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身
体
的
記
憶
と
知
的
記
憶

リ
ウ
ス
の

デ
カ
ル
ト
は
若
い
と
き
か
ら
「
記
憶
」

(
7】
)

「
記
憶
術
』
を
ひ
も
と
い
た
こ
と
を
述
べ

{
l
)
 

の
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

一
六
一
七
l

一
六
一
九
年
頃
に
人
工
記
憶
や
ル
ル
ス
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
シ
ェ
ン
ケ

「
脳
の
な
か
で
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
再
形
成
す
る
記
憶
L

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
し

〉
・
叫
J

L

ベ

N
ω
O
)

、
ル
ル
ス
信
奉
者
の
驚
嘆
す
べ
き
術
に
ふ
れ
、

ベ
l
ク
マ
ン
宛
書
簡
で
ア
グ
リ
ッ
パ
の
ル
ル
ス
文
書
に
言
及
し
て
、

ル
ル
ス
の
術
に
つ
い
て
意
味
と
効
用
を
知
り
た

い
と
言
っ
て
い
る
。
ノ

ー
ト
『
オ
リ
ン
ピ
カ
』

の
、
「
想
像
力
が
物
体
を
構
成
す
る
た
め
に
図
形
を
用
い
る
よ
う
に
、
知
性
は
精
神
的
な
も
の
を
形
象
化
す
る
た
め
に
、

(
3
)
 

口

y

シ
に
よ
れ
ば
、
当
時
。
ヒ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
ラ
ヴ
エ
ン
ナ
か
ら
シ
ェ
ン
ケ
リ

風
や
光
な
ど
の
、
あ
る
植
の
感
覚
的
物
体
を
用
い
る
」
(
〉
ベ
-
-
H
J
N

ミ
)
と
い
う
一
節
も
、

ウ
ス
に
い
た
る
人
工
記
憶
論
に
く
り
返
し
み
ら
れ
る
、
抽
象
概
念
の
表
示
の
た
め
に
物
体
イ
メ
ー
ジ
や
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

だ
が
デ
カ
ル
ト
は

こ
の
よ
う
な
当
時
広
ま
っ
て
い
た
記
憶
術
や
ル
ル
ス
思
想
を
批
判
し
、

捨
て
去
っ
て
い
く
。
シ
ェ
ン
ケ
リ
ウ
ス
の
記
憶
術
の
書
を
「
た
わ
ご
と
」

と
し
、
学
問
に
益
す
る
こ
と
の
な
い
誤
っ

た
術
だ
と
い
う
(
¥
一
ベ
，
h
-
n
o
)
。
ル
ル

ス
に
つ
い
て
も、

一
六
一
九
年
四
月
二
九
日
の
ベ

l
ク
マ
ン
宛
書
簡
で

ド
ル
ド
レ

ヒ
ト
で
出
会
っ
た
学
識
あ
る
老
人
と
ル
ル
ス
の
『
小
さ
き
術
』

に
つ
い
て
語
り
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
知
識
を
、
「
書
物
に
由
来
し
、
・
:
頭
脳
よ
り
も
口
先
に
宿
っ

て
い
る
」
と
い
い
、
「
真
実
を
詰
る
よ
り
も
、
鑑
…
知
な
人
間
の
称
賛
を
得
る
」
た
め
だ
、
と
激
し
く
批
判
し
て
い
る

(
E
E
5
A
1
5
3
0
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
魔
術
的
学

{
4
)
 

問
の
批
判
は
『
規
則
論
』
や
『
方
法
序
説
』
で
随
所
に
述
、
べ
ら
れ
、
「
精
神
」
と
「
記
憶
」
の
不
均
衡
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う

D

九
ハ
ム
久
「
戸
レ
立
忠
一

=一口
-e
小

L
t
一
の
問
題
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
記
憶
術
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
で
考
察
さ
れ
、
デ
カ
ル
ト
独
自
の
二
元
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
展
開
さ
れ

'
r
l

・''~'-
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U
F
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デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

て
い
く
。

一
六
二
八
年
一頃
に
普
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
『
規
則
論
』

の

「
規
則
ロ
」
に
ま
ず
、

「
身
体
的
」
円
。
「
℃
。
「
g
(
g
H
句
。
「
色
。
)
記
憶
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
い
う

対
比
が
な
さ
れ

身
体
的
記
憶
に
た
い
し
て
純
粋
に
知
的
な
記
憶
が
対
比
さ
れ
て
、

「知
性
は
想
像
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

ま
た
逆
に
想
像
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
枚
に

想

像

力
は
運
動
に
よ
っ
て
感
覚
に
働
き
か
け
て
対
象
に
向

か
わ
せ
、
ま
た
逆
に
感
覚
は
、
想
像
力
に
働

い
て
そ
の
な
か
に
物
体
の
像
を
画
く
こ
と
が
で
き
る
c

さ
ら
に
、

記
憶
は
少
な
く
と
も
身
体
的
で
あ
っ
て
獣
の
記
憶
と
似
て

い
る
限
り
、
想
像
力
と
区
別
さ
れ
な
い

の
で
、
(
・
:
)
知
性
は、

物
体
的
な
も
の
や
物
体
に
似
た
も
の
を
全
く
含
ま
ぬ
対
象
に
か
か
わ
る
と
き
、
上

の
諸
能
力
の
助
け
を

借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
て
三
J

L

六
主
。

身
体
的
記
憶
は
想
像
力
を
場
と
し

動
物
の
記
憶
に
似
て
い
る
が
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は

身
体
的
で
は
な
く
て

(
5
 

動
物
の
記
憶
に
似
な
い
別
の
記
憶
が
あ
り
、
さ

ら
に
、
身
体
的
記
憶
に
よ
っ
て
は
想
起
さ
れ
な
い
純
粋
に
知
的
な
対
象
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
の
説
明
は
以
降
、
書
簡
の
な
か
に
み
ら
れ
る
白

一
六
四

0
年
四
月
一
日

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
、
「
身
体
に
依
存
す
る
こ

の
記
憶
の
ほ
か
に
、
私
は
全
く
知
的
な
、

も
う
ひ
と
つ

の
記
憶
を
み
と
め
る
。
そ
れ
は
精
神
の
み
に

依
存
す
る
。
」
(
〉
ベ
ロ
ミ
U
)

さ
ら
に
一
六
凹

O
年
六
月

一
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
、
「
知
的
記
憶
は
、

こ
れ
ら
[
脳
の
]
援
に
は
全
く
依
存
し
な
い
、
別
の
本
性
を
も
っ
。
こ
れ
ら
の
袋
に
つ
い
て
は
、

き
わ
め
て
数
が
多
い
と
は
考
え
な
い
。
」

(
E
R
・
窓
l
忽

一
六
四

O
年
八
月
六
日
メ
ル

セ
ン

ヌ
宛
、
「
そ
の
刻
印
が
脳
の
袋
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
身
体
的
記
憶
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
な
か
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の

種
類
の
記
憶
が
あ
る
と
、

私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
ま
っ

た
く
精
神
的
な
も
の
で
、
獣
に
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
主
に
用
い

る
の
は
、
こ

の
記
憶
で
あ
る。」

(

L

「
~}戸内
↑

]

品

ω)

そ
し
て
一
六
四
八
年
七
月
ア
ル
ノ

i
宛
、
「
私
は
あ
な
た
と
と
も
に
、

二
つ
の
種
類
の
記
憶
が
あ
る
、
と
み
と
め
る
J

(
〉
・
ォ
て
-
N
N
C
)

デ
カ
ル
ト
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
ほ
ぼ
恒
常
的
に

一
日
)

ス
ト
の
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、

身
体
的
記
憶
と

純
粋
に
精
神
的
な
知
的
記
憶
と
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し

ア
ル
キ
エ
版
テ
ク

デ
カ
ル
ト
は
知
的
記
憶
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

そ
れ
以
上
は
説
明
し
て
お
ら
ず
、
身
体
的
記
憶
に
対
比
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ

る。



(
l
)
身
体
的
記
憶

・
想
像
力
・
松
呆
服

身
体
的
記
憶
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
『
規
則
論
』
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
:
:
:
共
通
感
覚
は
想
像
力
に
働
き
か
け

外
部
感
覚
か
ら
く
る
純
粋
で
非
物
体
的
な
形
象
や
矧
念
を

あ
た
か
も
印
章
が
蝋
に
印
す
る
よ
う
に

想
像
力
の
な
か

に
刻
印
す
る
。
こ
の
想
像
力
は
現
実
の
身
体
部
分
で
あ
り
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
は
お
互
い
に
区
別
さ
れ
た
多
く
の
形
象
を
受
け
容
れ
る
大
き
さ
を
も
ち
、
通
常
そ
れ

ら
の
形
象
を
長
く
保
持
し
、
そ
れ
が
記
憶
と
よ
ば
れ
る
。

二
「
規
則
ロ
」)

身
体
的
記
憶
は

共
通
感
覚
の
働
き
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
脳
に
拙
か
れ
刻
ま
れ
る
場
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

イ
メ
ー
ジ
は
産
み
出
さ
れ
て
す
ぐ
に

消
え
る
の
で
は
な
く
、
共
通
感
覚
の
活
動
が
終
わ
っ
た
後
も
そ
の
痕
跡
が
残
り

記
憶
と
し
て
保
持
さ
れ
る
。
こ
こ
で
想
像
力
は

形
象
や
観
念
が
刻
印
さ
れ
る

記
憶

の
場
で
あ
り
、
身
体
の
一
部
と
し
て
脳
の
な
か
に
位
置
す
る
が
玄
、
可

ヘベ
士
ム
)
、
想
像
力
は
ま
た
、
新
し
い
結
合
を
可
能
に
す
る
精
神
的
な
創
造
的
働
き
を
す
る
こ
と
も
、

(
n
1
4
)
 

付
け
加
え
て
お
こ
う
(
み
寸
ベ

4
2
2
0

(
8
)
 

身
体
的
記
憶
は
脳
内
の
袋
を
物
質
的
基
能
と
す
る
。
袋
は
加
…
限
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く

事
物
の
想
起
は

繰
り
返
し
ゃ
思
い
出
し
で
刻
印
を
継
続
す
る
こ
と
が
基
礎

に
あ
る
。

一
六
四

O
年
六
月

一
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
。

--. 

記
憶
の
袋
は
互
い
に
防
ぎ
あ
い
、
脳
内
に
こ
の
よ
う
な
袋
を
無
限
に
も
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
が
や
は
り
数
多
く
あ
り
ま
す
。
」

一
六
回

O
年
八
月
六
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
。

「
:
:
:
記
憶
の
袋
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
思
い
出
す
べ
て
に
役
立
っ
た
め
に
き
わ
め
て
多
く
の
数
が
あ
る
べ
き
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
ひ
と
つ
の
袋
が
互
い
に
似
た

事
物
す
べ
て
に
関
係
し
ま
す
か
ら
J

「
:
:
:
私
た
ち
が
若
い
と
き
に
行
っ
た
こ
と

も
は
や
全
く
思
い
出
せ
な
い
無
限
の
事
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
が
想
起
で
き
る
事
物
は
、
若
い
と
き
に

そ
の
印
象
(
刻
印
)
を
、
つ
け
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
主
と
し
て
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
に
思
い
出
し
て
私
た
ち
の
内
で
刻
印
を
継
続
し
た
か
ら
で
す。

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
五
日
万

一一



デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

一
一
回

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
記
憶
は
、
脳
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
各
部
分
に
も
拡
が
り
う
る
。

「
記
憶
(
:
:
:
)
の
い
く
つ
か
の
本
性
は
身
体
の
他
の
部
分
に
も
あ
り
う
る
。
リ
ュ

i
ト
奏
者
の
習
性
が
頭
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
手
の
筋
肉
の
部
分
に
も
あ
る
よ
う

に
D

」
(
メ
イ
ソ
ニ
エ
宛

一
六
四

O
年
一
月
二
九
日

悩
の
袋
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
リ
ュ

i
ト
演
奏
者
の
指
の
よ
う
に
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
記
憶
は
拡
が
る
わ
け
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
記
憶
の
概
念
は

(
9
)
 

一
六
回

O
年
一
月
二
九
日
メ
イ
ソ
ニ
エ
宛
書
簡
で
重
要
か
つ
微
妙
な
補
完
が
み
ら
れ
る
。

「
記
憶
の
な
か
に
保
た
れ
る
本
性
は

一
度
折
ら
れ
た
あ
と
紙
の
な
か
に
保
た
れ
る
袋
の
よ
う
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
思
う
」
。
イ
メ

i
ジ
は
物
質
的
な
形
式

と
し
て
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
け
る
よ
う
な
隠
れ
た
力
や
神
秘
的
現
象
を
ま
っ
た
く
想
定
せ
ず
に
説
明
さ
れ
る
。
「
:
:
:
こ
れ
ら
は
、
原
則
と
し
て
脳
の
実
体
す
べ
て
に

お
い
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
が
、
あ
の
線
〔
松
果
腺
〕
に
お
い
て
も
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
な
い
(
:
:
:
)
と
り
わ
け
、
よ
り
遅
鈍
な
精
神
の
人
々
に
お

