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サ
jレ

ト
jレ

の

「
超
越
」

加

藤

イ変

史

一
、
指
向
性

サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
の
根
本
概
念
は
、

「
指
向
性
」

(
E
Z
E
Zコ
E
E
U
)
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
に
は
、

デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
二
元
論
の
超
克
、
近
代
二
元
論
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
観
念
論
と
実
在
論
と
の
同
時
的
超
克
の
野
心

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
野
心
の
現
実
化
を
動
機
づ
け
た
の
が
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
の
根
本
概
念
で
あ
る

「
指
向
性
」

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
指
向
性
」
は
、

サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
の
根
本
概
念
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
意
識
の
指
向
性
の
概
念
、

す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、

い
さ
さ
か
暖
昧
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
相

矛
盾
す
る
意
味
を
に
な
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ま
ず
サ
ル
ト
ル
の
指
向
性
の
概
念
が
い
か
な
る
意
味
を
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
思
想
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

意
識
の
指
向
性
が
顕
示
さ
れ
る
の
は
、

「
反
省
」

の
平
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
反
省
の
方
法
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
超
越
論
的
現

象
学
の
現
象
学
的
還
元
の
根
本
的
方
法
で
あ
る
。

一
方
、
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば
「
現
象
学
的
還
元
」



2 

に
相
当
す
る
も
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
反
省
の
方
法
を
施
行
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

サ
ル
ト
ル
が
フ
ッ
サ
l
ル

の
還
元
の
理
論
を
積
極
的
に
受
容
し
な
か
っ
た
の
は
、

サ
ル
ト
ル
が
フ
ッ
サ

i
ル
の
超
越
論
的
観
念
論
を
忌
避
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、
反
省
的
意
識
(
反
省
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
意
識
で
あ
る
)
に
主
題
と
し
て
与
え
ら
れ

(
1
)
 

「
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
」
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

て
い
る
も
の
は
、

『
存
在
と
無
』

に
お
け
る
サ
ル
ト

「
反
省
さ
れ
る
意
識
に
対
す
る
反
省
の
い
か
な
る
種
類
の

(
2
)
 

優
位
も
存
在
し
な
い
。
反
省
が
、
反
省
さ
れ
る
意
識
を
、
そ
れ
自
身
に
対
し
て
顕
示
す
る
の
で
は
な
い
。
」

ル
は
、
こ
の

「
反
省
」
に
特
権
的
地
位
を
与
え
は
し
な
い
e

サ
ル
ト
ル
は
、

と
言
っ
て
い
る
。

サ
ル
ト

ル
の
現
象
学
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、
特
権
的
地
位
に
あ
る
認
識
主
観
と
し
て
の
反
省
的
意
識
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
超
越
論
的
主
観

性
の
領
野
に
つ
い
て
の
記
述
と
い
う
よ
う
な
立
場
は
、
認
識
の
理
論
的
優
位
と
い
う
錯
覚
と
し
て
却
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル

(
3
)
 

「
ま
っ
た
く
反
対
に
、
非
反
省
的
意
識
が
反
省
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
己
と
言
っ
て
い
る
。
サ
ル

は
上
記
の
言
葉
に
続
い
て
、

k
l
;レ
十
品
、

'
l
 
む
し
ろ
反
省
の
可
能
性
の
条
件
を
求
め
、
反
省
に
対
す
る
反
省
以
前
的
な
コ
ギ
ト
の
存
在
論
的
優
位
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
意
識
の
指
向
性
が
顕
示
さ
れ
る
の
は
、
反
省
的
水
準
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
反
省
的
意
識
に
現
前
す
る
も
の
は
、

私
の
意
識
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
コ
ギ
ト
で
あ
る
。

コ
ギ
ト
が
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
ま
た
、

コ
ギ
ト

か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ
と
も
な
い
。

ハ
イ
デ
ツ
ガ
!
の

「
存
在
」
を
希
求
す
る
こ
と
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の
コ
ギ
ト
の
直
接
的
源
流
は

フ
ッ
サ

i
ル
の
コ
ギ
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
源
泉
は
近
代
哲
学
の
創
始
者
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、

サ
ル
ト
ル
の
存
在
論
が
、

コ
ギ
ト
か
ら
出
発
す
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
は
近
代
哲
学
の
枠
組
か
ら
出
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

「
コ
ギ
ト
は
、

ひ
き
渡
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
も
の
を
し
か
、

サ
ル
ト
ル
の
存
在
論
を
近
代
主
義
で
あ
る
と
断
ず
る
わ
け
に

(
4
)
 

ひ
き
渡
さ
な
い
。
」

サ

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

コ
ギ
ト
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
以
っ
て
、



ル
ト
ル
が
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し
て
求
め
た
も
の
は
、
思
惟
実
体
、
純
粋
認
識
主
観
、
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
近
代
的
主
観
は
擬
物
論
的
錯
覚

(
E
5
5コ
の
プ
O
回

同

印

芯

)

