
つ
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
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無
数
の
受
動
的
自
我
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
域
的
な
自
我
と
し
て
の
意
識
を
形

成
す
る
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
意
識
を
私
と
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
自
我

が
受
動
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
私
は
能
動
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ

の
表
現
が
﹁
私
は
思
考
す
る
﹂
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
コ
ギ
ト

の
構
造
上
、
思
考
は
私
の
能
動
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
思
考
せ
よ
と
強
制
す
る
も

の
に
よ
る
触
発
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
私
は
、
自
己
自
身
を
思
考
の
対

象
と
す
る
と
き
、
お
の
れ
の
内
に
未
規
定
な
存
在
と
思
考
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
受

動
的
自
我
と
の
内
的
な
差
異
を
見
出
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
自
我
は
、
習
慣
形

成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
の
規
定
作
用
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。微

小
な
自
我
と
そ
の
集
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
私
か
ら
成
る
、
こ
の
よ
う
な
コ

ギ
ト
構
造
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
﹁
心
的
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
で
は
、
こ
の
シ

ス
テ
ム
の
中
で
個
体
の
位
置
づ
け
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ
は
ま
ず
、

思
考
が
未
規
定
な
存
在
を
規
定
す
る
働
き
の
中
で
現
れ
て
く
る
。

[

思
考
と
個
体
化
の]

紐
帯
は
、
思
考
す
る
主
体
の
感
性
を
す
で
に
構
成
し

て
い
る
強
度
の
場
の
な
か
で
結
ば
れ
て
い
る
。
／
⁝
／
個
体
化
は
私
と
い
う
形

式
も
自
我
と
い
う
形
式
も
も
は
や
借
り
る
こ
と
の
な
い
流
動
的
な
強
度
的
フ
ァ

ク
タ
ー
の
諸
々
の
場
に
お
い
て
成
立
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
下
で
働
い
て
い

る
個
体
化
そ
の
も
の
は
、
そ
の
個
体
化
が
出
現
さ
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
も
た
ら

さ
れ
る
或
る
純
粋
な
背
景
か
ら
切
り
離
し
得
な
い
。
／
⁝
／
個
体
は
、
背
景
か

ら
際
立
つ
が
、
し
か
し
背
景
は
、
個
体
か
ら
際
立
た
ず
、
そ
の
背
景
と
縁
を
絶

つ
個
体
と
縁
を
結
び
続
け
る
。
背
景
は
未
規
定
な
も
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど

靴
に
対
す
る
地
面
の
よ
う
に
、
規
定
作
用
を
包
含
し
続
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

で
あ
る
。(D

R
: p.197)

こ
こ
で
は
、
個
体
は
私
や
自
我
と
は
異
な
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
個

体
が
、
背
景
と
言
わ
れ
て
い
る
未
規
定
な
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
で
際
立
つ
も
の
で

あ
る
限
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
既
に
述
べ
た
生
成
す
る
受
動
的
自
我
と
一
致
す
る
も

の
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

整
理
す
る
と
、
心
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
コ
ギ
ト
構
造
と
は
、
ま
ず
、
興
奮
を
拘

束
す
る
微
小
な
受
動
的
自
我
が
集
積
し
て
ひ
と
つ
の
大
域
的
な
私
を
構
成
す
る
。
次

に
、
こ
の
私
は
自
己
自
身
を
思
考
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
お
の
れ
を
差
異
化
し
、
お

の
れ
の
内
に
未
規
定
な
存
在
を
見
出
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
思
考
の
働
き
（
存
在
を

時
間
の
形
式
あ
る
い
は
諸
能
力
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
）
に
従
っ
て
、
生
成
す
る

受
動
的
自
我
と
し
て
の
個
体
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
個
体
は
私
で
も
自

我
で
も
な
い
、
単
な
る
︿
こ
の
も
の
﹀
で
あ
る
。
す
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ

う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
構
造
は
、
微
小
自
我
か
ら
出
発
し
て
大
域
的
な
私
を
経