い
て
は
。
な
ぜ
な
ら
、
き
わ
め
て
良
質
で
精
妙
な
精
神
を
も
っ
人
々
の
(
:
:
:
)
そ
れ
[
松
果
線
]
は
ま
っ
た
く
自
由
で
、
き
わ
め
て
動
き
や
す
い
は
ず
だ
か
ら
(

こ
こ
で
身
体
的
記
憶
は
、
脳
の
実
体
す
べ
て
の
な
か
に
位
置
す
る
が
、
松
果
械
に
は
位
置
し
な
い
。
な
ぜ
松
果
腺
は
記
憶
の
機
能
を
も
た
な
い
の
か
、
と
く
に
知
的
に
優

れ
た
人
々
に
お
い
て
。
「
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
自
で
同
一
の
事
物
を
見
、

二
つ
の
耳
で
同
一
の
芦
を
聞
く
:
:
:
二
つ
の
目
や
二
つ
の
耳
か
ら
入
っ
て
来
る
も
の
は
、

身
体
の
な
ん
ら
か
の
部
分
で
統
一
さ
れ
て
精
神
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

J

そ
れ
が
「
頭
の
な
か
の
こ
の
腺
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
松
果
腺
は
、
す
べ
て
の
感
覚
か
ら
の
印
象
(
刻
印
)
を
受
け
と
り
整
理
し
、
共
通
感
覚
の
場
と
な
る
。
記
憶
は
松
果
腺
の
外
部
に
位
置
す
る
。
先
程
の
「
規

別
王子丘、

「
円
兄
け
リ

2

4
7
員
1
L

の
テ
ク
ス
ト
で
も
、

怨
像
力
と
記
憶
は

共
通
感
覚
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
記
憶
の
本
性
は
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
松
果
腺
の
な
か
に
も
あ
る
と
い
う
。
と
り
わ
け
愚
鈍
な
精
神
を
も
っ
人
々
に
お
い
て
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
想

像
力
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
な
く
、
脳
の
活
動
は
大
部
分

共
通
感
覚
に
帰
す
る
。
印
象
(
刻
印

は
受
け
と
ら
れ
る
が
、

存
続
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
な
ら
な
い
。
精

妙
な
精
神
を
も
っ
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
記
憶
が
脳
に
保
存
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、
愚
鈍
な
精
神
の
人
々
は
、
再
現
的
想
像
力
U
記
憶
(
そ
れ
も
き
わ
め
て
わ
ず
か
の
)
の

能
力
し
か
な
く
創
造
的
想
像
力
は
精
妙
な
精
神
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
外
的
感
覚
に
で
は
な
く
、
共
通
感
覚
や
松
果
腺
へ
の
精
神
の
活
動
(
能
動
)
に
あ
り

精
神
の
創
意
的
思
考
に
し
た
が
う
た
め
に
は
こ
の
腺
が
自
由
で
動
き
や
す
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
腺
は
あ
ら
ゆ
る
運
動
に
し
た
が
い
、

ゆ
え
に
イ
メ

i
ジ
が
深
く



刻
み
込
ま
れ
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
)
身
体
的
記
憶
か
ら
知
的
記
憶
へ

l
l
イ
メ
ー
ジ

感
覚
、

記
1ニ3
7ゴ

以
上
の
問
題
は

一
六
四

0
年
四
月

一
日

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
記
憶
に
役
立
つ
本
性
は
(
:
:
:
)
部
分
的
に
は
コ
ナ
リ
ウ
ム
と
呼

ば
れ
る
腺
の
な
か
に
あ
り
う
る
。
主
に
組
性
な
き
動
物
や
粗
野
な
精
神
の
人
々
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
人
々
は
、
精
神
が
脳
の
あ
る
部
分
に
結
合
し

て
い
な
け
れ
ば
、
見
た
こ
と
の
な
い
無
限
の
事
物
を
か
く
も
た
や
す
く
想
像
し
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
脳
の
こ
の
部
分
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
新
し
い
印
象
(
刻
印
)
を

う
け
と
る
の
に
、
き
わ
め
て
過
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
保
存
す
る
の
に
き
わ
め
て
不
適
で
あ
る

J

「
精
神
が
結
合
し
う
る
の
は
、
こ
の
腺
の
み
で
あ
る
。
頭
の

な
か
で
二
つ
で
な
い
の
は
、
こ
れ
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
記
憶
に
最
も
役
立
つ
の
は
、
脳
の
残
り
す
べ
て
、
と
り
わ
け
内
部
の
諸
部
分
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
神

経
と
筋
肉
も
役
立
つ
。
ゆ
え
に
た
と
え
、
は
、

リ
ュ

l
ト
の
奏
者
は
手
の
記
憶
の
一
部
を
も
っ
。
彼
が
習
慣
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
に
指
を
折
り
曲
げ
動
か
す
能

力
は

)
演
奏
の
枠
内
節
を
思
い
出
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
の
だ
か
ら
。
」

こ
こ
で
、
身
体
的
記
憶
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
か
ら
知
的
記
憶
へ
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
。
手
で
楽
器
を
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
音
楽
の
主
題
を
惣
起
す
る
。

そ
れ
は
、
脳
や
知
的
記
憶
が
私
に
惣
起
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
:
:
:
場
所
的
記
憶
(
コ
芯
『
吋
5
二

-zog一
三
と
よ
ば
れ
て
い

る
も
の
す
べ
て
は
、
私
た
ち
の
外
部
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
:
:
:
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
本
を
読
ん
だ

(
一
山
」

と
き
、
内
部
に
あ
る
も
の
を
弘
た
ち
に
想
起
さ
せ
る
本
性
す
べ
て
は
、
私
た
ち
の
脳
の
な
か
で
は
な
く
、
読
ん
だ
本
の
紙
の
な
か
に
も
あ
る
。
」
知
的
記
憶
は
身
体
的
記

憶
の
補
助
を
要
す
る
。
本
の
な
か
に
書
か
れ
た
も
の
を
、
見
た
り
読
ん
だ
り
思
い
出
し
た
り
し
て
、
本
の
著
者
や
、
内
容
や
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
思
想
を
想
起
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
想
起
す
る
事
柄
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
外
部
の
物
体
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
本
性
が
、
私
た
ち
の
想
起

す
る
事
物
と
類
似
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
重
要
で
な
い
。
『
屈
折
光
学
』

四
部
で
述
べ
た
よ
う
に
、
脳
の
な
か
の
事
物
と
も
な
お
頚
似
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
J

現
実
の
表
象
は
、
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
事
物
の
形
や
質
を
思
わ
せ
る
記
号
や
指
標
に
よ
る
。
知
覚
は
、
精
神
の
判
断
で
あ
っ
て
、
印
象
(
刻

印
)
の
機
械
的
併
龍
一で
は
な
い

。
記
憶
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
脳
内
に
保
存
さ
れ
る
過
去
の
事
象
の
正
路
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
感
覚
・
外
的
対
象
の
接

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
五
号
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デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

一
一
ム
ハ

触
で
生
じ
る
運
動
の
痕
跡
で
あ
り
、
運
動
は
対
象
の
本
性
と
い
か
な
る
類
似
も
な
い

D

ゆ
え
に
、
、
過
去
を
想
起
す
る
と
は
、
身
体
的
記
憶
の
も
た
ら
す
こ
れ
ら
指
標
の
助

け
に
よ
っ
て
、
知
的
記
憶
の
な
か
に
過
去
を
再
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
二

つ
の
記
憶
の
区
別
の
、

新
た
な
展
開
と
い
え
よ
う
。

そ
の
前
提
は

『屈
折
光
学
』

第
四
郎
で
次
の
よ
、
つ
に
述
、べ
ら
れ
て
い
る
D

J
ヨ
代
の
哲
学
者
た
ち
が
一
般
に
行
っ
て

い
る
よ
う
な、

感
覚
す
る
た
め
に
は
対
象
か
ら
脳
ま
で
送
ら
れ
て
く
る
な
ん
ら
か
の
イ

メ
ー
ジ
を
魂
が
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
前
提
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。
少
な
く
と
も
、

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
性
質
は
、
哲
学
者
た
ち
の
考
え
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
違
う
と
考
え
よ

う
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
イ
メ

ー
ジ
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
表
す
対
象
と
イ
メ
ー
ジ
は
類
似
し
て
い
る
は
ず
だ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
た
め
、

い
か
に
し
て
そ
れ
ら
の
イ
メ

l

ジ
が
形
作
ら
れ
る
の
か、

い
か
に
し
て
外
部
感
覚
器
官
に
よ
っ

て
受
容
さ
れ
る
の
か
、

い
か
に
し
て
神
経
を
通
っ

て
脳
ま
で
送
ら
れ
る
か
と

い
う
こ
と
を
示
し
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
(
:
:
:
)
そ
の
理
由
は
、

わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
絵
を
見
れ
ば
薗
か
れ
て
い
る
対
象
を
表
象
す
る
よ
う
に
容
易
に
刺
激
さ
れ
う
る
か
ら
、
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ

の
思
考
は
一
頭
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
る
若
干
の
小
さ
な
絵
に
よ
っ
て
、
感
覚
に
触
れ
る
も
の
を
知
る
よ
う
に
刺
激
さ
れ
る
は
ず
だ
と、

彼
ら
に
思
え
た
と
い
う
こ
と
し
か
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
刺
激
し
う
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
記
号
や
言
葉
の
よ
う
に
イ
メ

ー
ジ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ

の
意
味
す
る
も
の
と
な
ん
ら
似
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
、
べ
き
で
あ
る
。
」
デ
カ
ル
ト
は
銅
版
画
法
を
例
に
と
り
、
紙
の
う
え
に
お
か
れ
る
わ
ず
か
な
イ
ン
ク
が
、

jつ
れ

わ
れ
に
森
や
町
や
人
、

さ
ら
に
は
戦
争
や
嵐
ま
で
も
表
現
し、

イ
メ

ー
ジ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
る
対
象
の
性
質
と
イ
メ
ー
ジ
は
ぴ
っ
た
り
似
て
い
な
い

こ
と
を
示
す
。

結
局
、

「
脳
の
な
か
で
形
作
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
」
も

「
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
自
体
と
し
て
対
象
と
似
て
い
る
こ
と
」
は
ま
っ
た
く
問
題
で
は
な
く
、

「
イ
メ
ー
ジ
が
か
か
わ

る
対
象
の
す
べ

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
魂
に
感
覚
さ
せ
る
原
因
が
ど

の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
L

が
問
題
な
の

で
あ
る
口

で
は
、
そ
の
よ
う
な

「
原
因
」
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

D

日
.

生
理
学
的
説
明



記
憶

・
想
像
力

・
共
通
感
覚

l
l
身
体
的
視
点
か
ら

デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
の
概
念
は
、
体
系
的
か
つ
機
械
論
的
に

『人
間
論
』
で
説
明
さ
れ
て
い
る
(
〉
ベ
-
K戸

】吋

m
l
コ
吋
)
0

「
精
気
は

:
:
:
何
ら
か
の
矧
念
の
刻

印

(
5℃
「
虫
己
O

コ
)
を
、
つ
け
た
あ
と
、

:
:
:
脳
の
部
分
を
構
成
す
る
納
糸
の
あ
い
だ
に
あ
る
孔
す
な
わ
ち
間
隙
に
は
い
る
。

精
気
は
少
し
だ
け
間
隙
を
抑
し
広
げ

る
力
が
あ
り
、
そ
の
運
動
の
仕
方
や
:
:
:
管
の
入
り
口
の
開
き
方
に
応
じ
て
、

途
中
で
出
会
う
細
'A
小
を
さ
ま
ざ
ま
に
折
り
出
げ
て
配
置
す
る
。

対
象
の
形
象
に
対

応
す
る
形
象
が
揃
か
れ

-
少
し
ず
つ
、
精
気
の
運
動
の
強
さ
と
長
さ
に
応
じ
て
、
ま
た
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
完
全
に
描
か
れ
、

打木
ご
子

'
A
B

，-d
1
a
 

さ
れ
る
。
」

デ
カ
ル
ト
は
、
共
通
感
覚
と
記
憶
の
違

い
を
説
明
す
る
。

「
:
:
:
こ
れ
ら
の
形
象

[
事
物
の
性
質

(
2

5
Z
門会
)
を
も
表
す
]
の
う
ち
、
観
念
は
:

外
部
感
覚
の

器
官
や
脳
の
内
表
面
に
刻
み
込
ま
れ
る
形
象
で
は
な
く
、
〈
想
像
力
と
共
通
感
覚
の
座
〉
で
あ
る
腺
H
の
表
而
に
、
精
気
に
よ
っ
て
拙
か
れ
る
形
象
だ
け
で
あ
る
。

私
が

H

想
像
し
た
り
感
じ
た
り
υ

と

い
っ
て
い
る
の

に
注
意
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

:
:
:
私
は
、
〈
観
念
〉
の
名
の
も
と
に
、
精
気
が
腺

H
か
ら
出
る
と
き
に
受
け
る
刻

印
す
べ
て
を
広
く
含
め
た

い
か
ら
で
あ
る
口

-こ

の
刻
印
は
、

対
象
の
現
前
に
依
存
す
る
と
き
は
す
べ
て
共
通
感
覚
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
多

く
の
他
の
原
肉
に
よ

っ
て
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
と
き
は
想
像
力
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

」

こ
れ
ま
で
に
み
た
テ
ク
ス
ト
(
特
に
『
規
則
論
』
)
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
、
惣
像
力
を
、
共
通
感
覚
と
区
別
し
、
部
分
的
に
は
記
憶
と
混
同
し
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
で
は

想
像
力
と
共
通
感
覚
に
、
松
果
腺

(
腺
H
)
の
唯
一
の
場
が
あ
て
ら
れ
.

