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は
じ
め
に

サ
ル
ト
ル
は
、『
存
在
と
無
』
の
な
か
で
「
時
間
」
に
対
す
る
現
象
学
的
な
解
明

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
の

継
起
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、
意
識
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
意
識

だ
け
が
時
間
を
作
り
出
し
、
か
つ
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
脱
自
（ek-stases

）」

（Sartre 1943:165

）
と
い
う
意
識
の
構
造
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、「
脱
自
」

す
な
わ
ち
自
己
の
外
へ
出
る
と
い
う
構
造
が
時
間
の
継
起
を
作
り
出
す
。

サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
時
間
論
を
読
み
直
す
に
あ
た
っ
て
私
が
着
目
し
た
の
は
、

現
象
学
と
は
無
関
係
に
発
展
し
た
、
現
代
の
認
知
神
経
科
学
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

現
象
学
的
な
時
間
論
を
支
持
す
る
よ
う
な
デ
ー
タ
が
、
こ
の
先
端
分
野
か
ら
提
供
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
時
間
論
の
理
解
は
、「
脱
自
」
と

い
う
意
識
の
構
造
が
、
存
在
の
「
無
化
」
を
と
も
な
う
と
い
う
主
張
を
、
ど
の
よ
う

に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
鮮
明
に
認
識
し
た
上
で
、
私
は
、
神

経
科
学
の
最
新
の
成
果
を
も
と
に
、
サ
ル
ト
ル
の
時
間
論
を
再
構
築
し
て
み
た
。
以

下
の
論
考
は
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

１　

瞬
間
と
継
起

サ
ル
ト
ル
の
時
間
論
を
理
解
す
る
た
め
の
要
所
は
、
時
間
が
継
起
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
脱
自
」
と
い
う
構
造
に
由
来
す
る
意

識
の
は
た
ら
き
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
時
間
と
は
継
起
で

あ
る
と
い
う
理
解
が
、意
識
の
は
た
ら
き
へ
と
帰
着
す
る
論
理
を
明
瞭
に
し
な
が
ら
、

サ
ル
ト
ル
の
主
張
を
再
構
成
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

電
車
の
車
窓
か
ら
見
え
る
風
景
が
次
々
と
後
方
へ
流
れ
て
い
く
よ
う
に
、
現
在
は

次
々
に
過
去
に
な
っ
て
い
く
。
サ
ル
ト
ル
は
、こ
の「
継
起（succession

）」（Sartre 

1943:165

）
が
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
で
は
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
意
識
を

根
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
確
に

す
る
た
め
に
は
、
継
起
の
構
造
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
継
起
の
構
造
に
お
い
て
最

も
重
要
な
点
は
、
継
起
が
「
多
」
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
単
位
と
な
る
の
は
、
相
互
に
独
立
し

た
、不
連
続
な
「
瞬
間
（instant

）」（Sartre 1943:166

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ら
の
「
多
」
が
継
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、サ
ル
ト
ル
の
い
う
の
と
は
逆
に
、も
し
時
間
が
連
続
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
同
じ
ひ
と
つ
の
時
間
が
延
々
と
続
く
だ
け
で
、
そ
の
時
間
は
け
っ
し

て
継
起
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
継
起
が
「
多
」
を
前
提
す
る
と
い
う
の

は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
お
よ
び
過
去
と
い
う
「
瞬
間
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
無
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〇

時
間
的
」（Sartre 1943:166

）
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
と
は
継
起
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
瞬
間
」
は
継
起
の
要
素
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
か
な
る
継
起
も
含
ん
で
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ

れ
ら
の
「
瞬
間
」
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
継
起
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
概
念
的
に
表
現
し
直
す
と
、
次
の
よ

う
な
形
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
多
」
の
総
合
は
い
か
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、「
瞬
間
」
と
い
う
「
多
」
に
対
し
て
、
継
起
と
い
う
形
式
が
「
外
か

ら
あ
て
が
わ
れ
る
」（Sartre 1943:168
）と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
の
継
起
と
い
う
形
式
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
作
り
出
さ

れ
た
の
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
継
起
と
は
、
そ
れ

自
体
は
な
ん
ら
継
起
を
含
ま
な
い
「
瞬
間
」
が
、
内
的
に
総
合
さ
れ
る
こ
と
で
作
り

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
問
題
は
次
の
点
に
帰
着
す
る
。「
瞬
間
」
の
総
合
と
は
、そ
れ
ら
が
「
前
後
」