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
無
』
は
、
積
極
的
に
は
人
間
存
在
の
存
在
論
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
擬
物
論
的
錯
覚
か
ら
生
じ
た
諸
々
の
近
代
的
主
観
に
対

す
る
批
判
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
が
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し
て
求
め
た
も
の
は
、
意
識
の
指
向
性
を
根
底
に

置
く
、
意
識
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
「
人
間
的
現
実
」
(
『
U
P
-
-
芯

E
S巴
5
)
の
存
在
論
的
分
析
で
あ
っ
た
。
(
サ
ル
ト
ル
か
ら

フ
ッ
サ
l
ル
は
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し
た
が
コ
ギ
ト
の
う
ち
に
閉
じ
込
も

(5) 

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ツ
ガ

l
は
コ
ギ
ト
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
現
存
在
の
分
析
を
遂
行

L
た
の
で
あ
る
。
)

見
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
哲
学
の
二
人
の
師
の
う
ち
、

サルトルの「超越」

さ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
に
お
い
て
意
識
の
指
向
性
は
い
か
な
る
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

を
以

っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
超
越
」
(
可

g
∞
S
E
2
2
)
を
意
味
す
る
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
指
向
性
は
、
超
越
論
的
領

野
に
お
け
る
関
係
、
あ
る
い
は
内
在
に
お
け
る
関
係
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
意
識
の
指
向
性
は
、
内
在
性
の

神
話
か
ら
の
解
放
を
動
機
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
観
念
と
事
物
、
現
象
と
本
体
の
二
元
性
の
超
克
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
指
向
性
は
、
相
互
に
異
な
る
二
つ
の
存
在
を
要
求
す
る
原
初
的
関
係
、
超
越
の
関
係

(

6

)

(

6

)

 

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
存
在
と
は
「
意
識
の
存
在
」
と
「
現
象
の
存
在
」
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
存

在
を
ぱ
対
自
存
在
と
、
現
象
の
存
在
を
ば
即
自
存
在
と
名
づ
け
て
、
そ
れ
ら
を
「
絶
対
的
に
切
り
離
さ
れ
た
存
在
領
域
」
と
し
て
分
析

し
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
存
在
と
無
』
は
、
そ
の
標
題
が
一
部
す
よ
う
に
、
対
自
存
在

(
l無
)
と
即
自
存
在

(
l存
在
)
と
の
存
在
関

係
を
問
題
と
し
て
立
て
た
存
在
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
自
存
在
と
即
自
存
在
と
が
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
「
孤
立
し
た
も
の
」
と
し
て
定

3 

立
さ
れ
て
、

し
か
る
後
に
そ
れ
ら
の
存
在
関
係
が
問
題
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
と
、
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

〈
サ
ル
ト
ル
の
存
在
論
は



4 

二
元
論
で
あ
る
〉
と
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
超
越
の
関
係
こ
そ
が
原
初
的
な
(
育

5
正
g)

(
7
)
 

「
超
越
の
哲
学
」
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル

の
存
在
論
は
、

サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
指
向
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

識
は
、
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
超
越
的
対
象
の
措
定
で
な
い
よ
う
な
意
識
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

(
8
)
 

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
意
識
は
何
ら
の
〈
内
容
〉
を
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
己
と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル

「
フ
ッ
サ

l
ル
の
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
意

は
、
こ
の
指
向
的
意
識
に
或
る
「
自
発
的
な
意
識
」

(
意
識
の
意
識
)
が
構
成
的
な
も
の
と
し
て
伴
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

(
9
)
 

つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
措
定
的
意
識
は
、
同
時
に
、
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
非
措
定
的
意
識
で
あ
る
U

こ
の
自
己
に
つ
い
て
の
非
措
定
的

(

刊

)

(

叩

)

意
識
は
、
「
ひ
と
つ
の
新
し
い
意
識
」
で
は
な
く
て
、
「
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
に
と
っ
て
、
唯
一
の
可
能
な
存
在
の
し
か
た
」

(
日
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
非
措
定
的
な
「
存
在
(
に
つ
い
て
の
)
意
識
」
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
反
省
に
よ
っ
て
で

「
対
象
に

は
な
く
て
、
こ
の
自
己
に
つ
い
て
の
非
措
定
的
意
識
か
ら
、
意
識
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
超
現
象
的
な
「
意
識
の
存
在
」
を
、
確

認
す
る
。
簡
単
に
呈
一

な
ら
ず
、
そ
し
て
意
識
は
こ
の
存
在
に
つ
い
て
非
措
定
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
、

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

意
識

然
た
る
一
つ
の
〈
現
わ
れ
〉

は
何
ら
実
体
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
純

(ロ)

で
あ
る
。
」

サ
ル
ト
ル
は
、
こ
の

「
意
識
の
存
在
」
と
平
行
し
て
「
現
象
の
存
在
」
を
確
認
す
る
o
l
-
-現
象
の
背
後
に
隠
れ
て
い
て
わ
れ
わ
れ

が
均
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

〈
本
体
的
存
在
〉
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
信
仰
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