そ
の
数
行
後
に
、
記
憶
は
こ
の
線
の
外
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
テ
ク
ス

ト
の
相
違
点
は
説
明
さ
れ
う
る
c

身
体
的
想
像
力
は
複
合
的
な
機
能
を
も
ち
、

次
の
二
つ

の
条
件
が
想
定
さ
れ
る
。

(
1
)
共
通
感
覚
に
ま
で
至
っ

た
刻
印
(
印
象
)

の

保
存
。

新
し
い
刻
印
を
受
け
と
る
ま
で
持
続
す
る
。

(
2
)
共
通
感
覚
に
お
け
る

こ
れ
ら
刻
印
の
再
現
。
共
通
感
覚
は
、

身
体
的
感
性
の
中
枢
で
あ
り
、
精
神
の
情
動
を

引
き
起
こ
す
唯

一
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
。
過
去
の
刻
印
の
痕
跡
は
、
共
通
感
覚
に
変
化
を
起
こ
す
限
り
で
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
器
官
の
運
動
を
引
き
起
こ
し
、
精

(
ぼ

)

神
に
再
現
を
与
え
る
。
こ
の
二
つ
の
機
能
の
区
別
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

共
通
感
覚
U
現
在
の
刻
印
の
場
は
、

記
憶
H
過
去
の
刻
印
の
場
と
区
別
さ
れ
る

D

だ
が
想
像
力
は

過
去
の
記
憶
と
そ
の
記
憶
の
現
前
の
両
方
を
含
み

そ
の
能
力
を

み
る
か
、

働
き
を
み
る
か
で
、
記
憶
ま
た
は
共
通
感
覚
の
い
ず
れ
か
と
、
混
同
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

一つ

の
機
能
が
想
定
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
位
置
も、

哲
学

・
思
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十
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デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
惣
像
力

)'¥. 

記
憶
を
保
持
す
る
脳
の
部
分
と
、
記
憶
が
再
び
活
動
す
る
松
来
線
の
両
方
に
な
り
う
る
。

『
¥
悶
リ
'
品
川

ー
ノ
日
付
e
-

吉
川
』

の
テ
ク
ス
ト
で
は
さ
ら
に
、
〈
観
念
〉
の
痕
跡
が
ど
の
よ
う
に
血
液
全
体
に
広
が
る
か
、
ま
た
、
胎
内
の
胎
児
の
肢
体
に
母
親
の
観
念
の
痕
跡
が
ど
の
よ

う
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
指
は
刑
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
記
憶
」
の
座
の
あ
る
脳
内
に
観
念
の
痕
跡
が
ど
の
よ
う
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
か
を
み
よ

、っ。
「
線
日
か
ら
出
る
精
気
は
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
観
念
の
刻
印
を
、
つ
け
た
あ
と
、

そ
こ
か
ら
管
:
:
:
を
通
っ
て
、
脳
の
部
分
B
を
構
成
す
る
綿
糸
の
あ
い
だ
の
孔
・

に
は
い
る
c

精
気
は
:
:
:
そ
れ
を
押
し
広
げ
る
力
を
も
ち
、
そ
の
運
動
の
仕
方
や
、
管
の
:
:
:
開
き
方
に
応
じ
て
、

細
糸
を
さ
ま
ざ
ま
に
折
り
曲
げ
て
配
置
す
る
。

そ
の
結
果
、
精
気
は

B
の
部
分
に
も

対
象
の
形
象
に
対
応
す
る
形
象
を
描
く
こ
と
に
な
る
D
:
:
:
少
し
ず
つ
、
精
気
の
運
動
の
強
さ
と
長
さ
に
応
じ
て
、
ま
た
何
回

も
繰
り
返
さ
れ
る
に
つ
れ
て

次
第
に
完
全
に
拙
か
れ
る
。
こ
れ
が
原
因
で

描
か
れ
た
形
象
は
そ
う
容
易
に
は
消
え
ず

B
の
部
分
に
保
存
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
前
に

腺

H
上
に
あ
っ
た
観
念
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
が
現
前
し
て

い
な
く
て
も
、
以
後
長
く
B
に
形
つ
く
ら
れ
る

D

〈
記
憶
〉
が
成
り
立
つ
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
」

そ
し
て
記
憶
の
保
持
や
想
起
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
た
と
え
ば
、
対
象

A
B
C
の
作
用
で
、
管
:
:
:
の
入
り
口
が
押
し
広
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
精
気
が
作
用
の
な
い
と
き
よ
り
は
大
量
に
中
に
入
る
と
き
、

.. 

キ青

気
は
さ
ら
に

:
進
み
、
そ
こ
に
通
路
を
形
作
る
力
を
も
っ
。
こ
の
通
路
は
、
対
象
A
B
C
の
作
用
が
や
ん
だ
あ
と
で
も
、
ま
だ
開
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
:
:
:
脳

の
こ
の
部
分

N
を
構
成
す
る
細
糸
に
、
以
前
よ
り
は
容
易
に
通
路
が
開
く
よ
う
な
あ
る
種
の
傾
向
を
残
す
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
布
地
に
針
や
き
り
を
通
し
た
あ
と
、

度
あ
け
た
穴
が
開
い
て
い
る
か

あ
る
い
は
跡
が
残
る
の
に
た
と
え
ら
れ
る
。

先
程
の
解
釈
が
こ
こ
で
時
認
さ
れ
て
い
る
。
記
憶
力
は

「
保
持
し

の
能
力
で
あ
り
、

共
通
感
覚
に
お
い
て
イ
メ

i
ジ
が
再
構
成
さ
れ
る
た
め
の

「
手
段
L

で
あ
る
。

想
像
力
は
、

1
L
U
Z
1
J
l
d
こ

-一一-H
M刊
ぃ

4.ノ
l
〆、

共
通
感
覚
の
活
動
と
い
う
こ
つ
の
条
件
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
記
憶
は
記
惰
力
に
よ
っ
て
ひ
と
し
く
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が

或
る
も
の
は
も
は
や
感
覚
的
に
存
在
を
品
、
す
こ
と
が
な
く

他
の
も
の
は
そ
の
表
す
対
象
の
感
応
力
を
生
体
組
織
に
蘇
ら
せ
る
の
が

ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
が
説
明

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
記
憶
力
を
共
通
感
覚
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
が
こ
こ
で
身
体
的
な
視
点
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は

(

門

川

)

誌
で
い
え
ば
、
加
熱
意
識
と
意
識
の
心
的
な
区
別
と
い
え
よ
う
口

現
代
の
用



(
2
7記
憶
の
想
起

こ
の
、

い
わ
ば
無
意
識
の
側
の
心
的
領
域
と
も
な
り
う
る
「
記
憶
」
は
、
こ
う
し
た
物
質
的
な
習
慣

(
S
E
c-Z
)
に
よ
っ
て
、
観
念
の
連
結
が
記
憶
の
機
械
的
な
継

起
を
調
整
し
て
い
く
。
脳
内
の
刻
印
の
隣
接
が
そ
れ
ら
の
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
、
こ
の
結
び
つ
き
は
二
重
の
性
質
を
も
っ
こ
脳
実
質
を
構
成
し
て
い
る
細
糸
の
配
置
は
、

後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
か
生
得
的
で
あ
る
か
で
あ
る
。
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
配
置
は
、
精
気
の
進
路
を
変
え
る
す
べ
て
の
状
況
に
依
存
し
て
い
る
の
で
、
後
で
も
っ
と

よ
く
説
明
し
よ
う
。
生
得
の
配
置
は
何
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
・

:
神
は
綿
糸
を
形
作
る
際
に
、
そ
の
関
の
通
路
が
精
気
を
導
け
る
よ
う
に
配
置
し
た
、
し
か
も

そ
の
精
気
は
何
ら
か
の
特
定
の
作
用
に
よ
っ
て
う
ご
か
さ
れ
、
こ
の
機
械
中
に
運
動
を
ひ
き
起
こ
す
た
め
に
行
く
必
要
あ
る
神
経
す
べ
て
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

同
様
の
作
用
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
運
動
を
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
由
来
す
る
本
能
に
従
っ
て
ひ
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
(
:
:
:
)
」
(
〉
「
ミ
・
]也
N
l
-
u
ω
)

脳
の
諸
部
分
間
の
結
び
つ
き
に
は
、
生
得
的
・
原
初
的
な
配
量
が
あ
り
、
ま
た
、
外
的
対
象
か
ら
の
作
用

(能
動
)
や
精
神
の
意
志
作
用
に
よ
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ

こ
の
よ
う
に
観
念
の
連
結
に
よ
っ
て
記
憶
が
順
次
め
ざ
め
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
記
憶
力
の
最
初
の
震
動
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か

D

記
憶
力
が

動
き
う
る
の
は
以
下
の
三
つ

の
場
合
が
あ
る
。

る
配
置
が
あ
る
。
さ
て

ま
ず
第

一
に
、
外
的
対
象
が
私
た
ち
の
う
ち
に
、
す
で
に
経
験
さ
れ
た
刻
印
(
印
象
)
を
も
た
ら
し
、
精
気
に
よ
っ
て
脳
ま
で
運
ば
れ
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
か
っ
て

知
覚
さ
れ
た
類
似
の
イ
メ
ー
ジ
の
痕
跡
に
出
会
う

D

こ
れ
は
今
ま
で
の
説
明
例
で
何
度
も
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
。

第
二
に
、
精
神
が
そ
の
自
由
な
意
志
で
、
共
通
感
覚
に
働
き
か
け
て
求
め
る
記
憶
を
現
す
c

そ
し
て
そ
の
記
憶
が
機
械
的
に
他
の
記
憶
を
呼
ぴ
起
こ
し
て
い
く
。
こ
れ

十
4
y
え
っ

l
l
v
ノ
r
f
i
〆し

「
情
念
論
』

四
二
の
テ
ク
ス
ト
で
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
口

「
ひ
と
は
い
か
に
し
て
自
分
の
記
憶
の
な
か
に
、
想
起
し
よ
う
と
意
士
心
す
る
も
の
を
見
い
だ
す
か
。
(
:
:
:
)
精
神
が
何
か
あ
る
も
の
を
想
起
し
よ
う
と
意
士
心
す
る
場
合
、

そ
の
意
志
の
働
き
に
よ
っ
て
、
腺
は
次
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
側
に
傾
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
気
を
脳
の
各
所
に
押
し
や
り
、

つ
い
に
は
、
想
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
が

か
つ
て
残
し
た
痕
跡
の
あ
る
箇
所
に
精
気
が
ゆ
き
あ
た
る
。
こ
の
痕
跡
は
、
(
:
:
:
)
以
前
に
そ
の
同
じ
対
象
が
現
れ
た
と
き
、

そ
の
現
前
に
よ
っ
て
精
気
が
流
れ
た
こ

と
の
あ
る
脳
の
孔
は
、
再
び
同
様
の
仕
方
で
聞
か
れ
る
こ
と
が
他
の
孔
と
比
べ
て
は
る
か
に
た

や
す
く
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
跡
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
気

は
こ
の
孔
に
ゆ
き
あ
た
る
と
、
他
の
孔
に
入
る
よ
り
も
た
や
す
く
こ
の
孔
に
入
っ
て
い
く
J

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
五
号

九



デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

。

そ
し
て
第
三
に

最
初
の
イ
メ
ー
ジ
が

外
的
対
象
の
現
前
に
も

精
神
の
意
志
に
も
よ
ら
ず

い
わ
ば
偶
然
に

つ
ま
り
生
体
組
織
の
状
態
に
の
み
依
存
し
て
現
れ

る
場
合
が
あ
る
。
「
人
間
論
』
の
テ
ク
ス
ト
に
戻
ろ
う
。
「
腺
を
こ
の
よ
う
に
動
か
す
主
な
原
因
は
、
後
に
述
べ
る
精
神
の
力
を
勘
定
に
入
れ
な
い
で
、
二
つ
あ
る
D
(
:
:
:
)

最
初
の
原
因
は
、
腺
か
ら
出
て
来
る
精
気
の
粒
子
の
間
に
あ
る
差
異
で
あ
る
。
腺
を
持
ち
上
げ
支
え
て
い
る
精
気
の
粒
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
と
ん
ど
常
に
何
か
の
点
に
お

い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
腺
を
揺
れ
動
か
し
て
一
方
へ
傾
け
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
(
:
:
:
)
こ
れ
か
ら
生
ず
る
主
な
結
果
、
(
:
:
:
)
こ
の
線
の
表
面
の
い
く