（Sartre 1943:166

）
と
い
う
順
序
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。こ
の
よ
う
な
順
序
を
外
か
ら
あ
て
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、い
っ

た
い
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
回
答
を
検
討
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
サ
ル

ト
ル
の
論
述
を
少
し
離
れ
、
今
日
が
昨
日
に
な
る
と
い
う
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
事
実

に
注
目
し
て
み
よ
う
。
経
験
上
、
今
日
は
か
な
ら
ず
過
ぎ
去
っ
て
昨
日
に
な
る
。
で

は
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
日
が
き
た

時
点
で
今
日
は
す
で
に
昨
日
に
な
っ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
日
が
こ
な
け
れ
ば
、
今
日
は
い
つ
ま
で

も
昨
日
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
が
昨
日
に
な
る
の
は
明

日
が
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
が
昨
日

に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
に
続
い
て
明
日
が
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ま

ず
明
日
が
き
て
、
そ
れ
か
ら
今
日
が
昨
日
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
今
日
と
い
う
日
を
完
了
さ
せ
る
の
は
明
日
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
も
う
少
し
概
念
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
過
去
と
は
か
つ
て
の
現
在
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
在
は
そ
の
ま
ま
で
は
過
去
と
は
な
ら
な
い
。
現
在
が
も
は
や
現
在

で
は
な
く
な
る
に
は
、
そ
れ
を
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
そ
れ
自
体

に
は
そ
れ
を
完
了
さ
せ
る
も
の
は
何
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
現
在
は
い
つ
完

了
し
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
は
、
そ
れ
が
現
在
で
あ
る
限
り
で
は

完
了
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
在
が
完
了
す
る
に
は
、
現
在
の
次
に
く
る
時
制
と

し
て
の
未
来
が
必
要
に
な
る
。
現
在
が
完
了
し
過
去
に
な
る
の
は
、
未
来
が
新
し
い

現
在
と
し
て
到
来
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
の
は
、
い

か
に
し
て
未
来
が
到
来
す
る
か
で
あ
る
。
現
在
が
完
了
し
て
か
ら
未
来
が
や
っ
て
く

る
と
す
れ
ば
、
未
来
は
い
つ
ま
で
も
や
っ
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
未
来
の
到
来
が
現
在

を
完
了
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
未
来
を
到
来
さ
せ
る
に
は
、
い
っ
き
に
現
在

か
ら
出
て
し
ま
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
在
か
ら
の
脱
出
が
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
っ
た
。
サ

ル
ト
ル
は
そ
れ
を
「
超
出
」
の
概
念
で
と
ら
え
る
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、
時
間
の

総
合
と
い
う
作
用
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
、
現
在
か
ら
外
に
出
る
と
い
う
「
超
出

（dépassem
ent

）」（Sartre 1943:125-126

）の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。で
は
、

「
超
出
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
自
身
の
外
へ
出
て
行
く
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
サ
ル
ト
ル
が
「
対
自
」
と
呼
ぶ

意
識
の
存
在
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
「
即
自
」
と
呼
ぶ
事
物
の
存

在
に
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
時
間
の
総
合
は
意
識
の
「
脱



時
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総
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に
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け
る
「
無
」
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機
能

二
一

自
」
的
構
造
に
由
来
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
時
間
と
は
、
意
識
が
そ
れ
自
身
の

存
在
を
「
時
間
化
す
る
（tem

poraliser

）」（Sartre 1943:172

）
と
い
う
形
で
の

み
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
サ
ル
ト
ル
自
身
の
言
葉
で
要
約
し
よ
う
。

「
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、『
以
前
』
と
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
の
『
以
前
』
に
あ
る

存
在
で
あ
る
場
合
に
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
時
間
性
は
、
自
己

の
外
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
よ
う
な
存
在
の
存
在
様
態
を
指
し
示
す
だ
け
で
あ