て
、
非
︲
人
称
的
な
個
体
へ
至
る
脱
人
称
化
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
個
体
は

生
成
を
引
き
受
け
る
点
で
、
常
に
自
ら
を
新
し
い
も
の
と
し
て
生
成
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
生
成
の
過
程
が
永
遠
回
帰
で
あ
り
、
秘
密
の
一
貫
性
で
あ
り
、
直
線
と
し

て
の
時
間
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
存
在
、
時
間
、
思
考
、
能
力
、

現
実
性
、
潜
在
性
、
生
成
が
駆
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
興
奮
を
拘
束
す
る
受
動
的
自
我
の
例
で
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
持
ち
出
し
た
の
は
、
眼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
通
常
の
言
葉
づ
か
い
か
ら
す

れ
ば
、
眼
を
自
我
と
呼
ぶ
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
ま
た
習
慣
形
成
の
場
面
で
も
次
の
よ
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う
に
言
わ
れ
る
。

小
麦
と
呼
ば
れ
る
土
と
湿
り
気
の
縮
約
が
存
在
し
、
こ
の
縮
約
が
観
照
で
あ

る
、
／
⁝
／
い
っ
た
い
ど
ん
な
有
機
体
が
、
反
復
の
諸
要
素
と
諸
事
例
か
ら
、

ま
た
観
照
さ
れ
縮
約
さ
れ
た
水
、
窒
素
、
炭
素
、
塩
化
物
、
硫
酸
塩
か
ら
、
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
お
の
れ
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
習
慣
を
絡
み
合
わ
せ
つ
つ

も
、
作
ら
れ
な
い
と
い
う
の
か 

。(D
R

: p.102)

眼
、
小
麦
、
そ
し
て
有
機
体
が
自
我
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
自
我

を
は
じ
め
か
ら
人
称
的
な
も
の
、人
間
的
な
も
の
に
限
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
自
我
を
﹁
縮
約
機
械
﹂（D

R
: p.107

）
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
ん
な
自
我
の
集
積
で
あ
る
私
も
ま
た
、
は
た
し
て
人
称
的
な
も
の
、
人
間
的
な
も

の
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
（
（（
（

。
だ
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
が
﹁
心
的
シ
ス
テ

ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
人
間
精
神
を
指
す
﹁
心
的
﹂
で
は

な
く
﹁
シ
ス
テ
ム
﹂
の
ほ
う
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
が
超
越
論
的
主
観
性
に
と
っ
て
代

わ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
確
証
す
る
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、『
差
異
と
反
復
』
第
二
章

に
お
い
て
時
間
論
と
精
神
分
析
の
議
論
を
経
た
後
に
、
つ
ま
り
心
的
シ
ス
テ
ム
の
基

本
構
造
の
提
示
が
済
ん
だ
後
に
、
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
進
み
、
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
文
学
シ
ス
テ
ム
の
記
述
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
章
が
進
め
ば
、
社

会
シ
ス
テ
ム
や
生
物
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
語
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
本
稿
の
仕
事
で
は
な
い
。
た
だ
述
べ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
議
論
の
展
開
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
心
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
提
示
さ
れ
た

ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
は
、
そ
の
他
全
て
の
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
は
コ
ギ
ト

構
造
を
成
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
び本

稿
の
課
題
は
、『
差
異
と
反
復
』
が
全
体
を
通
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
コ
ギ
ト
解

釈
の
書
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
コ
ギ
ト
が
存
在
と
生
成
を
一
挙
に
捉
え
る
構
造
で
あ

る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
論
拠
を
枚
挙

し
詳
細
に
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
て
い
な
い
。
例
え
ば
、『
差
異
と
反
復
』

の
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︿
理
念
﹀
と
コ
ギ
ト
の
関
係
に
は
一
切
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
（
（（
（

。
さ
ら
に
、コ
ギ
ト
と
い
う
哲
学
史
を
貫
く
主
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
哲
学
者
た
ち
の
議
論
（
（（
（