〈
隠
れ
た
る
神
〉

が
信
仰
の
問
題
で
あ
る
の
と
同
等
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
端
的
に
信
ピ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
本
体
的
存
在
〉
か
ら
、



し
た
が
っ
て
不
可
知
論
的
現
象
論
に
お
け
る
よ
う
な
現
象
と
本
体
的
存
在
と
の
二
元
論
か
ら
、
解
放
さ
れ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
存
在
概
念

ふ
品
、

〈
本
体
的
存
在
〉
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
現
象
概
念
も
、

〈
本
体
的
存
在
〉
を
信
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
論
に

お
け
る
現
象
概
念
と
異
な
る
も
の
と
な
る
。

「
ひ
と
た
び
わ
れ
わ
れ
が
ニ

l
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る
〈
背
後
世
界
の
錯
覚
〉
か
ら
脱
却
し
て
、

現
わ
れ
の
背
後
に
あ
る
存
在
を
も
は
や
信
じ
な
い
な
ら
ば
、
現
わ
れ
は
、
逆
に
、
全
き
確
実
性
と
な
る
。
そ
の
本
質
は
〈
現
わ
れ
る
こ

(
日
)

と
〉
で
あ
り
、
こ
れ
は
存
在
と
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
存
在
の
尺
度
と
な
る
。
」
し
た
が
っ
て
、

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
現

象
は
存
在
者
で
あ
り
、
存
在
者
は
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
問
題
の
対
象
で
あ
る
「
存
在
」
ば
、
こ
の
現
象
の
存
在
で
あ

り
、
存
在
者
の
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

一
方
わ
れ
わ
れ
は
、
存
在
論
以
前
的
な
存
在
了
解
を
も
っ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
こ
の

サルトルの「超越」

「
存
在
は
、
何
ら
か
の
直
接
的
な
接
近
、
た
と
え
ば
倦
怠
と
か
幅
き
気
と
い

(
M
)
 

わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
で
あ

e

ろ
う
。
」
(
存
在
論
が
可
能
で
あ
る
の
は
こ
の
存
在
論
以
前
的
な
存

在
了
解
を
条
件
と
し
て
で
あ
る
。
)
存
在
は
現
象
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
存
在
現
象
」
で
あ
っ
て
、
「
存
在
」
に
つ
い
て
は
新
た
に

(
日
)

こ
の
「
存
在
現
象
」
の
「
存
在
」
が
問
題
と
な
り
、
「
現
象
の
存
在
は
存
在
現
象
に
還
元
さ
れ
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
独
我
論

存
在
論
以
前
的
な
存
在
了
解
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

っ
た
よ
う
な
し
か
た
で
、

的
観
念
論
(
現
象
の
背
後
の
本
体
的
存
在
を
却
け
る
点
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
存
在
論
と
同
じ
)
が
な
し
た
よ
う
に
、

「
現
象

「
相
対
性
と
受
動
性
、
こ
の
両
者
が
存
在
が
被
知
覚
に
還
元
さ
れ
る
か
ぎ
り

(
凶
)

に
お
い
て
、
存
在
の
特
徴
的
な
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

の
存
在
」
を
被
知
覚
に
還
元
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

し
か
る
に
「
相
対
性
と
受
動
性
と
い
う
こ
の
二
つ
の
規
定
は
、

(
げ
)

い
か
な
る
場
合
に
も
存
在
そ
の
も
の
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
し
た
が
っ

(
同
)

て
「
現
象
の
存
在
は
そ
の
被
知
覚
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
存
在
が
被
知
覚
で
あ
る
な
ら
ば
、
存
在
は
純
粋
な
内
在
で
あ
る
こ

存
在
の
し
か
た
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

5 

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
サ
ル
ト
ル
が
内
在
論
的
錯
覚
(
己

5
2コ
門
戸

J
5
5伊
コ

2
2
)
と
呼
ぶ
も
の
の
極
限
で
あ
る
。
こ
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の
内
在
論
的
錯
覚
を
打
破
す
る
理
論
を
動
機
守
つ
け
た
の
が
、

「
意
識
の
指
向
性
」

の
概
念
で
あ
っ
た
。

「
意
識
の
指
向
性
」
の
概
念
に

基
づ
い
て
、

の
超
現
象
性
が
確
認
さ
れ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
意
識
の
こ
の
定
義
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
二
つ
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
う

「
現
象
の
存
在
」

い
ま
一
つ
は
、

(
臼
)

意
識
は
そ
の
最
も
深
い
本
性
に
お
い
て
一
つ
の
超
越
的
な
存
在
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
」

る
。
一
つ
は
、
意
識
は
そ
の
対
象
の
存
在
に
と
っ
て
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
二
つ
の
指
向
性
の
概
念
の
う
ち
、
前
者
は
サ
ル
ト
ル
の
解
釈
し
た
フ
ッ
サ

l
ル
の

「
指
向
性
」
の
意
味
で
あ
り
、

後
者
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の

「
指
向
性
」

の
意
味
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
自
ら
の

「
超
越
の
哲
学
」
を
理
論
化
す
る
根
本
概
念
と
し
て

フ
ツ
サ

l
ル
の
現
象
学
の

「
指
向
性
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
て
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
よ
う
に
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
を
も
く
ろ
む
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
認
識
論
の
根
本
概
念
引
と
し
て
の