る
。
時
間
性
は
自
己
性
（ipéité

）
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
」（Sartre 1943:172

）。

つ
ま
り
、「
今
」
が
「
以
前
」
と
な
る
に
は
、
自
己
が
「
今
」
か
ら
脱
出
し
、「
今
」

を
置
去
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
継
起
と
い
う
視

点
か
ら
時
間
性
を
解
明
し
て
い
っ
た
と
き
に
見
出
さ
れ
る
、
意
識
の
「
脱
自
」
的
な

構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
意
識
は
、
そ
れ
自
身
が
現
在
を
「
超
出
」
し
て
い
く
は
た
ら
き
を
意

識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
識
が
意
識
そ
れ
自
身
の
は
た
ら
き
を
意
識
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
超
出
」
の

は
た
ら
き
も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も

し
本
当
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
識
が
現
在
か
ら
外
へ
出
た
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
現
在
か
ら
出
る
過
程
が
継
続
的
に
意
識
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
現
在
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
当
に
現
在
か
ら
外
に
出
た
と
い
い
う
る
の
は
、「
気

づ
い
た
ら
出
て
い
た
」
と
い
い
う
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
超
出
」
と

い
う
は
た
ら
き
は
、
そ
れ
が
意
識
の
は
た
ら
き
で
あ
り
な
が
ら
、
意
識
の
存
在
そ
の

も
の
を
「
無
化
」
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
点
を
鮮
明
に
認
識
す
る
た
め
に
、
時
間
の
総
合
の
構

造
を
現
実
的
な
意
識
の
経
験
の
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　

２　

無
化

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
時
間
性
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、「
脱
自
」
と
い
う
意

識
の
構
造
で
あ
る
。
意
識
が
現
在
の
自
己
自
身
を
未
来
の
自
己
へ
と
向
け
て「
超
出
」

し
、
自
己
の
外
へ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
過
去
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
。
こ

れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
現
在
の
意
識
が
そ
れ
自
身
を
「
超
出
」
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
現
在
は
完
了
し
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
と
い
う
地

位
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
と
は
つ
ね
に
「
私
」
の
過

去
で
あ
る
ほ
か
な
い
。

注
目
す
べ
き
点
は
、
現
在
と
い
う
時
間
は
、「
超
出
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
も
し
「
超
出
」
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
現
在
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
自
己
の
存
在
に
い
か
な
る
区
切
り
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
自
己
の
存
在
が
「
超
出
」
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、
過
去
・
現

在
・
未
来
と
い
う
前
後
関
係
の
下
で
自
己
の
存
在
が
継
起
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
自

己
の
存
在
が
ま
ず
完
了
し
、
し
か
る
後
に
新
た
な
自
己
が
存
在
を
開
始
す
る
、
と
い
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う
の
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
帰
結
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。順
序
は
ま
っ

た
く
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
自
己
が
ま
ず
「
超
出
」
さ
れ
、
新
た
な
自
己
が
存

在
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
現
在
は
完
了
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
だ
存
在
し
な
い
自
己
の
可
能
性
に
向
け
て
、
現
在
の
自
己
が
「
超
出
」

さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
は
完
了
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
過
去
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
の
総
合
は
「
超
出
」
と
い
う
「
脱
自
」
的

な
は
た
ら
き
を
起
点
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
そ
れ
自

身
を
次
々
に
「
超
出
」
し
、
そ
れ
自
身
の
存
在
を
区
切
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
自
己

は
時
間
の
な
か
で
そ
の
存
在
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。

サ
ル
ト
ル
の
時
間
性
の
論
理
を
こ
の
よ
う
に
読
み
直
し
て
み
る
と
、
時
間
性
と
は

完
了
と
開
始
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
ま
ず
現
在
が
完
了
し
、
そ
れ
が
確
実
に
過
去
と
な
っ
た
時
点
で
、
あ
ら
た

め
て
次
の
現
在
が
開
始
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
意
識
の
存
在
そ
の
も
の
に
は
、
じ
つ
は
何
ら
の
区
切
り
も
生
じ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
が
完
了
し
た
こ
と
を
意
識
が
見
届
け

た
後
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
未
来
に
向
き
直
っ
て
何
か
を
開
始
す
る
、
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
間
の
意
識
は
ど
う
見
て
も
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
れ
で
は
時
間
の
継
起
は
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
継
起
は
相
互
に
孤
立

し
た
「
多
」
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
間
の
継
起
が
作
り
出
さ
れ
る
に
は
、
ま
ず
現
在
の
「
超
出
」
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
事
実
と
し
て
意
識
が
つ
ね
に
時
間
の
継