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。
多
く
の
不

十
分
な
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
コ
ギ
ト
が
存
在
と
生
成
を
一

挙
に
捉
え
る
基
本
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。と
す
れ
ば
、

本
稿
は
十
分
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
残
っ
て
い
る
問
題
は
別
の
機
会
に
改
め

て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

[
注]G

illes D
eleuze, D

ifférence et répétition, P.U
.F, Paris, 1968: D

R

か
ら
の
引
用
は(

略

語:
ペ
ー
ジ
数)

の
要
領
で
本
文
中
に
示
し
た
。な
お
、引
用
に
関
し
て
は
、財
津
理
訳
、『
差

異
と
反
復
』（
上
・
下
）、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
を
参
考
に
し
つ
つ
拙
訳
を
提
示
し
た
。
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（
１
）
コ
ギ
ト
解
釈
の
歴
史
を
ま
と
め
る
に
は
私
は
あ
ま
り
に
非
力
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
こ
で

は
大
き
す
ぎ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
佐
藤
啓
介
氏
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
コ
ギ
ト
解
釈
の
現
代
史
的
な
要
約
を
行
っ
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。
佐
藤

啓
介
、﹁
フ
ラ
ン
ス
反
省
哲
学
の
分
岐
点　

P. 

リ
ク
ー
ル
と M

. 

ア
ン
リ
の cogito, ergo 

sum
 

解
釈
を
巡
っ
て
﹂、http://w

w
w.h7.dion.ne.jp/~pensiero/study/cogito.htm

l

。

カ
ン
ト
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
に
関
し
て
は
、
山
田
弘
明
、﹁
カ
ン
ト
の
コ
ギ
ト
解
釈
﹂、
名

古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
、
四
九
号
、
二
〇
〇
三
年
が
参
考
に
な
っ
た
。

（
２
）
内
的
差
異
に
つ
い
て
は
、”La conception de la différence chez B

ergson

“, L’île 

déserte et autres texts, M
inuit, Paris, 2002

（﹁
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
差
異
の
概
念
﹂、

『
無
人
島 1953-1968

』、
河
出
書
房
新
社
、
前
田
英
樹
監
修
、
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
細

な
記
述
が
あ
る
。
こ
の
概
念
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
の
概
念
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て

取
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、『
差
異
と
反
復
』
で
は
カ
ン
ト
的
コ
ギ
ト
概
念
へ
と
移
し
替
え

ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
持
続
が
﹁
自
己
に
対
す
る
自
己
の
差
異
﹂
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
の
コ
ギ
ト
と
一
見
し
て
違
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
移
行
の
狙
い
を

推
測
す
る
な
ら
記
憶
か
ら
思
考
へ
の
能
力
の
移
行
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
思
考
を
巡
っ
て
カ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ア
ル
ト
ー
が

参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
上
記
の
論
文
で
は
、
未
来
を
記
憶
か
ら
捉
え
る
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
思
考
か
ら
捉
え
る
フ
ロ
イ
ト
を
た
っ
た
一
度
、
不
鮮
明
な
形
で
対
置
さ
せ
て

い
る
。

（
３
）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
の
詳
細
に
関
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。
檜
垣
立
哉
、

﹁
第
三
の
時
間
に
つ
い
て
﹂、『
思
想
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
二
月
。LEV

I R
. 

B
RYA

N
T, D

ifference and giveness, N
orthw

estern U
niversity Press, 2008, Evanston, 

Illinois.

（
４
）︿
中
間
休
止
﹀
が
定
訳
と
な
っ
て
い
るcésure

を
、︿
句
切
り
﹀
と
訳
し
た
。
イ
メ
ー
ジ

を
喚
起
し
や
す
く
し
、
理
解
を
助
け
る
た
め
の
便
宜
上
の
措
置
で
あ
る
。

（
５
）
第
三
の
時
間
に
つ
い
て
最
も
良
い
ガ
イ
ド
と
な
る
の
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る“Sur quatre 

form
ules poétiques qui pourraient résum

er la philosophie kantienne”, C
ritique et 

clinique, M
inuit, Paris, 1993.