「
指
向
性
」
と
自
ら
の
存
在
論
的
分
析
の
根
本
概
念
と

し
て
の
「
指
向
性
」
と
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

フ
ッ
サ

l
ル
に
は
、

多
少
と
も
指
向

の
対
象
は
内
在
的
対
象
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。

フ
ッ
サ
1
ル
の
こ
の
内
在
的
対
象
は
超
越
的
対
象
と
区
別
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

フ
ッ
サ

l
ル
が
内
在
論
的
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
と
は
畳
一
守
え
な
い
、
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
在
的
且
つ
超
越
的

対
象
と
は
い
か
に
も
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
。
ま
た
フ
ッ
サ

l
ル
の

「
指
向
性
」
ム
お
よ
び
「
超
越
」

の
概
念
は
多
分
に
認
識
論
的
概
念

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
、

「
指
向
性
」
は
一
つ
の
存
在
と
い
ま
一
つ
の
存
在
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
サ
ル
ト
ル
の
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、

(
初
)

「
超
越
が
意
識
の
構
成
的
構
造
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、

「
意
識
の
指
向
性
」

の
概
念
は
、

「
何
も
の
か
を
す
な
わ
ち
一
つ
の
超
越
的

な
存
在
を
顕
示
す
る
直
観
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
明
瞭
な
義
務
を
よ
そ
に
し
て
は
、
意
識
に
と
っ
て
、

い
か
な
る
存
在
も



(
幻
)

介
。
い
」

(
幻
)

「
意
識
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
一
つ
の
非
意
識
的
な
超
現
象
的
な
存
在
を
巻
き
ぞ
え
に
す
る
」
こ
と
を
、
意
味

と
い
A
ノ
こ
と
、

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
ル
ト
ル
は
、
存
在
論
的
証
明
に
よ
っ
て
、
現
象
の
存
在
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
そ
の
も
の
が
、

現
象
の
超
現
象
的
存
在
を
意
識
の
存
立
に
と
っ
て
必
然
的
に
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
し
た
が
っ
て
、
対
象
が
「
射
影
」
を

も
っ
て
与
え
ら
れ
る
が
故
に
対
象
は
超
越
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
)
か
く
し
て
、
超
現
象
的
な
も
の
と
し
て
、

現
象
の
存
在

が
確
認
さ
れ
た
。

か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
、
現
象
が
二
つ
の
超
現
象
的
な
存
在
す
な
わ
ち
意
識
の
存
在

(
1対
自
存
在
)
と
現
象
の
存
在

(
1即
自

存
在
)
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
、
確
認
し
た
。

「
意
識
の
指
向
性
」
は
、
絶
対
的
に
切
り
離
さ
れ
た
二
つ
の
存
在
領
域
の
根
源
的
関
係

サルトルの「超越」

で
あ
る

「
超
越
」
を
、
指
し
示
し
た
。

の
概
念
が
い
か
な
る
思
想
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

サ
ル
ト
ル
が
分
離
し
た
二
つ
の
存
在
領
域
の
指
向
関
係
の
み
を
主
題
と
し
て
い
る
。
存
在
が
対
自
存

(n) 

在
と
即
自
存
在
と
に
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
指
向
関
係
と
同
時
に
存
在
関
係
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ

次
い
で
、

サ
ル
ト
ル
の
「
超
越
」

(
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

こ
そ
が
、
大
部
な
存
在
論
的
分
析
の
内
容
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
れ
に
触
れ
な
い
。
)

二
、
超
越

一
九
三
三
年
の
秋
、
サ
ル
ト
ル
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
、
現
象
学
の
諸
著
作
を
読
む
。
そ
し
て
現
象
学
と
の
出
遭
い
に
感
激
し
た
の

7 

で
あ
る
。
自
分
の
思
想
を
展
開
す
る
基
盤
を
そ
こ
に
発
見
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(
お
)

た
ま
さ
し
く
そ
の
時
に
」
室
聞
か
れ
た

「
感
激
を
も
っ
て
フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
を
発
見
し

「
フ
ッ
サ

i
ル
の
現
象
学
の
根
本
観
念
、
指
向
性
」
と
題
す
る
短
い
〈
論
評
〉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、



8 

サ
ル
ト
ル
の

(
ね
)

「
独
創
的
な
哲
学
的
表
現
の
処
女
作
」

で
あ
る
だ
け
に
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

」
こ
に
お
い
て
、

サ
Jレ

ト
ル
は
フ
ッ
サ

l
ル
の
指
向
性
概
念
を
絶
讃
し
、
指
向
性
を
「
意
識
の
意
識
自
身
に
よ
る
超
出
(
門
広
吉
田
凶
∞

5
2
5
と
既
に
解
釈
し
て

2
b
o
 

h
u
v

司〆
i

(
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
「
超
出
」
は
「
超
越
」
と
し
ば
し
ば
同
じ
概
念
で
あ
る
J