起
を
経
験
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、絶
え
ず
現
在
の
「
超
出
」
が
な
さ
れ
、存
在
が
「
瞬

間
」
へ
と
断
片
化
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
問
う
べ
き
点
は
多
少
明
瞭
に
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
ま
と
め
て
み
よ
う
。
意
識
の
「
脱
自
」
的
構
造
に
よ
っ
て
、
過
去
・
現
在
・

未
来
と
い
う
時
間
の
総
合
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
、
サ
ル
ト
ル
の
時
間
論
の
要
所

を
再
構
成
し
て
み
た
結
果
、「
超
出
」
が
現
在
を
完
了
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
主
張

が
見
出
さ
れ
た
。「
超
出
」
に
よ
っ
て
意
識
の
存
在
が
区
切
ら
れ
る
こ
と
が
、
時
間

の
総
合
が
果
た
さ
れ
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
超
出
」
に
よ
っ
て
意
識
の
存
在
が
区
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
超

出
」
に
よ
っ
て
意
識
の
存
在
が
い
っ
た
ん
「
無
化
」
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
存
在
に
「
前
」
と
「
後
」
が
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
「
無
」
に

よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間

が
経
過
す
る
と
き
、
意
識
は
そ
れ
自
身
の
存
在
を
い
っ
た
ん
「
無
化
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、新
た
な
生
を
開
始
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

意
識
の
「
脱
自
」
的
構
造
に
よ
っ
て
時
間
の
総
合
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
、
サ
ル
ト

ル
の
時
間
性
の
論
理
が
成
立
す
る
に
は
、「
超
出
」
が
存
在
の
「
無
化
」
を
と
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
論
理
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
。

「
時
間
性
は
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
無
化
（néantisation

）
で
あ
る
よ
う

な
存
在
の
内
的
構
造
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
対
自
存
在
に
固
有
の
存
在
様
態
で
あ
る
」

（Sartre 1943:178

）。

意
識
の
存
在
構
造
と
し
て
の
「
脱
自
」
の
意
味
は
、あ
る
べ
き
自
己
へ
向
か
っ
て
、

現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
外
へ
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
に
自
己
の
外
に
出
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
の
自
己
の
存
在
を
「
無
化
」

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
は
、「
無
化
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ



時
間
の
総
合
に
お
け
る
「
無
」
の
機
能

二
三

の
点
に
関
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
論
述
は
決
し
て
明
快
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ

で
、
サ
ル
ト
ル
の
論
述
か
ら
少
し
離
れ
、
サ
ル
ト
ル
が
提
示
す
る
事
柄
そ
の
も
の
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、意
識
が
意
識
そ
れ
自
身
を
「
超
出
」
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
在
が
完
了
し
、
過
去
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、「
超
出
」
と
い
う
は
た
ら
き

は
新
し
い
現
在
と
か
つ
て
の
現
在
（
過
去
）
と
の
あ
い
だ
に
空
隙
を
作
り
出
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
意
識
は
、
新
し
い
現
在
と
か
つ
て
の
現
在
（
過
去
）
と
の
あ
い
だ
に

で
き
た
こ
の
空
隙
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

を
意
識
し
て
い
る
意
識
が
存
在
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
意
識
は
連
続
的
に
存
在
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
そ
の
意
識
に
と
っ
て
は
も
は
や
時
間
の
経
験

は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
識
が
こ

の
空
隙
を
意
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
間
、
意
識
が
存
在
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
も
し
意
識
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
が
自
己
自
身

を
意
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
空
隙
が
意
識
さ
れ

る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
空
隙
は
、
ま
さ
し
く
意
識
の

存
在
そ
の
も
の
の
「
無
化
」
な
の
で
あ
る
。
時
間
が
「
多
」
の
総
合
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
存
在
を
断
片
化
し
、「
多
」
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
、
意
識
そ
れ
自
身
の
「
無

化
」
す
な
わ
ち
非
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

が
ま
さ
に
サ
ル
ト
ル
の
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
間
の
総
合
の
起
点
で
あ
る
「
超
出
」
の
根
底
に
は
、
意
識
そ
れ