（﹁
カ
ン
ト
哲
学
を
要
約
す
る
四
つ
の
詩
的
表
現
﹂、『
批

評
と
臨
床
』、
守
中
高
明
ほ
か
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
二
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
を

読
む
限
り
、
第
三
の
時
間
が
ニ
ー
チ
ェ
の
時
間
論
よ
り
も
カ
ン
ト
の
そ
れ
を
参
照
し
て

構
築
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。﹁[

カ
ン
ト
の
時
間
概
念
で
あ
る]

不
変
性
、
継
起
、
同

時
性
は
時
間
の
諸
様
態
あ
る
い
は
諸
関
係
で
あ
る
（
持
続
、
セ
リ
ー
、
総
体
）﹂(p.42)

。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
対
す
る
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
は
も
っ
と
見
積
も
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
カ
ン
ト
の
二
つ
の
感
性
論
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
試
み
の
意

味
と
は
何
か
。
差
異
哲
学
者
が
統
合
を
唱
え
る
数
少
な
い
場
面
。

（
６
）
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
例
は
宮
崎
駿
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
ナ
ウ
シ
カ
で

あ
ろ
う
。

（
７
）『
差
異
と
反
復
』
で
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
破
綻
と
し
て
の
作
用
者
の
変
身
と
表
現
さ
れ
る

事
態
を
指
す(D

R
:pp.125

︲126)

。

（
８
）
現
実
的
な
も
の
／
潜
在
的
な
も
の
へ
の
分
裂
は
、
精
神
分
析
（
と
り
わ
け
ラ
カ
ン
）
に

お
け
る
ペ
ニ
ス
／
フ
ァ
ル
ス
へ
の
分
裂
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。『
意
味
の
論
理
学
』
の

動
的
発
生
論
の
場
面
で
は
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
を
去
勢
と
い
う
切
断
の
作
用
か
ら
説
明

し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
切
断
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
記
号
現
象
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ

ニ
フ
ィ
エ
へ
の
分
割
を
も
想
起
さ
せ
る
。『
差
異
と
反
復
』
の
別
の
場
面
で
は
、
コ
ギ
ト

に
お
い
て
明
晰
︲
判
明
の
論
理
的
連
関
を
切
断
す
る
こ
と
で
、
明
晰
︲
混
雑
／
判
明
︲
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曖
昧
と
い
う
存
在
論
的
連
関
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。　

（
９
）﹁
ひ
と
の
死
﹂
や
死
の
本
能
の
普
遍
的
形
式
性
に
関
し
て
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ゾ
ラ
論

”

Zola et la Fêlure

“, Logique du sens, M
inuit, Paris, 1969

（﹁
ゾ
ラ
と
裂
け
目
﹂、『
意
味

の
論
理
学　

下
』、
小
泉
義
之
訳
、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）
財
津
理
氏
の
研
究
に
あ
る
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ
の
理
解
は
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法

序
説
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
財
津
理
、﹁
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
概
念
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト

的
コ
ギ
ト
﹂、『
現
代
思
想
』、
一
九
九
六
年
一
月
。

（
11
）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
を
見
渡
せ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
統
合
と
い
う
試
み
と
同
程

度
の
重
要
性
が
カ
ン
ト
と
ア
ル
ト
ー
の
対
決
に
見
出
せ
る
。
明
ら
か
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は

『
判
断
力
批
判
』
に
『
神
の
裁
き
と
訣
別
す
る
た
め
』
を
対
置
し
て
い
る
。

（
12
）
拙
論
﹁
ど
う
す
れ
ば
再
び
思
考
し
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
﹁
思

考
の
実
在
的
経
験
の
条
件
﹂
に
つ
い
て
﹂、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』、日
仏
哲
学
会
、