こ
の
論
評
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
指
向
性
概
念

の
忠
実
な
解
説
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
が
現
象
学
発
見
以
前
よ
り
抱
い
て
お
り
後
に
『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
存
在
論
と

し
て
結
実
す
る
サ
ル
ト
ル
自
身
の
超
越
の
思
想
を
、

フ
ッ
サ

i
ル
の

「
指
向
性
」
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
思
わ
れ
る
。
サ
ル
ト

ル
は
程
な
く
、
自
分
の
思
想
と
フ
ッ
サ

l
ル
の
思
想
と
の
隔
り
を
悟
っ
た
に
違
い
な
い
。

翌
年
未
だ
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
に
書
か
れ
た

『
自
我
の
超
越
』
に
お
い
て
フ
ツ
サ

i
ル
を
讃
え
な
が
ら
も
す
で
に
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
数
年
後
の

『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
、

〈
論
評
〉
に
お
い
て
は
絶
讃
し
た
フ
ッ
サ
l
ル
の
指
向
性
概
念
を
自
分
の
指
向
性
概
念
か
ら
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

〈
論
評
V

の
冒
頭
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
〈
彼
は
彼
女
を
眼
で
食
べ
た
〉
こ
う
し
た
句
や
そ
の
他
多
く
の
表
徴
が
、
認
識
す
る
こ
と
は
食
う
こ
と
だ
と
い
う
実
在
論
と
観
念

論
と
に
共
通
の
錯
覚
を
、
十
分
示
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
は
、
百
年
の
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
を
へ
て
、
な
お
ま
だ
こ
の
段
階
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
誰
も
み
な
、
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
や
、

ラ
ラ
ン
ド
や
、

メ
イ
エ
ル
ソ
ン
を
読
み
、

〈
精
神
H
H
蜘
妹
〉
が
物
を
蜘
妹
の
巣

の
中
に
ひ
っ
ぱ
り
こ
み
、
白
い
よ
だ
れ
で
包
み
、
ゆ
っ
く
り
と
呑
み
こ
み
、
自
分
自
身
の
血
肉
に
化
す
る
も
の
と
、
思
い
こ
ん
だ
も
の

だ
。
机
と
は
、
岩
と
は
、
家
と
は
、
何
か
?
〈
意
識
内
容
〉
の
或
る
集
合
体
、
そ
れ
ら
の
内
容
の
或
る
秩
序
で
あ
る
、
と
。
お
お
、
な

(M) 

ん
と
い
う
栄
養
消
化
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
か
/
」

こ
の
サ
ル
ト
ル
の

「
処
女
作
」
の
冒
頭
の
文
章
が
既
に
、

『
自
我
の
超
越
』
に
始
ま
っ
て
『
存
在
と
無
』
ま
で
を
つ
ら
ぬ
く
サ
ル
ト

ル
哲
学
の
方
向
を
表
明
し
て
い
る
と
、
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、

「
栄
養
消
化
の
哲
学
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
後
に
「
内
在
論
的



錯
覚
」
と
論
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
現
象
学
の
発
見
以
前
に
お
い
て
、
内
在
論
的
錯
覚
に
陥
っ
た
実
在
論
・
観
念
論

を
超
克
し
て
、

「
超
越
の
哲
学
」
を
確
立
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

「
感
激
を
も
っ
て
現
象
学
を
発
見
し
た
ま

さ
し
く
そ
の
時
に
」
、

自
分
自
身
の
超
越
の
思
想
を
、

フ
ッ
サ
l
ル
の
指
向
性
概
念
に
投
影
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、

サ
ル
ト
ル
そ
の
人
に
わ
い
て
は
、

「
超
越
」
の
思
想
が
「
指
向
性
」
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
現
象
学
に

出
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
超
越
の
思
想
を
理
論
化
す
る
道
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
記
の
こ
と
が
ら
は
推
測
に
す

ぎ
な
い
が
事
実
は
ど
う
で
あ
れ
、

サ
ル
ト
ル
哲
学
の
出
発
点
で
あ
り
根
本
概
念
で
あ
る
「
指
向
性
」
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
の
超
越
の
思

想
が
、

『
自
我
の
超
越
』
か
ら
『
存
在
と
無
』
ま
で
を
つ
ら
ぬ
く
根
源
的
思
想
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

サルトルの「超越」

(
お
)

さ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
「
超
越
」
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
含
意
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
近
代
哲
学
が
陥
っ
て
い
る
内
在
論
的
錯
覚
お
よ

(
お
)

び
擬
物
論
的
錯
覚
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
内
在
論
的
錯
覚
と
は
、
意
識
を
容
器
の
如
き
も
の
と
み
な
し
て
「
観
念
」
あ
る
い
は
「
イ

マ
ー
ジ
ユ
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
意
識
内
容
」
が
意
識
の
内
に
存
す
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
擬
物
論
的
錯
覚
と
は
、
意
識