っ
か
の
箇
所
か
ら
特
に
た
く
さ
ん
で
て
く
る
精
気
は
、
そ
れ
が
流
れ
込
ん
で
い
く
脳
の
内
表
面
の
小
管
を
、
精
気
が
で
て
く
る
方
へ
(
:
:
:
)
向
け
さ
せ
る
力
を
も
っ
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
小
管
と
結
ぴ
付
い
て
い
る
肢
体
を
、
線
日
の
表
面
の
こ
れ
ら
の
箇
所
に
対
応
す
る
場
所
の
ほ
う
へ
動
か
す
。
そ
し
て
、
肢
体
の
運
動

の
観
念
は
、
そ
の
と
、
き
に
腺
か
ら
流
れ
出
す
精
気
の
出
方
か
ら
だ
け
成
り
立
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
運
動
を
引
き
起
こ
す
の
は
運
動
の
観
念
な
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
(
:
:
:
)
腺
日
が
、
理
性
的
精
神
と
外
的
感
覚
の
助
け
な
し
に
、

た
だ
精
気
の
力
だ
け
に
よ
っ
て
い
ず
れ
か
の
方
向
に
傾
く
と
き
、
腺
の
表
面
に
形
成
さ
れ

る
観
念
は
、
(
:
・
:
)
単
に
(
:
:
:
)
精
気
の
粒
子
問
の
不
均
質
か
ら
生
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
記
憶
の
刻
印
か
ら
も
生
じ
る
。
こ
の
腺
が
ち
ょ
う
ど
傾
く
脳
の
箇
所
に
、

あ
る
特
定
の
対
象
の
形
象
が
他
の
形
象
よ
り
も
は
っ
き
り
刻
印
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
向
か
う
精
気
は
、
そ
の
形
象
の
刻
印
を
も
う
け
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
過
去
の
事
物
が
、
と
き
お
り
思
考
の
な
か
に
、

そ
の
記
憶
が
感
覚
に
触
れ
る
い
か
な
る
対
象
に
よ
っ
て
も
強
く
喚
起
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
ま
る
で

偶
然
の
よ
う
に
蘇
る
こ
と
が
あ
る
O
L

デ
カ
ル
ト
の
記
憶
理
論
で
最
も
興
味
涼
い
点
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
内
に
、
外
的
作
用
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
精
神
の
意
志
に
よ
る
の
で
も
な
い
、
イ
メ

i

ジ
が
あ
る
。
動
物
精
気
の
粒
子
は
、
微
細
さ
も
運
動
の
仕
方
も
、
「
そ
れ
ぞ
れ
が
ほ
と
ん
と
は
常
に
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
」
い
て
、
脳
の
な
か
で
も
、
脳
か

ら
体
に
至
る
と
き
も
、
異
な
っ
た
道
を
と
る
。
た
と
え
ば
そ
の
結
果
、
私
の
腕
の
あ
る
動
、
き
が
生
じ
る
。
こ
の
動
き
に
は
、
そ
れ
に
相
関
す
る
脳
の
変
化
が
機
俄
的
に
あ
っ

た
わ
け
で
あ
り
、
私
の
腕
を
動
か
す
観
念
も
ま
た
、
脳
に
結
合
し
た
私
の
精
神
に
提
示
さ
れ
た
口
こ
れ
が
第

一
の
ケ

l
ス
で
あ
る
。
第
二
の
ケ

i
ス
は
、
精
気
が
、

脳
を

通
り
腕
の
筋
肉
に
い
た
る
管
に
拡
が
ら
な
い
で

記
憶
力
の
或
る
袋
に
み
ち
び
か
れ

限
っ
て
い
た
記
穏
を
呼
び
起
こ
す
。

そ
し
て
第
三
は

精
気
が
記
憶
の
袋
を
た
ど

る
仕
方
で
あ
り
、
過
去
に
知
覚
さ
れ
た
棟
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
蘇
ら
せ
、
意
外
な
全
体
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
:
:
:
多
数
の
異
な
っ
た
形
象
が

脳
の
同
じ
場
所
に

ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
完
全
に
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は

精
気
は

各
々
の
刻
印
か
ら
い
く
ら
か
の
も
の

を
、
そ
れ
ら
の
部
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
重
な
り
合
い
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
多
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
、
受
け
取
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
白
昼
夢
を
見
て
い
る
ひ
と
、

つ



ま
り
そ
の
空
想
を
外
界
の
物
体
に
よ
っ
て
他
に
転
ず
る
こ
と
も
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
あ
ち
こ
ち
気
ま
ま
に
さ
ま
よ
わ
せ
て
い
る
ひ
と
の
想
像

の
な
か
に
、
キ
マ
イ
ラ
や
ヒ
ッ
ポ
グ
リ
フ
ォ
ス
の
よ
う
な
怪
物
が
形
作
ら
れ
る
。
」
戸
、
「
ミ
・

5
A
)

m出

何
時
代
の
記
憶
・
想
像
i
l
l
橡
の
移
動
の
問
題

(
1
)
母
斑
、
小
犬
の
像

さ
て
『
人
間
論
』

{
げ
)

で
は
、
「
観
念
の
痕
跡
が
動
脈
を
通
っ
て
心
臓
に
移
り
、

そ
こ
か
ら
血
液
全
体
に
広
が
る
、
:
・
・
:
母
親
の
あ
る
種
の
作
用
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
胎

内
の
胎
児
の
肢
体
に
、
観
念
の
痕
跡
が
と
き
お
り
刻
み
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
『
人
間
論
』

の
機
械
論
的
説
明
に
よ
れ
ば
記
憶
は
、
「
脳
の
内
側
の
部

分
に
(
:
:
:
)
観
念
の
痕
跡
が
刻
み
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
L

形
作
ら
れ
、
精
気
は
観
念
の
「
刻
印
」
を
う
け
、
精
気
の
運
動
に
よ
っ
て
物
体
の
像
さ
ら
に
は
観
念

の
像
が
体
内
で
機
械
的
に
運
搬
さ
れ
、
脳
の

の
産
と
な
る
部
分
に
形
象
を
描
く
の
で
あ
っ
た
。
(
〉
吋

J

ヘ
ベ
戸
口
吋
)

当
時
十
七
世
紀
初
め
は
、
科
学
的
精
神
と
実
験
的
方
法
が
誕
生

ιつ
つ
あ
っ
た
が
、
き
わ
め
て
遅
々
と
し
た
も
の
で
、

一
般
に
は
、
す
べ
て
の
自
然
現
象
を
普
通
的
法

則
に
よ
っ
て
科
学
的
説
明
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
近
代
合
理
主
義
と
は
な
お
遠
く
隔
た
っ
た
心
性
に
あ
り
、
気
象
の
淫
異
現
象
や
奇
跡
的
な
病
気
の
治
癒
が
伝
え
ら
れ
、

(
均
一

魔
術
の
類
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
、
魔
女
や
妖
術
使
い
の
問
題
が
ヨ

i
ロ
ッ
パ
を
覆
っ
て
い
た

D

当
時
の

『
メ
ル
キ
ュ
!
ル
・
フ
ラ
ン
セ
』
誌
を
開
く
と
一
六

三
年
、

「
ア
ン
ス
ニ
で
の
血
の

、
「
ド
イ
ツ
で
の
小
麦
の
一
間
」
、
「
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ボ
ヘ
ミ
ヤ
で
の
血
の
雨
」
「
ポ
ワ
ト
ゥ

l
、
ア
ン
ジ
ュ
!
で
、
雨
に
ま
じ
っ

て
子
供
そ
っ
く
り
の
頭
を
も
っ
た
毛
虫
が
降
っ
た
こ
と
¥
「
ポ
ワ
ト
ゥ

l
で
の
樽
ほ
ど
の
大
き
さ
の
赤
褐
色
の
蛾
¥
「
ニ
オ
!
ル
:
:
:
の
真
っ
黒
な
芋
虫
」
な
ど
が
伝

(ω) 

え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
大
気
中
に
は
恐
ろ
し
い
像
が
見
ら
れ
る
。

が
見
ら
れ
、

/'¥ 

一
六

O
八
年
ア
ン
グ
l
モ
ア
で
は
、
多
く
の
小
さ
な
十
申
告
が
地
上
に
降
り
て
軍
隊
と
な
り
、
森
の
中
に
消
え
て
行
く
の

O
年
に
は
リ
ュ
シ
ニ
ャ
ン
の
城
の
守
備
隊
の
兵
士
た
ち
が
、
血
の
滴
る
槍
を
も
っ
炎
の
男
二
人
が
戦
っ
て
い
る
の
を
見
た
、
等
々
。

デ
カ
ル
ト
も
、
「
山
の

な
ど
に
つ
い
て
手
紙
で
触
れ
、
事
実
と
し
て
は
認
め
る
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
(
〉
・
吋
・
ミ
-
S
l
g
'
2こ
。
石
自
が
聖
ベ
ル
ナ

l
ル

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
五
号



デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

一
一
一一
一

の
像
に
似
て
い
る
と
い
う
奈
跡
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
慎
重
で
は
あ
る
が
、
可
能
性
を
否
定
、
し
て
は
い
な
い
(
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
一
六
三
九
年
六
月
一
九
日
‘

X

戸
、吋己・

日

ω
ア
l
g∞)
。
悪
魔
恐
き
の
兆
候
で
あ
る
痘
響
を
示
し
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
援
鐙
は
超
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
医
学
の
領
域
に
入
る
と
考
え
、

ヴ
ェ

l
ゼ
ル
で
首
吊

り
人
の
口
に
金
の
歯
が
は
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
刊
行
す
る
新
聞
に
依
拠
さ
せ
て
い
る
(
〉
吋

円
N

P

一
六
二
九
年
-
¥「
寸

5
・合

s

∞m

一
六
回

O
年
)
。
そ

し
て
当
時
医
師
た
ち
を
驚
か
せ
で
い

た
と
い
わ
れ
る
、

新
生
児
の
皮
一
勝
の
母
斑
や
、

狂
犬
に
噛
ま
れ
た
人
の
尿
に
現
れ
る
小
さ
な
犬
の
似
姿
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
先

程
の
よ
う
な
理
論
を
も
と
に
、
像
の
移
動
に
よ
る
機
械
論
的
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
。

母
斑
は

『一
胤
折
光
学
」
第
五
部
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
光
と
は
何
ら
か
の
運
動
を
ひ
き
起
こ
そ
う
と
す
る
運
動
ま
た
は
作
用
L

で
あ
り
、

ゆ
え
に
光
線
の
運
動
は
、

「
視
神
経
の
繊
維
全
体
を
動
か
し
、
脳
の
箇
所
を
動
か

す
力
を
も
っ
。
異
な
っ
た
色
は
異
な
っ
た
仕
方
で
」
神
経
や
悩
を
動
か
す
わ
け
で
あ
る

D

こ
う
し
て
「
脳
の
窪
み
の
内
部
表
面
に
、
対
象
に
よ
く
似
た
絵
が
形
作
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
そ
の
絵
は
、
脳
の
窪
み
の
ほ
ほ
中
央
に
あ

っ
て
本
来
共
通
感
覚
の
座
で
あ
る
、
小
さ
な
腺
に
移
さ
れ
る
。
」
さ
ら
に
時
と
す
る
と
、
「
そ
の
絵
が
そ
の
腺
か
ら
妊

婦
の
静
脈
を
通
っ
て
、
胎
内
に
い
る
胎
児
の
一
定
の
肢
体
に
ま
で
移
り
、
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
医
者
を
驚
か
し
て
い
る
母
斑
(
ヨ
ω
「
f
s
q
g〈】巾」
に
変
貌
す
る
あ
り

さ
ま
を
一不
す
。
」

(x
一
、日
ミ
お
む
)

狂
犬
に
噛
ま
れ
た
人
の
尿
に
現
れ
る
と
い
う
小
犬
の
似
姿
に
も
、
母
斑
と
同
棟
の
説
明
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
手
紙
で
、
記
憶
に
つ
い
て
の
重
要
な

説
明
が
な
さ
れ
た
直
後
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
犬
の
似
姿
に
つ
い
て
は
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
的
で
、
作
り
話
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
(
メ
イ

ソ
ニ
エ
宛

一
六
四

O
年
一

月
二
九
日
〉
ベ
ロ
戸
N
O
l
N

メ
ル
セ

ン
ヌ
宛
同
年
四
月
↑
日
{
〉

斗
ミ
‘A
U
)

。

(
2
J
ヴ
ア
二
!
ニ
及
び
当
時
の
想
像
力
理
論

さ
て
母
斑
と
子
犬
の
似
姿
の

こ
の
二
つ
の
事
例
は
、

当
時
ひ
ろ
く
読
ま
れ
大
き
な
反
響
を
え
て
い
た

ジ
ュ

リ
オ
H

チ

ェ
l
ザ
レ

・
ヴ
ァ
ニ

i
ニ
の

『
女
王
に
し
て

女
神
な
る
自
然
の
誇
嘆
す
べ
き
秘
密
に

つ
い
て
』
口
町

ミ
さ
さ
ミ
ζ

き
宣
言
同
月
町
刊
誌
ミ
之
内
号
室
町
三
ミ
ミ
玉
三
ミ
2
5的
二
六
一

ム
ハ
年
)
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た

D

(
お
)

「
妊
婦
は
胎
内
の
胎
児
に
自
分
が
欲
し
て
い
る
こ
と
の
像
を
刻
印
す
る
。
狂
犬
に
噛
ま
れ
た
人
間
の
想
像
力
は
、
自
ら
の
尿
の
な
か
に
犬
の
像
を
出
現
さ
せ
る
D
L