自
身
の
非
存
在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
サ
ル
ト
ル
が

正
し
け
れ
ば
、
意
識
は
、
い
わ
ば
死
と
再
生
を
く
り
返
し
な
が
ら
ひ
と
つ
の
生
を
生

き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、「
超
出
」
と
い
う
意
識
の
は
た
ら
き
が
、
意
識
そ
れ
自
身
の
「
無
化
」
で

あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
主
張
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

　
　

３　

選
択

考
察
す
べ
き
問
題
点
を
整
理
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
は
あ
え
て
言
及

し
て
こ
な
か
っ
た
「
選
択
」
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
用
語
を
、
こ
こ
で
導
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
意
識
と
は
、
あ
る
べ
き
自
己
へ
向
け
て
そ
れ
自
身
を
「
超
出
」
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
超
出
」
と
は
具
体
的
に
い
え
ば
「
自
己
を
選
ぶ
」

（Sartre 1943:485

）
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、「
超
出
」

と
は
「
選
択
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
る
べ
き

自
己
を
「
選
択
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
は
完
了
し
、
過
去
の
自

己
と
な
る
。
時
間
が
生
き
ら
れ
る
に
は
、
過
去
の
自
己
と
選
択
さ
れ
た
自
己
は
、
非

存
在
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
意
識
は
い
っ
た
い
ど

こ
で
非
存
在
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
選
択
」
の
ま
っ
た
だ
中

に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
、「
選
択
」
こ
そ
が
、
意
識
を

非
存
在
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
よ
う
な
非
存
在
は
、
け
っ
し
て
意
識
さ
れ
え

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
意
識
に
は
、
そ
の
非
存
在
を
意
識

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
の
経
験
と
し
て
は
こ
の

「
選
択
」
は
連
続
し
た
時
間
の
な
か
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
選

択
」
に
は
、
け
っ
し
て
そ
れ
と
は
気
づ
か
れ
な
い
仕
方
で
、
意
識
そ
れ
自
体
の
非
存
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二
四

在
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
に
、
サ

ル
ト
ル
の
文
章
も
、
き
わ
め
て
入
り
組
ん
だ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
新
た
な
選
択
は
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
終
り
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
開
始
と
し
て

与
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
開
始
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
終
り
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
。
選
択
は
、
二
重
の
無
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
、
選
択
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
脱
自
的
統
一
の
内
に
裂
け
目
を
実
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
瞬
間
は
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
無
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
こ
に
視
線
を
向
け
て
も
、
わ
れ
わ
れ

は
と
ら
え
る
の
は
連
続
し
た
時
間
化
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」（Sartre 

1943:511

）。

こ
の
読
み
づ
ら
い
文
章
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
主
張
の
内
容
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
非
存
在
と
し
て
の
「
無
」
は
、「
超
出
」
に

よ
る
新
た
な
現
在
の
開
始
で
あ
る
と
同
時
に
、そ
れ
ま
で
の
現
在
の
終
了
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
た
な
現
在
の
開
始
が
そ
れ
ま
で
の
現
在
を
終
了
さ
せ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
は
、
現
象
学
的
な
分
析
の
結
果
と
し
て
で
あ
っ
て
、
意
識
の
経
験
に

お
い
て
は
、
終
了
と
開
始
は
ひ
と
つ
の
連
続
し
た
時
間
の
な
か
で
与
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、「
選
択
」
は
終
了
で
あ
る
限
り
で
開
始
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
逆

に
開
始
で
あ
る
限
り
で
終
了
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
経
験
お
い

て
は
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
終
了
と

開
始
を
区
切
る
「
瞬
間
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
意
識
そ
れ
自
身
の
「
無
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
意
識
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
主
張
の
内
容
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
け
っ
し
て

意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
瞬
間
」
が
、「
選
択
」
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
瞬
間
」
が
、
時
間
の
流
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
意
識

に
経
験
さ
せ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
た
し
か
に
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
荒

唐
無
稽
な
想
定
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
な
「
選
択
」
に
お
い

て
、
同
様
の
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
も
う
出
か
け
よ
う
」

と
決
心
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
選
択
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

メ
ニ
ュ
ー
を
見
な
が
ら
「
こ
れ
を
注
文
し
よ
う
」
と
決
め
た
と
き
に
は
、
や
は
り
選

択
は
す
で
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
選
択
」
は
「
す
で
に
選
択
し
た
」
と
い

う
形
で
の
み
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
選
択
」
の
直
前
ま
で
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ

ん
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
現
在
と
い
う
時
間
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
続

い
て
生
じ
て
い
る
は
ず
の
「
選
択
」
そ
れ
自
体
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
意
識
か
ら
漏

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
る
の
は
、そ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
選
択
」
の
「
瞬
間
」
こ
そ
、
意
識
さ
れ
な
い
「
無
」
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
超
出
」
を
「
選
択
」
と
言
い
換
え
て
考
察
し
て
み
た
こ

と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。

現
代
の
神
経
科
学
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
選
択
」
の
「
瞬
間
」
を
実
証
的
に

と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。そ
の
研
究
成
果
に
注
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

４　

準
備
電
位
の
理
論

意
志
作
用
の
神
経
基
盤
に
か
ん
す
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
は
、
哲



時
間
の
総
合
に
お
け
る
「
無
」
の
機
能
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五

学
の
分
野
で
も
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。私
が
以
下
で
援
用
す
る
の
は
、リ
ベ
ッ

ト
の
実
験
を
発
展
さ
せ
た
実
験
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
を
概

観
し
よ
う
。

リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
の
意
義
は
、
意
志
と
身
体
運
動
の
あ
い
だ
に
想
定
さ
れ
て
い
た

因
果
関
係
を
否
定
す
る
よ
う
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
た
点
に
あ
る
。
リ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
た
主
張
と
は
、
身
体
運
動
は
意
志
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
、と
い
う
主
張
で
あ
る
。
リ
ベ
ッ
ト
に
と
っ
て
事
態
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ
て
、

意
志
こ
そ
身
体
（
脳
神
経
）
の
活
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
、
と
み
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
意
志
と
身
体
運
動
の
因
果
関
係
を
逆
転
さ
せ
う
る
よ
う
な
実
験
デ
ー
タ
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ご
く
簡
潔
に
要
約
す
れ
ば
、
リ
ベ
ッ

ト
が
お
こ
な
っ
た
実
験
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（Libet 1985; Libet 1999; 

Libet et al. 1983

）。

被
験
者
は
、「
指
で
ボ
タ
ン
を
押
す
」
と
い
う
動
作
を
お
こ
な
う
よ
う
指
示
さ
れ

る
が
、
い
つ
ボ
タ
ン
を
押
す
か
は
被
験
者
自
身
が
決
定
で
き
る
。
被
験
者
は
そ
の
行

為
を
お
こ
な
っ
た
後
で
、
自
分
が
そ
れ
を
決
意
し
た
時
点
を
、
時
計
を
見
て
報
告
す

る
。
こ
の
間
、
大
脳
皮
質
の
「
運
動
前
野
」
お
よ
び
「
補
足
運
動
野
」
の
電
位
が
計

測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
電
位
が
発
生
し
た
時
点
お
よ
び
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
た
時
点

が
客
観
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。（
ボ
タ
ン
を
押
す
決
意
の
時
点
だ
け
は
主
観
的
な

報
告
で
あ
る
）。

実
験
結
果
か
ら
は
、（
１
）
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
る
時
点
よ
り
お
よ
そ
２
０
０
ミ
リ

秒
前
に
「
決
意
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
２
）「
決
意
」
が
な
さ
れ
る
時
点
よ
り

お
よ
そ
５
０
０
ミ
リ
秒
前
に
「
準
備
電
位
（readiness potential:RP

）」
が
生
じ

て
い
る
こ
と
、
以
上
２
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結

論
が
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
。

（
１
）
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、「
決
意
」
す
な
わ
ち
意
志
が
身
体
運
動
を
引
き
起
こ

す
原
因
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、（
２
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
主
張
は

維
持
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
決
意
」
の
お
よ
そ
２
０
０
ミ
リ
秒
後
に
発
動
す
る

運
動
は
、「
決
意
」
の
お
よ
そ
５
０
０
ミ
リ
秒
前
か
ら
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
決
意
」
は
原
因
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
身
体
（
脳

神
経
）
の
活
動
が
引
き
起
こ
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

も
し
意
志
が
本
当
に
身
体
（
脳
神
経
）
の
活
動
を
引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
Ｒ
Ｐ
が
発
生
す
る
以
前
に
「
決
意
」
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
る
時
点
か
ら
測
れ
ば
、
そ
の
お
よ
そ
７
０
０
ミ
リ
秒
前
に