に
事
物
の
性
格
を
附
与
し
て
意
識
に
不
透
明
性
を
持
ち
こ
む
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
同
一
の
錯
覚
の
二
面
で
あ
り
、
対
象
に
つ
い

て
は
内
在
論
的
錯
覚
と
な
り
、
意
識
に
つ
い
て
は
擬
物
論
的
錯
覚
と
な
る
。
そ
し
て
、
内
在
論
的
錯
覚
に
対
す
る
批
判
を
明
確
に
示
す

か
た
ち
で
、
超
越
の
思
想
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
展
開
さ
れ
た
の
が
、

『
イ
マ
ジ
ネ

l
ル
』
で
あ
り
、
擬
物
論
的
錯
覚
に
対
す
る
批
判
を
明

確
に
示
す
か
た
ち
で
、
超
越
の
思
想
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
展
開
さ
れ
た
の
が
、

『
自
我
の
超
越
』

で
あ
る
。

非
現
実
的
対
象
物
の
超
越
性
。
ー
ー
ー
一
見
し
た
と
こ
ろ
あ
た
か
も
サ
ル
ト
ル
の
超
越
の
思
想
を
瓦
解
さ
せ
る
か
に
思
わ
れ
る
型
の
意

識
が
あ
る
。
そ
れ
は
想
像

(
5
p
m
E
3
3
)
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
何
も
の
か
の
イ
マ

l
ジ
ュ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

9 

こ
の
対
象
物
H
H
イ
マ

l
ジ
ュ
は
純
粋
に
内
在
で
あ
る
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
サ
ル
ト
ル
が
「
内
在
論
的
錯
覚
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
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あ
る
。
想
像
意
識
は
、
超
越
の
思
想
を
瓦
解
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、

「
実
在
論
と
観
念
論
と
に
共
通
の
」

「
内
在
論
的
錯
覚
」

の
秘
密
を

暴
露
し
、
内
在
論
的
哲
学
に
対
抗
す
る
「
超
越
の
哲
学
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
意
識
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル

が
、
フ
ッ
サ
l
ル
か
ら
学
ん
だ
方
法
を
駆
使
し
て
、
想
像
意
識
の
現
象
学
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
蓋
し
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
イ
マ
ジ
ネ
l
ル
』
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た

『
想
像
』
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
擁
物
論
的
錯
覚
に
陥
っ
た
近
代
哲
学
お
よ
び
実
証

的
心
理
学
に
お
け
る

「
イ
マ

l
ジ
エ
」
に
つ
い
て
の
理
論
を
批
判
す
る
。
諸
々
の
近
代
哲
学
に
し
ろ
実
証
的
心
理
学
に
し
ろ
、
イ
マ

l

ジ
ュ
を
一
種
の
惰
性
的
な
即
自
的
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
し
、
す
な
わ
ち
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
事
物
の
性
格
を
間
与
し
て
来
た
の
で
あ
る

(
擬
物
論
的
錯
覚
〉
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
イ
マ

l
ジ
ュ
と
は
「
意
識
内
容
」
す
な
わ
ち
意
識
の

中
に
あ
る
心
的
対
象
物
で
あ
っ
た

(
内
在
論
的
錯
覚
)
。
し
か
し
、
イ
マ

l
ジ
ュ
の
意
識
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
イ
マ

l
ジ
ユ
が
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
が
、
古
典
的
な
「
イ
マ

l
ジ
ユ
」

の
概
念
を
振
り
払
い
、
イ
マ

l
ジ
ユ
の
意
識
に
つ

い
て
の
反
省
の
み
か
ら
得
る
結
論
は
ご
う
で
あ
る
。

「
意
識
の
中
に
は
イ
マ

l
ジ
ュ
は
な
い
し
、
イ
マ

l
ジ
ユ
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
う
で
は
な
く
て
イ
マ

l
ジ
ュ
と
は
意
識
の
或
る
型
な
の
、
だ
。
イ
マ

l
ジ
ュ
と
は
作
用
で
あ
っ
て
事
物
で
は
な
い
。
イ
マ

l
ジ
ユ

(

幻

)

(

お

)

と
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
」
そ
れ
で
は
何
故
に
、
「
心
理
学
者
た
ち
ゃ
哲
学
者
た
ち
の
大
部
分
が
採
用
し
て
来
た
」

(
銘
)

観
点
や
「
常
識
の
観
点
」
は
擬
物
論
的
錯
覚
に
陥
っ
た
の
か
。
サ
ル
ト
ル
は
、

「
常
識
の
観
点
」
が
擬
物
論
的
錯
覚
に
陥
る
様
を
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