と



こ
れ
ら
の
事
実
は
惣
像
の
力
を
示
す
典
型
的
志
例
と
し
て
示
さ
れ
る
。
ヴ
ァ
ニ
!
ニ
に
と
っ
て
想
橡
力
は
、
精
神
的
な
だ
け
で
な
く
肉
体
的
な
い
し
生
理
学
的
機
能
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
想
像
力
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
(
像
}
は
そ
れ
を
ひ
き
起
こ
し
た
対
象
と
同
様
の
物
体
的
次
元
に
罵
し
、

い
わ
ば
外
的
対
象
の
脳
内
に
お
け
る

対
応
物
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
像
は
移
動
可
能
で
あ
り
、
人
体
の
他
の
部
分
、
さ
ら
に
は
人
体
の
外
部
に
さ
え
出
現
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ァ
ニ
!
ニ
の
多
く
の
同

(
引
)

時
代
人
た
ち
に
も
同
様
で
あ
っ
た
。

てさ
もら
実に
現想
す{象
る25)J 
」む)は

そ
の
作
用
を
外
在
化
し
う
る
c

「
強
力
な
想
像
力
は
精
気
と
血
液
を
意
の
ま
ま
に
あ
や
つ
っ
て
、
精
神
の
思
い
を
内
部
だ
け
で
な
く
、
外
部
に
お

こ
う
し
て
、
空
中
に
出
現
す
る
幻
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
こ
れ
ら
の
幻
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
ほ
う
が
正
当
だ
ろ
う
。
実
際
、

も
し
女
性
が
生
殖
行
為
中
ま
た
は
妊
娠
期
間
中
に
心
に
思
い
描
い
た
こ
と
の
像
を
胎
児
に
刻
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
熱
望
す
る
も
の
ご
と
の
像
を

思
い
の
ま
ま
に
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
不
思
議
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
影
響
(
感
応
)
を
、
つ
け
た
体
液
の
蒸
気
が
体
外
に
失
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
体
内

(
お
)

そ
れ
を
澱
ん
だ
大
気
中
に
ふ
た
た
び
描
き
出
す
:
:
:
」

に
あ
っ
た
刻
印
を
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
、

そ
し
て
ヴ
ァ
ニ

l
ニ
の
理
論
の
出
発
点
を
な
す
の
は
、
自
然
が
秘
密
の
隠
れ
た
力
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
自
然
哲
学
や
魔
術
的
学
問
の
根
底

を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
植
物
、
鉱
物
、
岩
石
の
な
か
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
力
が
潜
ん
で
い
て
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
、
さ
ら
に
は
潜
在
能
力
に
よ
っ
て
、

そ
の
特
性
を
表
す
。
こ
の

隠
れ
た
力
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス

マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
l

ノ
ら
、
生
薬
に
つ
い
て
著
述
し
た
学
者
た
ち
が
取
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し

て
、
こ
の
第
三
の
治
療
手
段
を
知
っ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
は
患
者
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
治
す
と
い
う
結
果
が
生
じ
、
低
学
な
連
中
は
そ
の
効
果
を
悪
魔

の
せ
い
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
」

ヴ
ァ
ニ

i
ニ
の
著
作
は
、
理
論
的
に
は
多
く
を
。
ヒ
エ
ト
ロ
・
。
ホ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
負
う
と
い
わ
れ
る
c

。
ホ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
よ
れ
ば
想
像
力
は
、
動
物
精
気
や
生
命
精

(
お
」

気
を
介
し
て
、
そ
の
効
果
を
外
在
化
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
に
病
や
治
癒
を
移
す
こ
と
さ
え
で
き
る
c

こ
の
よ
う
な
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
理
論
は
、
モ
ン
テ
!
ニ
ュ

(
引
ご

に
も
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
、
パ
ス
カ
ル
も
す
れ
す
れ
の
所
で
接
し
て
い
る
。
想
像
力
は
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ウ
ス
に
お
い
て
、
原
罪
の
伝
達
の
問
題
と
も
つ
な
が
り
、
間

哲
学
'
包
想
論
集
第
十
五
号

一一一



デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

一
二
回

親
の
想
像
力
が
胎
内
の
卯
の
構
造
に
影
響
し
、
現
世
(
肉
)
欲
に
よ
る
両
親
の
行
為
に
よ
り
、
そ
の
な
に
も
の
か
が
子
に
伝
達
さ
れ
、
原
罪
が
い
わ
ば
生
理
学
的
損
傷
と

(ω
)
 

し
て
拡
が
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う

D

想
像
力
に
つ
い
て
は
当
時
、
多
く
の
論
考
や
著
作
が
あ
り
、
た
と
え
ば
一
六

O
八
年
ル
1

ヴ
ァ
ン
で
出
版
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
人
フ
ェ
ア
ン
ス
の
著
書
に
お
い
て
は
、
相
ル

像
刀
は
、
想
像
作
用
を
行
う
血
液
や
精
気
に
力
を
及
ほ
し
、
そ
れ
ら
に
緊
密
に
結
び
つ
い
た
卵
子
や
胎
児
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
ポ
ン

ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
と
反
対
に
、
そ
の
よ
う
な
想
像
力
の
働
、
き
は
他
人
に
は
及
ば
な
い
。
こ
の
本
の
最
終
章
は
当
時
想
像
力
の
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
現
れ
で
あ
っ
た
子
供
へ

(

川
出

」

の
母
斑
を
述
べ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
も
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
の
手
紙
で
、
想
像
力
の
子
供
へ
の
痕
跡
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
「
母
親
の
想
像
力
に
よ
っ
て
子
供
に
刻
ま
れ
る
母
斑
(
』Z
2
5乙
に

関
し
て
は
(
:
:
:
)
検
討
す
べ
き
事
だ
と
思
い
ま
す
口
し
か
し
私
は
ま
だ
、
そ
れ
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
」
(
〉
叫
J~
45
ω
1
5品
)

こ
こ
に
は
、
当
時
の
惣
像
力
理
論
に
汁
す
る
踏
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
た
し
か
に
ヴ
ァ
ニ

1

ニ
と
同
じ
事
例
を
あ
つ
か
っ
た
が
、
ヴ
ァ
ニ

i
ニ
の

よ
う
に
「
自
然
」
が
秘
帝
の
隠
れ
た
力
を
持
つ
こ
と
は
一
認
め
な
か
っ
た
。
像
の
移
動
は
、
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
ヴ
ァ
ニ
!
ニ
の
『
自
然

の
泌
密
に
つ
い
て
』

の
自
然
観
を
否
定
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
『
世
界
論
』
で
「
自
然
L

を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
自
然
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
こ
こ
で
、
な
に
か
女
神
と
か
、
そ
の
他
な
に
か
空
想
的
な
力
と
か
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
物
質
と

:
そ
の
変
化
が
生
じ
る
と
き
に
従
う
諸
規
則
L

な
の
で
あ
る
。
(
〉
吋
，L
ベ
戸

ω寸
)

そ
し
て
本
論
文
で
も
み
て
き
た
よ
う
に
、
記
憶
や
想
像
力
の
物
質
的
基
盤
は
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
魔
術
の
オ
カ
ル
ト
的
な
力
の
概
念
を
ま
っ
た
く
排
除
し
た
、
脳
の
袋
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
や
記
憶
に
か
か
わ
る
様
々
な
問
題
も
、
動
物
精
気
の
機
械
論
的
な
運
動
に
よ
っ
て
生
理
学
的
説
明
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

IV 

精
神
分
析
へ
の
つ
な
が
り

(
1
)
胎
児
期
や
幼
児
期
の
刻
印
(
印
象
)
と
人
間
の
情
念



母
親
の
想
像
力
の
子
供
へ
の
痕
跡
、
胎
児
へ
の
刻
印
な
ど
の
開
題
を
、
デ
カ
ル
ト
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
想
像
力
理
論
と
は
異
な
る
や
り
方
で
、
考
察
を
続
け
る
こ
と
に

な
る
。『

動
物
の
生
成
に
つ
い
て
の
第

一
考
察
』
手

S
R
Sち
E
ξ
35

2吋
h

・2
h
な
お
さ
さ
ミ
ヨ
ミ
ご
さ
ミ
E
S
に
お
い
て
は
、
胎
内
の
受
精
卵
の
形
成
が
、
母
親
と
の
運
動
の
「
交

感
」
日
1
5
3
5
5
か
ら
説
明
さ
れ
(
〉
・
吋
J
H
「
・
刀
巴
印

2
・
)
、
運
動
は
動
物
精
気
に
よ
っ
て
そ
の
流
れ
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
一
六
回
七
年
二
月
一
日
シ
ャ
ニ
ュ
宛
の
手
紙
で
、
胎
児
の
感
情
原
某
一
の
形
成
が
語
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
と
き
、
(
:
:
:
)
わ
れ
わ
れ

の
思
考
に
と
も
な
う
肉
体
の
最
初
の
状
態
は

の
ち
に
思
考
に
と
も
な
っ
て
く
る
肉
体
の
状
態
に
く
ら
べ
る
と

も
っ
と
緊
常
に
忠
考
に
結
び
つ
い
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
。
心
臓
の
周
囲
に
感
じ
ら
れ
る
熱
の
起
こ
り
ゃ
、
そ
の
愛
に
と
も
な
っ
て
見
ら
れ
る
肉
体
の
状
態
の
源
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
(
魂
)
が
肉

体
と
結
び
つ
い
た
最
初
か
ら
喜
び
(
」
0
5
)
、

つ
ぎ
に
愛

2
2
0
2
「
)
、
そ
れ
か
ら
憎
し
み

(
Z
Eめ
)

や
悲
し
み
(
[
「
E
Z
Z
め
)
を
も
ま
た
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
(

ロ

そ
の
と
き
こ
れ
ら
の
情
念
を
精
神
(
魂
)
に
ひ
き
起
こ
し
た
、
そ
の
向
じ
肉
体
の
状
態
が
、

の
ち
に
も
そ
れ
ら
の
情
念
に
必
然
的
に
と
も
な
っ
た
と
思
う
。
」

「
精
神
(
魂
)
の
最
初
の
情
念
(
受
動
)
が
喜
び
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
、
魂
が
肉
体
の
な
か
に
括
っ
た
の
は
肉
体
が
き
わ
め
て
良
い
状
態
に
あ
っ
た
と
き
と
し

か
考
え
ら
れ
ず
、
そ
し
て
肉
体
が
そ
の
よ
う
に
良
い
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
当
然
わ
れ
わ
れ
に
喜
び
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
肉
体
が
良
い
状
態
に
あ
る

と
き
は
、

お
そ
ら
く
同
時
に
そ
の
近
く
に
、
肉
体
の
滋
養
と
な
る
に
過
し
た
な
ん
ら
か
の
物
質
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
魂
は
、
こ
の
新
し
い
物
質

と
心
か
ら
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
愛
を
い
だ
く
(

)
。
問
機
に
、
後
日
、

こ
の
養
分
が
品
切
れ
に
な
っ
た
場
合
、
魂
は
そ
の
た
め
に
悲
し
み
を

感
じ
、
(
:
:
:
)
変
わ
り
に
や
っ
て
き
た
滋
養
物
が
、
肉
体
を
養
う
の
に
適
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
対
し
て
憎
し
み
を
い
だ
い
た
(
:
:
:
)
」

「
以
上
回
つ
の
情
念
こ
そ
，

わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
、
ま
ず
最
初
に
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
が
母
胎
を
出
る
に
先
立
っ
て
、

い
だ
い
た
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
情
念
に
ほ
か

な
ら
な
い

9

そ
れ
ら
は
、
当
時
き
わ
め
て
混
濁
し
た
感
覚
な
い
し
思
考
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
精
神
(
魂
)
は
，
物
質
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た

た
め
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
刻
印

(
5
2
.
3
ω
5
コ
ω)
を
、
つ
け
る
以
外
、
ま
だ
何
に
も
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。
」

三
O
l
四
O
m

{
お
)

の
胎
児
に
お
い
て
感
覚
が
あ
る
役
割
を
果
し
始
め
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
現
代
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
奇
異
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
さ
ら
に
現

デ
カ
ル
ト
の
情
念
理
論
を
医
学
思
惣
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
W
・
リ
!
ゼ
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
内
受
容
性
、
自
己
受
容
性
の
感
覚
や
、
六
ー
九
ヵ
月
、

」
土
、
主
討
中
¥
J
A
斤
こ
よ

1
、ま
、

サ

イ

ト

小

本

eよ
Z
t
ノ1
ノ

e
Z
1
1by

c

J
A吋

l
'

誕
生
が
精
神
生
活
に
永
続
的
痕
跡
を
残
し
う
る
よ
う
な
心
的
外
傷
と
し
て
体
験
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、

た
と
え
ば
ラ
ン
ク
の
出
産
外
傷

哲
学
・
思
想
論
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十
五
号
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憶
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説

lま34

ブ
ロ
イ
ト
も
大
き
な
関
心
を
も
ち
、
人
間
の
神
経
系
に
初
め
に
刻
み
込
ま
れ
る
記
憶
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
げ
て
い
る
。