「
決
意
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、「
決
意
」
は
行
為
の
直
前
に

な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
さ
ら
に
前
に
、
行
為
へ
と
延
長
さ
れ
る
電
位
が
発
生
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
の
概
要
で
あ
る
。
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
に
は
い
く
つ
も

の
批
判
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
時
間
に
関
す
る
問
題
点
の
指
摘
が
含
ま

れ
て
い
た
。「
決
意
」
の
お
よ
そ
５
０
０
ミ
リ
秒
前
に
Ｒ
Ｐ
が
発
生
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
平
均
値
と
し
て
で
あ
っ
て
、
Ｒ
Ｐ
の
発
生
か
ら
「
決
意
」
ま
で
の
時
間

間
隔
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
原
因
と
み
な
さ
れ
る
事
象
（
Ｒ
Ｐ
の
発
生
）
と
結

果
と
み
な
さ
れ
る
事
象
（「
決
意
」）
と
の
あ
い
だ
に
は
、
厳
密
に
は
時
間
的
な
相
関

が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ベ
ッ
ト
の
主
張
を
大
筋
で
承
認
し
た
上
で
、
こ
の
点
を
改
善
す
る
実
験
を
試

み
た
の
が
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ハ
ガ
ー
ド
で
あ
る
（H

aggard 2003; H
aggard 2005; 

H
aggard 2008; H

aggard &
 Eim

er 1999

）。
ハ
ガ
ー
ド
は
、
自
由
意
志
の
存
在

を
否
定
す
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
、リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
を
洗
練
す
る
過
程
で
、「
選
択
」
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の
「
瞬
間
」
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
着
目

す
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
の
問
題
点
を
取
り
除
く
手
段
と
し
て
、
ハ
ガ
ー
ド
は
「
ボ
タ
ン

を
押
す
」
と
い
う
行
為
に
「
選
択
」
と
い
う
段
階
を
導
入
し
た
。
ハ
ガ
ー
ド
の
実
験

に
お
い
て
は
、
被
験
者
は
、
右
手
の
指
で
ボ
タ
ン
を
押
す
か
、
左
手
の
指
で
ボ
タ
ン

を
押
す
か
を
自
分
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

左
右
の
手
を
選
択
肢
と
し
た
目
的
は
次
の
点
に
あ
る
。
左
右
の
運
動
神
経
は
脊
髄

で
交
差
し
、
反
対
側
の
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ハ

ガ
ー
ド
は
、
被
験
者
の
左
右
の
脳
の
電
位
を
別
々
に
計
測
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る

こ
と
を
試
み
た
。
す
る
と
、
右
手
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
左
脳
の
Ｒ
Ｐ
が
右
脳
の

Ｒ
Ｐ
を
超
え
る
時
点
、
左
手
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
逆
に
右
脳
の
Ｒ
Ｐ
が
左
脳
の

Ｒ
Ｐ
を
超
え
る
時
点
が
特
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
の
手
を
使
用
す
る
か
が
決

ま
っ
た
時
点
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
意
識
的
な
「
決
意
」
は
生
じ
て
い
な

い
。
そ
の
時
点
を
規
準
に
と
る
と
、
Ｒ
Ｐ
と
「
決
意
」
と
の
あ
い
だ
に
は
は
っ
き
り

と
し
た
時
間
的
相
関
が
成
立
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

で
は
、
こ
の
実
験
結
果
を
も
と
に
、
い
っ
た
い
何
が
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

注
目
す
べ
き
点
は
、「
選
択
」
が
な
さ
れ
た
時
点
で
は
、
ま
だ
意
識
的
な
「
決
意
」

が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
意
志
と
行
為
の
因
果
関
係

に
つ
い
て
の
通
念
に
反
し
て
、
行
為
の
「
選
択
」
は
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
神
経
レ
ベ
ル
で
処
理
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る（
一
）。

し
た
が
っ
て
、意
志
と
は「
選
択
」す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
指
す
の
で
は
な
く
、

「
選
択
」
の
結
果
を
意
志
す
る
こ
と
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
点
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
意
志
と
は
、
も
は
や
「
選
択
」
そ
の

も
の
を
支
配
す
る
自
由
意
志
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
験
の
明
示
的
な
目
的
も
こ

こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
実
験
は
、「
選
択
」
の
「
瞬
間
」
が

意
識
に
と
っ
て
の
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
点
を
示
し
て
い
る
。
Ｒ
Ｐ
と
「
決
意
」
と

の
あ
い
だ
の
５
０
０
ミ
リ
秒
を
、
意
識
は
け
っ
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
２
点
に
お
い
て
、
ハ
ガ
ー
ド
の
実
験
は
、
ま
っ
た
く
期

せ
ず
し
て
サ
ル
ト
ル
の
自
由
の
哲
学
に
実
証
的
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
事
実
、
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
自
由
意
志
の
存
在
を
何
ら
主
張
し
て
い
な
い
。
サ
ル

ト
ル
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
意
識
が
現
在
を
「
超
出
」
し
て
新
た
な
存
在
を

生
き
る
、
と
い
う
点
に
人
間
の
自
由
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
存
在
す
る
意
識
に
と
っ
て
、
現
在
の
「
超
出
」
と
は
、

未
来
の「
選
択
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、「
選
択
」と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
見
て
お
い
た
よ
う
に
、「
選
択
」
と
は
意
識
が
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
無
」

で
あ
る
。
意
識
は
、「
選
択
」
が
完
了
し
た
後
で
、
す
で
に
「
選
択
」
さ
れ
た
自
己

を
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
が
「
自
由
」
と
い
う

名
称
で
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
現
在
と
い
う
時
間
の
な
か
で
自
由
意
志
が

「
選
択
」
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
選
択
」
が
「
無
」
に
よ
っ
て
現

在
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
自
由
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
人
間
の
核
心
に
存
在
す
る
無
に
一
致
す
る
」

（Sartre 1943:485

）。

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
の
哲
学
に
と
っ
て
不
可
欠
な
点

は
、「
選
択
」
が
「
無
」
と
い
う
「
瞬
間
」
の
な
か
で
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、「
意
志
よ
り
も
深
い
自
由
」（Sartre 
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1943:496

）
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
瞬
間
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

自
由
意
志
の
否
定
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、
現
代
の
神
経
科
学
の
研
究
に
お
い

て
実
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

時
間
の
流
れ
を
生
じ
さ
せ
る
「
無
」
に
つ
い
て
の
私
の
考
察
は
以
上
で
あ
る
。
時

間
論
と
し
て
出
発
し
た
こ
の
考
察
は
、
サ
ル
ト
ル
の
主
張
す
る
「
無
」
の
機
能
を
掘

り
下
げ
て
、
そ
れ
を
実
証
研
究
の
成
果
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
で
、
た
ん
な
る

時
間
論
の
範
囲
を
超
え
て
、サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
根
幹
で
あ
る
「
自
由
」
に
達
し
た
。

無
論
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
に
お
け
る
時
間
性
に
つ
い
て
考
察
し
始
め
た
と
き
、
こ
の

点
は
す
で
に
予
測
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
の
哲
学

の
中
心
に
「
無
」
が
位
置
す
る
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
が
く
り
返
し
強
調
し
て
い

る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
「
無
」
が
、や
は
り
サ
ル
ト
ル
の
時
間
論
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
。

「
人
間
存
在
を
そ
れ
自
身
か
ら
引
き
離
す
無
が
、
時
間
の
源
泉
に
存
在
す
る
」

（Sartre 1943:138

）。

こ
の
よ
う
に
、サ
ル
ト
ル
の
哲
学
に
お
い
て
、「
自
由
」
の
問
題
と
時
間
の
問
題
は
、

「
無
」
に
お
い
て
交
錯
し
て
い
る
。
人
間
は
「
自
由
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
時
間
を
生

き
る
の
で
あ
る
。
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柴
　
　
田

　
　
健

　
　
志

二
八

　
　

注

（
一
） 
「
こ
れ
ら
の
実
験
結
果
を
総
合
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら

ひ
と
つ
の
行
為
を
選
択
す
る
過
程
は
、
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば

『
自
由
意
志
』
の
核
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
動

的
か
つ
無
意
識
に
作
動
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
過
程
か
ら
結
果
す
る

も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
、
興
味
深
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
論
理
的
に

考
察
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
意
識
さ
れ
た
意
図
が
選
択
の
『
後
か
ら
』

生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」（H

aggard 2005:292

）。