「
イ
マ

l
ジ
ュ
と
し
て
の
イ
マ

l
ジ
ユ
の
純
粋
な
観
想
か
ら
精
神
を
そ
む
け
る
や
否
や
、

つ
ま
り
諸
々
の
イ
マ

i

ジ
ュ
を
形
成
す
る
こ
と
な
し
に
イ
マ

l
ジ
ユ
に
つ
い
て
考
え
る
や
否
や
、
地
す
べ
り
現
象
が
生
ビ
て
、
イ
マ

l
ジ
ュ
と
対
象
物
の
本
質

の
同
一
性
の
確
認
か
ら
、
存
在
の
同
一
性
の
確
認
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
マ

l
ジ
ュ
と
は
す
な
わ
ち
対
象
物
で
あ
る
が
故
に
、

そ
の
こ
と
か
ら
イ
マ

i
ジ
ュ
は
対
象
物
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

e

』
イ
マ

l
ジ
ュ
を
、
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
事
物
と



し
て
存
在
す
る

〈
事
物
の
コ
ピ

l
v

(
勾
)

に
し
て
し
ま
う
。
」
こ
れ
は
心
的
イ
マ

l
ジ
ュ
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

，C， 
的

イ
マ

l
ジ
ユ
と
同
様
に
イ
マ

l
ジ
ュ
の
本
質
を
そ
な
え
て
い
る
物
的
イ
マ

i
ジ
ユ

(
写
真
や
絵
画
)
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。

(
実
際
、
内
在
論
的
錯
覚
は
、
写
真
の
よ
う
な
対
象
物
が
意
識
の
中
に
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
)
こ
こ
で
「
イ
マ

l
ジ
ユ
と
は
す
な
か

ち
対
象
物
で
あ
る
」
と
誤
解
を
招
き
そ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
一
枚
の
肖
像
写
真
を
見
せ
ら
れ
た
時
に
口
に
出
る

「
こ
れ
(
イ
マ

l
ジ
ユ
)
は
A
さ
ん
(
対
象
物
)
だ
」
と
い
う
発
言
に
対
応
す
る
。
そ
れ
が
「
イ
マ

l
ジ
ュ
と
対
象
物
の
本
質
の
同
一

性
の
確
認
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
A
さ
ん
の
イ
マ

l
ジ
ユ
が
対
象
物
と
し
て
写
真
の
上
に
存
在
す
る
と
錯
覚
す
る
の
が
、
「
存

在
の
同
一
性
の
確
認
」

で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
擬
物
論
的
錯
覚
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
が
心
的
イ
マ

l
ジ
ュ
に
つ
い
て
も
起
こ

サルトルの「超越」

る
の
で
あ
る
。
写
真
の
上
に
対
象
物
と
し
て
の
イ
マ

l
ジ
ユ
が
事
物
の
よ
う
に
即
白
的
に
存
在
し
な
い
の
は
明
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
写

真
の
上
に
即
自
的
に
存
在
す
る
の
は
灰
色
の
斑
点
模
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
焼
き
つ
け
の
具
合
を
調
べ
る
カ
メ
ラ
マ
ン
の
知
覚
の
対
象
物

で
あ
る
。
物
的
イ
マ

l
ジ
ュ
が
対
象
物
と
し
て
即
自
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
反
転
図
形
や
、
近
く
で
観

る
場
合
と
遠
く
か
ら
観
る
場
合
と
で
全
く
異
な
る
イ
マ

i
ジ
ユ
が
生
ま
れ
る
ダ
リ
の
だ
ま
し
絵
の
例
を
考
え
れ
ば
、
更
に
わ
か
り
や
す

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
イ
マ

l
ジ
ュ
は
対
象
物
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
錯
覚
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
イ
マ

i
ジ
ユ
の
意
識
に
つ
い
て

反
省
し
て
み
れ
ば
、
イ
マ

l
ジ
ュ
は
意
識
の
作
用
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

『
イ
マ
ジ
ネ
l
ル
』
は
、

「
イ
マ

l
ジ
ュ
は
ひ
と
つ
の
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
『
想
像
』
の
結
論
か
ら
出
発
す
る
想
像
意
識
の
現
象

学
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
『
イ
マ
ジ
、
不
l
ル
』
に
お
い
て
、
反
省
的
記
述
に
基
づ
く
想
像
意
識
の
本
質
の
把
握
、

お
よ
び
そ
れ
に
基
づ

く
想
像
意
識
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
対
象
物
に
関
係
す
る
し
か
た
の
相
異
に
よ
っ
て
、
反
省
作
用
が
意
識
を
知
覚
・
想
像
・
概
念

11 

と
い
う
三
つ
の
型
に
弁
別
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
知
覚
お
よ
び
概
念
と
峻
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
想
像
意
識
を
問
題
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の
対
象
と
す
る
。
さ
て
、
想
像
意
識
は
ひ
と
つ
の
意
識
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
想
像
意
識
で
あ
る
。
想
像
意
識
の

対
象
物
、
が
意
識
に
内
在
的
な
イ
マ

l
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
サ
ル
ト
ル
が
否
定
す
る
こ
と
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
サ
ル
ト

ル
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
覚
意
識
お
よ
び
想
像
意
識
の
対
象
物
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
て
、
同
一
の
そ
の
事
物