同
じ
シ
ャ
ニ
ュ
宛
の
手
紙
で
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
、
欲
求
、
感
覚
は
一
神
経
の
あ
る
穫
の
働
き
に
よ
っ
て
精
神
(
魂
)
の
な
か
に
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
混
濁
し
た
思
考
に
ほ

か
な
ら
ず
、
そ
の
思
考
が
精
神
(
魂
)
を
動
か
し
て
、
理
性
的
愛
と
い
、
つ
も
う
ひ
と
つ
の
も
っ
と
明
断
な
思
考
へ
向
か
わ
せ
る
」
と
デ
カ
ル
ト
は
言
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
の
胎
児
期
や
幼
児
期
の
混
濁
し
た
思
考
が
理
性
的
思
考
に
つ
な
が
り
、
理
性
的
思
考
に
よ
っ
て
、
精
神
(
魂
)
の
判
断
が
愛
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
も
の
を
愛
す

る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
結
論
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
初
め
の
数
年
間
に
か
た
ち
令
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
負
っ
た
も
の
と

L
て
、
現
れ
る
情
念
の
ダ
イ
ナ

ミ
y

ク
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
機
械
論
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
従
来
の
デ
カ
ル
ト
と
は
異
質
な
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
リ
!
ゼ
は
付

(
お
)

け
加
え
る
。

た
し
か
に
精
神
(
魂
)
は
白
立
的
な
意
識
活
動
に
高
ま
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
情
念
を
経
験
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
感
覚
す
る
こ
と
も
、
思
考
日
意
識
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
が
、
吋
哲
学
原
理
」

一
!
i
九
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
感
覚
す
な
わ
ち
情
念
は
、
「
心
身
間
の
密
接
な
結
合
の
た
め
に
混
濁
し
不
明
瞭
に
な
っ
た
知
覚
に
数
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
『
情
念
論
」
二
八
)
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
特
に
子
供
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
(
「
第
六
答
弁
』
〉
・
吋
・
只
4

自
由
)
。

そ
れ
ら
の
混
濁
し
た
不
明
瞭
な
感
覚
リ
情
念
が
刻
み
こ
ま
れ
た
人
生
の
初
め
の
痕
跡
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
生
活
の
す
べ
て
を
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
シ
ャ
ニ
ュ
宛

の
一
六
四
七
年
二
月
一
日
の
手
紙
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

初
期
の
『
音
楽
提
要
」
第
一
章
末
尾
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
人
間
の
声
を
わ
れ
わ
れ
に
最
も
気
に
入
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
で
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
最
も
適
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ

れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
情
念
の
共
感
と
反
感
か
ら
、
最
も
親
し
い
も
の
の
声
は
敵
の
そ
れ
よ
り
も
快
い
の
で
あ
ろ
う
(
:
:
:
)
」
玄
・
汁

H
S
)
音
の

ひ
き
起
こ
す
情
念

2
5
2
5
)
を
う
み
出
す
性
質

2
5
三
o
コ
g)
を
新
し
い
近
代
の
自
然
学
に
よ
る
機
械
論
的
な
説
明
を
試
み
る
な
か
で
、
物
理
的
に
は
説
明
し
え
な

い
、
人
間
の
声
へ
の
共
感
と
反
感
が
、
友
へ
の
快
の
記
憶
、
敵
へ
の
不
快
の
記
憶
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
情
念
の
共
感
・
反
感
が
個
人
の
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
説
明
さ

(
幻
)

れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

幼
児
体
験
に
つ
い
て
は
、
生
理
学
的
に
は
幼
児
期
に
生
じ
た
「
大
脳
の
刻
印

5
宮

.
2
ω
5
ど
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
(
シ
ャ
ニ
ュ
宛

一
六
四
七
年
六
月
六
日
、
・
ム
・
吋
六

日
)
、
さ
ら

の
人
間
に
お
け
る
情
念
の
効
果
や
原
因
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
(
『
情
念
論
』

一一一二ハ)。



「
た
と
え
ば
、
直
剛
被
の
香
り
を
か
い
だ
り
、
猫
を
見
た
り
す
る
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
或
る
人
々
に
み
ら
れ
る
奇
妙
な
「
練
忌
」

ω
〈
め
「
巴
。
ロ
は
、
(
:
:
:
)
生

ま
れ
た
当
初
な
に
か
同
じ
よ
う
な
対
象
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
害
を
加
え
ら
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
母
親
が
妊
娠
中
そ
れ
ら
の
対
象
に
よ
っ
て
害
を
加
え
ら
れ
た
母
親

の
感
覚
に
共
感
し
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
母
親
の
身
体
運
動
と
、
胎
内
に
い
る
子
供
の
身
体
運
動
の
あ
い
だ
に
は
す
べ
て
関
係
が
あ
る
(
:
:
:
)
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

蕎
蔽
の
香
り
が
、
ま
だ
揺
鮭
に
い
た
こ
ろ
、
あ
る
子
供
に
ひ
ど
い
頭
痛
を
お
こ
し
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
猫
に
ひ
ど
く
脅
え
た
こ
と
が
あ
る
の
に
、
誌
も
気
づ
か

ず
、
本
人
も
そ
れ
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
と
い
、
ゥ
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
も
、

そ
の
と
き
菩
被
や
猫
に
た
い
し
て
抱
い
た
「
嫌
忌
」
の
観
念
は
、
そ
の
子
供
の
脳
内

に
終
生
刻
み
込
ま
れ
る
。
」

マ
リ

i
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
の
蓄
被
嫌
い
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
デ
カ
ル
ト
は
そ

(
ぷ
)

の
よ
う
な
「
嫌
忌
L

を
、
現
代
の
精
神
分
析
で
用
い
ら
れ
て
い
る
精
神
的
外
傷
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

当
時
こ
の
よ
う
な
斎
妙
な
「
嫌
忌
」
の
例
と
し
て
、

ア
ン
リ
三
世
の
猫
嫌
い
、

2 

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

現
代
の
精
神
分
析
の
創
始
者
フ
ロ
イ
ト
は
真
理
へ
の
渇
望
の
な
か
で
、

も
っ
と
も
抑
圧
さ
れ
覆
い
隠
さ
れ
斥
け
ら
れ
て
い
る
現
実
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
現
実
を
経
験

す
る
な
か
で
、
「
年
意
識
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
。

フ
ロ
イ
ト
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
経
験
し
た
の
は
、
パ
リ
留
学
時
、

サ
ル
ペ
ト
リ
エ

i
ル
病
院
の
シ
ャ
ル
コ

i
の

も
と
で
あ
っ
た
が
、
組
織
解
剖
学
を
基
礎
と
し
た
神
経
学
者
フ
ロ
イ
ト
が
精
神
分
析
の
創
始
者
に
変
貌
し
て
い
く
過
程
は
こ
こ
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。

多
く
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
に
は
、
心
的
外
傷
と
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
誘
因
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
恐
怖
、
不
安
、
恥
辱
、
心
的
苦
痛
の
よ
う
な
苦
痛
情
動

(
ぬ
)

を
よ
び
お
こ
す
よ
う
な
体
験
は
す
べ
て
心
的
外
傷
と
し
て
作
用
し
う
る
。
誘
因
と
な
る
心
的
外
傷
、
な
い
し
そ
れ
へ
の
回
想
は
、
異
物
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
用
し
、

こ
の
異
物
は
、
侵
入
後
な
お
も
ヤ
む
こ
と
な
く
作
用
を
お
よ
ほ
し
続
け
る
原
動
力
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誘
国
と
な
る
事
象
の
回
想
を
完
全
な
明
白
さ
で
呼

び
お
こ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
に
随
伴
し
て
い
た
感
動
を
も
呼
び
さ
ま
す
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
う
え
で
患
者
が
自
ら
そ
の
事
象
を
で
き
る
だ
け
精
細
に
述
べ
て
そ

の
感
動
に
言
葉
を
あ
た
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
個
々
の
ヒ
ス
テ
リ

i
症
状
は
消
滅
す
る
。
誘
因
と
な
る
事
象
は
何
年
か
た
っ
た
後
で
も
、
ま
だ
な
ん
ら
か
の
形
に
お
い
て

作
用
を
お
よ
ほ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
中
間
国
子
の
連
鎖
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
作
用
す
る
の
で
は
な
く
て
、
直
接
的
に
原
動
力
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
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デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

ノ¥

た
と
え
ば
、
目
ざ
め
て
い
る
意
識
の
な
か
で
思
い
お
こ
さ
れ
る
心
的
苦
痛
が
、
後
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
涙
の
分
泌
を
促
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
速
い
過
去
の
体
験
が
こ

れ
ほ
ど
に
強
く
作
用
し
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
大
部
分
は
無
意
識
的
な
記
憶
の
追
想
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』

一
八
九
五
年
)

一
八
九
六
年
に
警
か
れ
た
『
科
学
的
心
理
学
草
稿
』
で
フ
ロ
イ
卜
は
、
記
憶
を
保
持
し
、
知
覚
を
受
容
す
る
能
力
を
保
ち
続
け
る

ニ
ュ
ー
ロ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
特
質
を

(
叫
)

考
察
す
る
。
知
覚
を
つ
か
さ
ど
る
(
な
ん
の
抵
抗
も
し
な
い
し
、
な
に
も
滞
留
さ
せ
な
い
)
透
過
性
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
φ
シ
ス
テ
ム
と
、
記
憶
の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
お
そ
ら
く
は
心
的
事
象
全
般
の
担
い
手
で
あ
る
(
抵
抗
を
持
ち
、
国
軍
を
保
持
す
る
)
非
所
一
過
性
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
守
シ
ス
テ
ム
と
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
記
憶
は
、

V
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
「
通
用
}
の
差
異
」
己
コ
Z
「

3
2
5
(一三コ〔一

g
E
UコZ
D
m
刊
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
通
道
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
。
記
憶
す
な
わ
ち
、
あ
る
体
験

の
持
続
的
な
影
響
力
は
、
印
象
の
大
き
さ
と
呼
ば
れ
る
要
因
と
、
同
一
印
象
の
反
復
の
頻
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
記
憶
の
所
在
を
つ
き
と
め
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
も
、

原
則
と
し
て
他
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
の
い
く
つ
か
の
連
絡
路
(
つ
ま
り
接
触
防
壁
)
を
想
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
:
:
:
。

き
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
神
経
系
の
な
か
に
初
め
に
刻
み
込
ま
れ
る
記
憶
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
「
苦
痛
」
の
体
験
の
な
か
に
求
め
、

こ
の
「
苦
痛
」
の
械
式
と
し
て
、
根
源
的
「
分
離
」
の
体
験
が
想
起
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
ラ
ン
ク
の
出
産
外
傷
説
に
大
き
な
興
味
を
よ
せ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
っ

へ
川
)

た
ろ
う
し
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
の
「
分
離
」
が
「
通
道
」
由
主
}
コ
三
}
民
と
し
て
神
経
系
に
登
録
さ
れ
る
と
考
え
た
の
だ
つ
が
。

フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て

「
州
国
…
意
識
」

と
は

「
無
意
識
の
記
憶
」

で
あ
っ
た
。

フ
ロ
イ
ト
は

瞬
時
に
消
え
去
る
は
ず
の

一
心
)

に
み
ら
れ
る
が
、

「
知
覚
」
と
、
保
存
さ
れ
る

「
記
憶
」
と
は
別
の

系
に
属
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

(

川

刊

)

ら
れ
て
い
る
。
意
識
は
精
神
過
程
の
特
殊
な
ひ
と
つ
の
機
能
に
す
ぎ
ず

そ
れ
は
す
で
に
『
科
学
的
心
理
学
草
稿
」

一
九
二

O
年
の

『
快
感
原
則
の
彼
岸
』

に
詳
し
く
述
べ

外
界
か
ら
く
る
刺
激
の
知
覚
と
心
的
装
置
の
内
部
か
ら
発
生
す
る
快
不
快
の
感
情
を
供
給
す

る
こ
と
か
ら

知
覚
l
意
識
W
l
B
w
の
体
系
に
は

一
つ
の
空
間
的
位
置
が
想
定
さ
れ
る
1

1

外
部
と
内
部
の
境
界
に
位
し
て

外
部
に
向
か
っ
て
い
る
と
と
も
に

他
の
心
理
体
系
を
包
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
よ
う
な
。

他
の
心
則
一
体
系
内
の
あ
ら
ゆ
る
興
裕
過
程
は
、
そ
の
体
系
の
な
か
に
記
憶
の
基
盤
と
な
る
持
続
的
痕
跡
を
残
し
、
と
き
に
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
記
憶
残
浮
き
え

残
す
と
仮
定
さ
れ
る
口
持
続
的
痕
跡
を
残
す
過
程
が
、
意
識
に
上
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
痕
跡
は
し
ば
し
ば
最
も
強
力
で
あ
り
ま
た
永
続
す
る
。
だ
が
、
こ
の
よ

う
な
興
奮
の
持
続
的
痕
跡
が
、

w
l
B
w
体
系
に
も
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
え
ず
意
識
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
持
続
的
痕
跡
は
、
新
し
い
刺
激
を
受
け
入
れ
る

体
系
の
適
性
を
た
だ
ち
に
制
限
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
意
識
す
る
こ
と
と
記
憶
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
と
は
、
同
一
の
体
系
で
な
い
と
す
る
推
測
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
。