一
三
号
、
一
三
七
︲
一
四
五
頁
、
二
〇
〇
九
年
。

（
13
）
問
題
︲
解
の
関
係
を
存
在
︲
生
成
の
関
係
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

煩
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
14
）『
差
異
と
反
復
』
で
は
、
実
際
に
は
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
や
同
一
性
に
基
づ
く
私
や
自

我
と
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
コ
ギ
ト
に
属
す
る
そ
れ
ら
が
（
後
者
は
多
く
の
場
合
﹁
ひ
び
割

れ
た
私
﹂
や
﹁
崩
壊
し
た
自
我
﹂
と
言
わ
れ
る
と
は
い
え
）
混
在
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
後
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
多
く
の
誤
解
と
混
乱
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。

『
差
異
と
反
復
』
を
読
む
う
え
で
は
、
こ
の
区
別
に
は
常
に
気
を
配
る
必
要
が
あ
る
。

（
15
）
ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
は
小
麦
の
自
我
か
ら
機
械
そ
し
て
非
有
機
的
な
生
命
へ
と
進
む
ド
ゥ

ル
ー
ズ
哲
学
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。R

ené Schérer, 

”Sam
uel B

utler: la grand vie 

inorganique de lu̓nivers

“, D
eleuze et les Écrivains, Sur la direction de B

runo G
elas 

et H
ervé M

icolet, C
écile defaut, N

antes, 2007.

（
16
）﹁
そ
れ
ゆ
え
理
念
は
三
つ
の
契
機
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
対
象
に
お
い
て
未
規
定
で
あ

る
こ
と
、
経
験
の
諸
対
象
と
の
関
連
で
規
定
可
能
で
あ
る
こ
と
、
悟
性
概
念
と
の
関
連

で
無
限
な
規
定
作
用
の
理
想
を
担
う
こ
と
。
こ
こ
で
理
念
が
コ
ギ
ト
の
三
つ
の
局
面
を

反
復
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
規
定
な
存
在
と
し
て
の
﹁
私
は
存

在
す
る
﹂、
こ
の
存
在
が
そ
の
も
と
で
規
定
さ
れ
る
形
式
と
し
て
の
﹁
時
間
﹂、
規
定
作

用
と
し
て
の
﹁
私
は
思
考
す
る
﹂。﹂(D

R
: p.220)

（
17
）
す
で
に
触
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ギ
ト
解
釈
の
流
れ
以
外
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ

ガ
ー
な
ど
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
の
自

己
触
発
の
理
論
や
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
、
そ
し
て
存
在
、
思
考
、
生
成
を
巡
る
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
解
釈
な
ど
、
テ
ー
マ
の
共
通
性
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
。
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Du cogito dans Différence et répétition de Gilles Deleuze.
Yuki YAMAMORI

Dans son ouvrage principal, Différence et répétition, Deleuze a constitué sa propre philosophie à travers la 

critique de la philosophie de la subjectivité. Malgré cela, le concept de cogito y reste toujours présent. 

J’aimerais soutenir deux points suivants. 1) Le cogito est l'élément le plus fondmantal dans Différence 

et répétition. Il assure la compatibilité de l’être et du devenir. En d’autres mots, sans cogito,sans devenir. 

2) La structure du cogito nous donne un point de vue qui permet de survoler les relations entre des thèmes 

particulières dans Différence et répétition; le temps, le devenir, l’actuel, le virtuel, la pensée, et la philosophie 

transcendantale. 

D’abord, je voudrais décrire la strucuture du cogito pour constater qu’elle se trouve dans sa théorie du 

temps. Ensuite, je voudrais sonder l'influence de la psychanalyse sur la theorie deleuzienne du cogito et la 

différence entre celle-ci et celle de Descartes. Enfin, et pour terminer, je voudrais examiner la relation entre le 

cogito et la personnalité.

mots-clés :  cogito  devenir  césure  récurrence  système