B
W
体
系
内
で
は
、
興
奮
過
程
は
意
識
さ
れ
る
が
、
持
続
的
痕
跡
は
残
さ
な
い
、
と
い
え
よ
う
。

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
療
法
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
隠
れ
た
常
意
識
の
記
憶
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
く
の
場
合
そ
れ
は
、
患
者
が
お
こ
す
「
抵
抗
」
に

よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
感
情
や
欲
求
が
抑
迂
さ
れ
て
任
意
識
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
意
誠
す
る
こ
と
に
激
し
い
不
快
や
苦
痛
、
不
安
、
罪
悪
感
を

生
じ
る
た
め
と
も
い
え
る

D

加
熱
意
識
化
さ
れ
た
記
憶
を
意
識
化
す
る
と
き
、

そ
れ
ら
の
不
快
、
法
崎
、
不
安
、
罪
悪
感
は
激
し
く
再
現
さ
れ
、

ト
で
つ

と
す
る
治
療
は
妨
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
フ
ロ
イ
ト
は
「
抵
抗
一
と
よ
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
抗
抗
を
分
析
し
克
服
し
て
い
く
技
法
が
、
言
葉
に
よ
る

で
あ

り
、
「
心
に
浮
か
ん
だ
ま
ま
を
話
す
」
(
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』
)

の
が
そ
の
基
本
原
別
別
で
あ
る
口

自
由
連
惣
法
を
く
り
返
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
ま

の
世
に
あ
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
の
幼
児
的
な
感
清
や
興
奮
、
体
験
が
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
患

者
の
生
活
史
が
遡
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

の
生
活
史
の
な
か
で
引
き
起
こ
さ
れ
抑
圧
さ
れ
て
し
ま
っ

や
態
度
は
、
過
去
の
対
象
か
ら
治
療
者
に
置
き
換
え

転
移
さ
れ
る
。
こ
の
転
移
現
象
が

の
幼
児
体
験
の
再
現
で
あ
る
。
転
移
の
分
析
を
通
し
て

の
幼
児
期
に
お
け
る
心
的
葛
藤
を
治
療
者
と
の
あ
い
だ
で
再
現

し
潟
察
し
て
い
く
治
捺
過
枕
こ
そ
分
析
療
法
の
核
、
心
で
あ
る
と
、

フ
ロ
イ
ト
は
考
え
る
に
い
た
っ
た
c

フ
ロ
イ
ト
は
無
意
織
の
発
見
と
と
も
に
性
欲
の
概
念
を
拡
張
し
、
さ
ら
に
性
本
能
を
、
日
投
(

)
に
従
う
自
己
保
存
本
能
と
付
抗
し
て
働
く

の
基

本
動
因
と
み
な
し
た
c

フ
口
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
性
欲
活
動
は
、
「
出
産
後
ま
も
な
く
現
れ
、
四

l
五
歳
の
終
わ
り
に
頂
点
に
達
し
、
エ
デ
ィ
プ
ス
状
況
を
あ
ら
わ
し
、

そ
の
抑
圧
と
と
も
に
滑
伏
期
に
入
っ
て
、
休
止
し
、
思
春
期
と
と
も
に
再
び
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
思
春
期
以
後
の
い
わ
ゆ
る
性
活
動
の
原
型
が
幼
冗
期
に
つ
く
り
上

げ
ら
れ
る
。
」
乳
幼
児
期
の
性
的
欲
望
は
、

エ
デ
ィ
ッ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ

y

ク
ス
を
頂
点
に
理
論
化
さ
れ
る
c

こ
の
概
念
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
理
論
の
核
心
と
な
り
、

山
中
ス
ム
ム
モ
ー
氏
、
与
」

+jが
」
八
品
/
¥

a，千
S
Fげ
す

M
1
4イ
λ

J
，/
l

u

J

{

4

/

フ
ロ
イ
ト
の
社
会
・
文
化
・
宗
教
・
芸
術
の
諸
分
野
で
の
、
人
間
把
握
の
展
開
の
基
礎
と
な
る
。
ま
た
個
々
の
人
間
に
と
っ
て
、
六
歳
頃
に
消
失

す
る
エ
デ
ィ
ッ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
y

ク
ス
の
解
消
の
さ
れ
方
が
、
性
格
形
成
、
性
的
問
一
の

イ
ト
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

超
自
我
の
形
成
、
神
経
症
の
発
生
な
ど
の
重
大
要
因
に
な
る
と
フ
ロ

や

や

や

デ
カ
ル
ト
か
ら
フ
ロ
イ
ト
へ
と
短
絡
さ
せ
す
ぎ
で
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
問
、
た
と
え
ば
、
お
そ
ら
く
現
代
の
「
無
意
識
」
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
の
概
念
を
直

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
五
号

九



デ
カ
ル
ト
の
身
体
的
記
憶
と
想
像
力

。

接

的

に

示

し

て

い

る

メ

i
ヌ

・
ド

・
ピ
ラ

ン

l
l
デ

カ

ル

ト

の

そ

れ

は

間

接

的

で

し

か

な

い

だ

ろ

う

ー
ー

ベ
ル
グ
ソ
ン
の

『
物
質
と
記
憶
』

デ
カ

ル
ト
と
ほ
ぼ
同

時
代
に
「
無
意
識
」
に
言
及
し
て
い
る
ラ
イ
フ
ニ
ッ
ツ
等
々
、
と
り
あ
げ
る
べ
き
事
は
、
数
多
く
あ
る
し
、
ま
た
、

フ
ロ
イ
ト
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ネ
や
シ
ャ
ル
コ
!
に

も
問
題

は
つ

な
が

る

か

も

し
れ
な
い

。

j主

(
1
)
F
-一一三
-
3
?
「
一
一
-
一
v
g
-
一
)
ム
コ
-

K
ケ

寸

戸

N
C
O
Z
e
M
一
一
三
二
之
江
守
口
}
呂
町
三
さ
ま
な
ど
参
照
。

(
2
)
シ
ェ
ン
ケ
リ
ウ
ス
法
ル
ル
ス
の
弟
子
。
彼
の
品
川
崎
な
著
作

『記
憶
術
』
の
ヨ
ハ
ン
、
ネ
ス

・
ペ
ッ
プ
に
よ
る
注
解
が
一
六
一
七
か
ら
一
六
一
九
年
に
か
け
て
リ
ヨ
ン
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の

論
点
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
勺
ま
∞
。一
z。刀C印E印竺戸一fe
ハG川

U~むミ亡玄5戸ζ
杭〔
、」U泣注~々S玄司ご三~ご三【ご~で」ミ町ミ3可弓5臼=三2三~ε凡;戸仇μ
-
k〉守戸マ可hごF

三きv』

5
α
g
O
弓門℃忘)也勺

-Nヘ品?一「
.

E
U
-
-
m
ω
1
5
m
・
出
ω
o
清
瀬
卓
訳
「
此
日
通
の
鍵
」
図
書
刊
行
会
一
九
八
四
。
当
時
の

「
記
憶
」
に
つ
い
て
の
著
名
な
蓄
や
議
論
に
つ
い
て
は
、
刀
2
3
4
C
5
M
-

円

¥
3
5
ごた
E

E
ミ
2
・
匂
主
ム
・
コ
ち
参
照
。
ま
た
一
七
位
紀
に
は
記
憶
と
そ
の
異
常
が
多
く
の
医
師
た
ち
の
関
心
を
ひ
い
て
い
た

i

ベ
〈
2
3
一
5
2
・
3
5
ミ
号

~ミ
ミ
h
p
E
コ
旬
、
三
好

訳、

白
水
社
、
文
庫
ク・

セ
・ジ

ュ、

℃
∞
N
・

(
3
)
匁

C
M
U
--OKV・円九九

(
4
)
刀
O(-5
・「巾
J

三日
・
0
も
コ
~
・℃
℃一1
0!一
ミ・

(
5
)
動
物
に
そ
の
よ
う
な
楠
」
仰
の
み
に
属
す
る
記
憶
が
な
い
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
動
物
機
械
論
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

(6
)
ロ
2
n
E
ユ
巾
印
-
白
5
5
E
E
8
ミ
之
さ
存
在
5
2

宏
一hf一空
5
・
こ
一
七

5
P
【
こ

(
7
)
何
c
m
ロ
コ
乃
の
ニ
日
C
D
-
h
a
s
w
一
三
ミ
之
内
ヒ
ミ
-
-ω
N
中
℃
∞
吋
一
円
『
」
2
5
1刃
{
)
σ
月
三
〉
「
コ
戸
C民
N
Z
Y
A
Y
「
噌
]
コ
g
m
E
E
C
O
コ
門
芯
玄
町
「
日
巾
門
戸
コ
町
内
日
勺
m
-
u
n
h
H
一
-
三

、」Hpzhh』ピロ
ー「ZHphHXhH~se日出O呂田・〉け
巾
門
戸
内
。
-
コ
V
∞
∞
・
℃
N
m
N

日

2

(
8
)
現
代
の
脳
生
理
学
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
袋
L

は
大
脳
皮
質
の
円
2
・
Z
同
を
想
起
さ
せ
る
と

い
う

(
山
℃
三
5
J
何
コ
胃
一
Z
三
二
「

(
内
丸
山
)
-

コミ之、巴旬、
戸内え
た
む
~
M
h
H
句、文句M・

o・見
合巳
作
一
勺
z
σ・(U0
・
-
C寸
。

℃

印

)

(
9
)
以
下
は
次
を
参
照
o
r
z
一
E
E
O
「
ヨ
ヤ
広
三
宮
5
2
8
弓
O「町一一巾

の
こ
伊
豆
町
『
き
ご
と
三
町
一
一
2

Z
円一一円

ハ一N5
M
g

z
-
一
o
ω
o
u
y
-
m
円
一
月
号
口
市
日
門
戸
H
A
m
M
-
E
E
さ
む
と
え
さ
え
へ
宮
内
室
、
n
d
E
3
5
1

ご
も
芯
へ
こ
へ
九
時
、
止
と
。
h
o』

vr
-n
{〈
(

円
。

o
c
)
・勺白「
-M・

(い。工コ

){h
V
O
N
-
℃
N
α
N
U
D
e

(
刊
)
現
代
の
脳
生
理
学
者
エ
ッ
ク
ル
ズ
が
、
本
の
紙
、
イ
ン
ク
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
文
字
と
、
脳
・
精
神
の
関
係
を
述
べ
る
と
き
、
こ
れ
と
同
械
の
問
題
設
定
が
感
じ
ら
れ
る

(
J
.
C
.

エ
ッ
ク
ル
ズ
『
脳
』
共
江
山
版
)
。

(
日
)
}
ヨ
℃
「
2
日
】
O
コ
普
通
は
「
印
象
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
特
に
こ
の
『
人
間
論
』
に
お
い
て
は
物
質
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
の
で
「
刻
印
」
と
訳
さ
れ
る
(
白
水
社
、

デ
カ
ル
ト
著
作
集
四
伊
東
俊
太
郎
、
境
川
徹
也
訳
、
U
N
U
ω
、
訳
注
七

O
参
照
)
。

(
は
)
「
さ
〔
一
O
「
ヨ
ヤ
山
之
内
ニ
ち
N
U可一山
l
N
吋ω

、〉H~ouS」ぜ
な

H
h
Q
九
九
三
H
mミ目
的
Hミ
Hh
q¥1hp
h



(日

)
{
U
E
-

一UNJ
コぃ・

(
リ
ハ
)
火
に
よ
っ
て
手
が
や
け
ど
し
、
管
に
は
い
る
精
気
を
あ
る
方
向
に
む
か
わ
せ
る
例
が
あ
げ
ら
れ
る
c

(
日
)
以
下
は
Z
Eo--ヨ
下
回
ユ
円
二

3
N
コ
ヌ
一
参
照

(
日
)
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
「
し
か
し
、
こ
こ
で
最
も
考
察
に
値
す
る
と
忠
わ
れ
る
記
憶
の
働
き
は
、
こ
の
機
械
が
、
な
か
に
精
神
が
な
く
て
も
、
本
当
の
人
間
や
他
の

頻
似
の
機
械
が
そ
の
日
の
前
で
行
う
す
べ
て
の
巡
動
を
、
自
然
に
ま
ね
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(
げ
)
こ
こ
で
の
縦
念
は
、
「
坤
一
性
的
精
神
が
機
械
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
何
ら
か
の
対
象
を
惣
像
し
た
り
感
じ
た
り
す
る
場
合
に
、
直
接
に
眺
め
る
形
あ
る
い
は
像
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
も
の
」
で
あ
り、

知
覚
・
感
覚

・
想
像
力
の

い
わ
ば

〈
物
理
的
条
件
〉
で
あ

っ
て
、
精
神
の
作
用
で
は
な

い
。
伊
東
・
塩
川
訳
℃
・
3
P
訳
注
八
二
参
照
。

(
日
間
)
奇
跡
的
な
病
気
治
癒
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
お
O
Z
ユ
玄
き
門
一
「
O
F
-
-
~
ミ
ミ
ご
ミ
~
宝

R
E
m
d
g
と
え
さ
ミ
3
ζ
-
℃
ミ
0
・
2
2
-
L
向
山
=
日
出
(
)
門
戸
e
E
~
5
h
h
h
q
芝
山
民
一
戸
町
三
と
さ
目
2
』
記
号
C
F
へ
ミ
吉
弘

E
h
h
h
三
・
〈
ご
=
・
3
ω
ω
-
U
Pω一ωiω
エ
-
魔
女
裁
判
に

つ
い
て
は
、
刀
玄
白
『
}己「CC
L
EFh-
h支
え
以
内
ご
C
R
E
N
-
-
2
2~=
2
m
』
ど
に
F
H
M
旬
、
ミ
ミ
2
5eR・

2
2
-
z
。
∞
な
ど
参
照。

(
川
口
)
白

2
2
0
2
・
E
ミ
℃
ω
ご
・

(
初
)
ミ
町
可
町三
、町
¥
.
さ
}
目
h
C
H
F
5
0
∞
-
}
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ニ
(
回
C
M
印
(
)
コ
・
3
H
に
ち
℃
ω
ご
l
ω
一
∞
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・

(
幻
)
~
、
一
q
s
t
Q
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~
司
さ
5
ミ
芯
之
、
三
吉
町
、
『
ミ
ζ
~
ご
と
乞
町
三
=
ξ
T
E
h
ご
た
ご
-
3
『
戸
山
・
5
N
O
(
∞
戸
一
日
出
O
コ
-
E
H
へ
~
℃
ω
一
N
)
・

(
辺
)
〈
ロ
コ
三
?
の
-
2
一
-
C
C
M
U
「
巾
(
本
名
E
E
-
-
0
・

-ugー
一
2
3
・
ヴ
ァ
ニ
l
ニ
の
生
涯
お
よ
ぴ
著
作
に
つ
い
て
は
次
を
参

m
・OE--一巾

Zυ

ヨ
合
・
戸
ご

γ

よ
同
町
二
.
0
2
E
之
へ
た
¥
(
い

J

て
き
凡
さ
ミ
ご
ミ

之
内
k
~
戸
~
尽
き
ま
喝
さ
c
ミヘ』
，

C
ミ
E
k
h
k
丈
こ
三
』
に
こ
5
2
~
。
~
p
ぐ
円
。
5
・
3
∞
0
・
生
託

に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
之
さ
-
2
b
s
ミ
ミ
去
さ
こ
ロ
ミ
へ
た
」
ミ
2
n
b
ミ
て
へ
~
三
三
へ
た
三
=
5
2
5
-

r一
コ
ロ
2
2
同
門
一
一
三
2
E
R
な
お
以
下
も
参
照
。
花
田
圭
介
「
フ
ラ

ン
ス

に
お
け
る
ヴ
ァ
ニ
i
ニ
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raisonable" (A Chanut， la meme lettre). Les sentiments confus de notre enfance demeu-

rent joints aux pensees raisonables par lesquelles nous aimons ce que nous en jugeons 

dignes. C'est une conclusion singulierement moderne， une interpretation dynamique des 

passions qui apparaissent comme chargees d' imα~ges se formant dans les premieres 

annees de notre vie駒
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ere a lui representer un souvenir qu'elle recherche， et ce souvenir peut en evoquer 

mecaniquement d'autres (P，αssions de 1託me，42). 3) ou bien enfin l'apparition d'une pl・e-

miere image est pour ainsi dire fortuite， c'est-a-dire ne depend que l'et21t de l'orga-

nisme， non de la presence de I'objet exterieur， ou de 121 volonte de l'ame (1'rαII台de

L'Hοmme， A. T‘XI， 183-184). Voila l¥m des points les plus interess21nts de la 仙台orie

de Descartes -_  il appar21it en nous des images q ui ne sont produites ni p21r I'action 

des objets exterieurs， ni par celle de Ia volonte. Mais selon les esprits animaux qui pre-

nnent dans le cerveau et de la dans l'organisme des chemins differents. 

Dans le 1'rαite de l'Homme Descartes remarque que les traces des idees passent 

par les arteres vers le cぽ uret rayonnent en tout le sang一一-et meme elles peuvent 

etre d仕出、minees，par certaines 21ctions de la mere， a s'imprimer sur les membres de 

I'enfant q ui se forme dans ses entrailles (A. T. XI， 177). Cette theorie de la transmis-

sion des images a travers le corps humain sert a Descartes a expliquer divers 

phenomenes "qui causent tant d'admirations a tous les doctes"， telles les marques sur 

les nouveau-nes (Dioptrique 5)， "des effigies des petits chiens， qu'on dit paraitre d21ns 

l'urine de ceux qui ont白色 morduspar des chiens enrages." (A. T. III， 20) 

Ces deux exemples-一一一 marquesd'envie et effigies des petits chiens一一一sontex-

pliql止spar Giulio Ces21re Vanini dans son Deαdrnirαηdis Nαtur，αe Reginae Deaeque悦 or-

tαliurn Arcαnis (1616). Pour Vanini I'imagination n'est pas seulement d'une fonction 

mentale， mais bien physiologiq ue et corporellとl'imageest au niveau physiq ue comme 

ses objets exterieurs. Cette theorie de l'imagination est fondee sur la notion des "ver-

tus occultes" comme toutes les sciences occllltes de la Renaissance. Et a cette epoque 

il y a tant d'autres田 uvresqlli abordent l'imagin21tion d'une telle maniere. 

Descartes hesi te SUI、 latheorie de I'imagination (A. T‘ 1， 153-154) et peut-etre 

con tre De arcαnis de Vanini， il definit la Nature ainsi:“par la Nature je n'entends point 

ici quelque Deesse ou quelque autre sorte de p山 ssanceimaginaire， mais q ue je me sers 

de ce mot pour signifier la Matiere... et les regles suivant lesquelles se font ces 

changements." (Le Monde， VII) 

Descartes continue a s'interesser a sa maniere au probleme du fatus， des marques 

sur les enfants de l'im21gination de la mere. La formation du fぽ tusest expliquee par la 

syrnpαthia des mouvements avec la mere (A. T. XI， 515sq). Dans sa lettre a Chanllt du 

ler fevrier 1647， Descartes ebauche I'histoire prenatale des passions. L'idee d'une telle 

histoire paraitra moins extravagante a nos jours一一一-nous avons appris q u' a cote de 

l'evolution des mouしements，il semble q ue les sens commencent a jouer un cert21in role 

au cours d'une phase f促 taletardive. Et suivant la doctrine psychanalytique， Ia nais-

sance est meme experimentee comme un traumatisme capable de laisser des traces per-

manentes dans la vie psychique. 

Les passions， app 色tits et sentiments， sont 1ド，二冶ζa叩1

"qll山1n正1γ'es坑tautre chose qu'une pensee confuse excitee en !'ame pa幻I、que叶lquemouvemηlent 

des ne剖rfおs，laquelle la dispose a cette autre pensee pl us claire en quoi consiste l'amour 
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titre de l'ouvrage et les principales pensees que j'y al remarquees. (A Mersenne， ler 

avril 1640) 

Enfin，日cesespeces n'ont point de ressemblances avec les choses dont elles nous 

font souvenir;…celles qui sont dans le cerveau n'ont pas davantage" (Ibid.) et cela se 

reporte au quatrieme discours de la Dioptrirtue. Aucune de nos representations de la 

realite ne nous est donnee par le sens commun， mais seulement quelques signes， quel-

ques indications d'ou nous conjecturons .les veritables figures et les qualites des 

choses. La peγception est un jugement de l'esprit， non pas une juxtaposition mecanique 

des impressions. Il en est de meme po山、 lamemoire: ce ne sont pas les images exactes 

cles faits passes qui se conservent dans notre cerveau， mais des traces de mouvements 

qui s'y sont produits au contact de nos sens et des objets， mouvements qui n'ont aucune 

ressemblance avec la nature de ces objets. 
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La conception de la memoire corporelle est exposee d'une facon systematique et 

definitive dans son tl'aite de l'Homme (A. T. XI， 176-177). Ici l'imagination corporelle 

est une fonction complexe qui suppose cleux conditions一一一(1)la conservation des imω 

pressions une premiere fois parvenues jusqu'au sens commun (2) la reapparition de ces 

impressions dans le sens commun， centre de la sensibilite corporelle et seule cause im-

mecliate des sentiments de l'ame. Le sens commun (Iien des irnpressions presentes) se 

distingue de la rnemoire (Iieu des irnpressions passees)， mais l'imagination qui irnplique 

a la fois le souvenir de passe et la presence de ce souvenir peut etre confondue soit 

avec la rn色rnoire，soit avec le sens cornmun， selon qu'on la considere plutot en puissance 

ou en acte. 

La rnemoire se trouve definie comme faculte de conservation et comrne moyen pour 

les irnages de se reconstituel、dansle senS cornmun. L'imagination a deux conditions: la 

memoll、eet I'activite du sens comm山1.C'est la distinction psychologique de I'inconscient 

et du conscient que Duscartes cherche a traduire， au point de vue du corps， en separant 

la rnemoire du sens commun. 

Dans le domaine cle la memoire qu'on pourrait dire I'inconscient， la loi des associa-

tions regle la succession mecanique des souvenirs. C'est grace a une habitude purement 

materielle， et la contigu'lte des impressions dans le cerveau etablit une liaison entre 

elles. Cette liaison peut etre de deux sortes: "acquise ou naturelle" (A. T. XI， 

192-193). 11 y a des liaisons entre les parties du cerveau q ui sont en effet de leur dis-

position originelle; il y en a d'autres qui sont formees peu a peu l'action des objets ex-

terieurs ou par la volonte de l'ame. 

01'， si l'association des idees explique comment a la suite cl'un premier souvenir 

d'autres souvenirs se reveillent de proche en proche， d'ou vient l'ebranlement initial de 

la mernoire'? Descartes concoit trois rnanieres dont la memoire puisse etre mise en jeu: 

1) un objet exterieur produit en nous une impression deja eprouvee， et soηlmage por-

tee par les esprits jusqu'au cerveau y rencontre la trace de l'image analogue autrefois 

percue. 2) Ou bien c'est l'ame qui， par sa volonte libre， dispose le sens comrnun de mani-



La memoire corporlle et l'imagination chez Descartes 

Takako TANIGA W A 

Descartes a toujours nettement distingue deux sorte de memoires: la memoire cor-

porelle et la memoire intellectuelle. Son OpInIOn n'a pas varie sur ce point durant sa 

vie. On la trouve enoncee pour la premiere fois dans la XIIe regLe pour La direclion de 

L'esρrlt. On trouve des aHirmations decisives dans ses Jettres a Mersenne (1(;γavril 

1640， juin， aout 1640) et jusque dans sa lettre a Arnauld (16 juillet 1648). 

La memoire corporelle est d'abord decrite comme le lieu du cerveau ou viennent se 

peindre les images apportees du dehors par J'intermediaire du sens commun: ce Iieu est 

le siege de l'imagination corporelle. Une image ne s'eHace pas aussitot qu'elle est pro-

duite: sa trace se maintient quelques temps apres que l'action du sens commun a cesse， 

l'imagination est donc en meme temps memoire. (Reg. XII) 

Physiquement cette memoire depend des plis dans le cerveau sans supposer aucune 

puissance occuJte， aucune faculte mysterieuse. Une image est une forme materielle， 

gravee dans le cerveau. (Letters a Mersenne， 11 jUln 1640， 6 aout 1640; a Meysson-

nier， 29 janvier 1640) 

La memoire corporelle est localisee en dehors de la glande pineale dans toute la 

substance du cerveau， la glande pineale etant impropre a exercer les fonctions de la 

memoire， surtout chez les hommes intelligents. Car la glande pineale recoit et coordon-

ne les impressions de tous les sens; elle est le siege du sens commun (A Meyssonnier， 

29 janvier 1640). Chez les esprits les plus hebetes Jes especes de la memoire sont en、

quelque facon dans la glande pineale et ces esprits hebetes n'ont pas ou n'en ont que 

fort peu. Toute I'activite de leur cerveau se reduit a peu pres a celle du sens commun， 

qui recQit sans cesse des impressions nouvelles et ne peut retenir aucune image. Les 

esprits hebetes ne sont d'ailleurs capables que d'imagination reproductric.e ou de 

memoir、e.L'imagination creatrice est la part des esprits subtiles， consistant dans une 

action de l'ame sur le sens commun ou la glande pineale. Il faut que cette glande soit 

alors toute libre et mobile pour s'acommoder aux indications de la pensee inventive: il 

faut qu'elle se prete facilement a tous les mouvements et qu'aucune image par suite ne 

s'y grave profondement. 

Descartes ajo.!1te que“quelques especes qui servent a la mem01re peuvent etre en 

diverses parties du corps， comme I'habi tude d'un joueur de luth n'est pas seulement 

dans sa tete， mais aussi en partie dans les muscles de ses mains". Il n'a pas en effet que 

le cerveau qui soit susceptible de prendre des plis. La mémoir~ est donc repandu dans 

le corps tout entier. 

La matiere de nos souvenirs n'est pas toute enfermee dans notre corps， mais reside 

en tous les objets exterieurs que nOLlS avons rencontres， et par exemple dans le papier 

jaune et verge de ce livre dont la vue ou le souvenir me rappelJe le nom de l'auteur， le 
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