で
あ
る
。

「
私
が
こ
の
椅
子
を
知
覚
す
る
に
せ
よ
想
像
す
る
に
せ
よ
、
私
の
知
覚
の
対
象
物
と
私
の
イ
マ

l
ジ
ユ
の
対
象
物
と
は
同
一

で
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
腰
か
け
て
い
る
こ
の
わ
ら
の
椅
子
で
あ
る
。

i
意
識
の
或
る
ひ
と
つ
の
型
、
す
な
わ
ち
現
実
に
存
在
す
る
椅

子
に
直
接
に
関
係
す
る
ひ
と
つ
の
綜
合
的
組
織
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
綜
合
的
組
織
の
本
質
は
ま
さ
し
く
現
実
に
存

在
す
る
椅
子
に
何
ら
か
の
し
か
た
で
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
は
現
実
に
存
在
す
る
対
象
物
に
つ
い
て
の
意
識
が
、

一
具
体

例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
想
像
意
識
の
対
象
物
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
実

に
存
在
し
な
い
キ
マ
イ
ラ
や
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
も
想
像
意
識
の
対
象
物
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
対
象
物
が
現
実
に
存
在
す
る
か
否
か

の
差
違
は
想
像
意
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
差
違
で
は
な
い
と
サ
ル
ト
ル
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
知
覚
の
対

象
物
で
あ
る
現
実
に
存
在
す
る
対
象
物
が
意
識
の
中
に
蓬
入
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
想
像
意
識
の
対
象
物
も
意
識

の
中
に

A

這
入
っ
て
来
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
想
像
意
識
の
対
象
物
は
超
越
的
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
現
実
に
存
在
す
る
椅
子
も
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
も
超
越
的
対
象
物
で
あ
っ
て
意
識
に
内
在
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
言
わ

れ
て
い
る
い
ま
一
つ
の
こ
と
は
、
知
覚
か
ら
想
像
を
区
別
す
る
も
の
は
、
対
象
物
の
相
異
で
は
な
く
て
、
対
象
物
に
関
係
す
る
し
か
た

す
な
わ
ち
措
定
作
用
の
相
異
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

対
象
物
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
知
覚
か
ら
区
別
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
、

(
担
)

て
措
定
す
る
。
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
想
像
意
識
の
措
定
作
用
の
四
形
式
を
分
析
す
る
。

「
想
像
意
識
は
そ
の
対
象
物
を
無
と
し

「
そ
の
作
用
は
、
対
象
物
を
、
現
実
に
存
在



し
な
い
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
不
在
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
他
所
に
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
措
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
そ
の
作
用
は
そ
れ
自
身
を
〈
中
和
す
る
〉
こ
と
す
な
わ
ち
そ
の
対
象
物
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
し
な
い
こ
と

(
沼
)

も
で
き
る
。
」
ち
な
み
に
、

概
念
と
想
像
と
の
区
別
に
つ
い
て
言
え
ば
、
概
念
作
用
は
対
象
物
の
本
質
あ
る
い
は
意
味
を
措
定
す
る
の

で
あ
っ
て
対
象
物
そ
の
も
の
を
措
定
し
な
い
の
に
対
し
て
、
想
像
に
お
い
て
は
そ
の
対
象
物
が
「
準
観
察
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
「
直
観

h
リ
口
H
H

A
ロ
ふ
小
'
」

の
も
と
に
与
え
ら
れ
る
。

想
像
意
識
の
対
象
物
は
非
現
実
的
対
象
物
で
あ
る
。
想
像
意
識
は
非
現
実
的
対
象
物
ヘ
向
か
っ
て
の
超
越
で
あ
る
。

「
一
般
に
、
非

サルトルの「超越」

現
実
的
で
あ
る
の
は
対
象
物
の
素
材
の
み
で
は
な
い
。
対
象
物
が
従
わ
せ
ら
れ
て
い
る
空
間
規
定
・
時
間
規
定
は
す
べ
て
、
こ
の
非
現

(
お
)

実
性
を
帯
び
て
い
る
。
」
す
な
わ
ち
、
非
現
実
的
対
象
物
は
、
現
実
的
な
も
の
の
世
界
の
秩
序
に
属
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
超
え
て
い

「
想
像
意
識
は
、
そ
の
対
象
物
を
無
と
し
て
措
定
す
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
サ
ル
ト
ル
の

る
。
と
こ
ろ
で
、

「
無
」
を

積
極
的
な
意
味
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

無
は
即
自
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

(
誕
)

「
無
の
把
握
は
直
接
的
な
開
示
に
よ
っ
て
は
な
さ
れ
得
な
い
。
」

(
お
)

れ
得
な
い
。
」

無
は
存
在
の
無
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

サ
ル
ト
ル

「
無
は
何
も
の
か
の
下
部
構
造
と
し
て
し
か
与
え
ら

+品、

あ
る
い
は

と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
無
が
体
験
さ
れ
る
の
は
、
想
像
意
識
が
現
実
的
な
も
の
の
世
界
を
超
え
て
(
こ
れ
を
否
定
し
て
)

非
現
実
的
対
象
物
に
向
か
っ
て
自
己
を
超
越
す
る
時
の
そ
の
否
定
作
用
に
わ
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
想

(
お
)

像
意
識
は
非
現
実
的
世
界
を
訪
抽
出
す
る
の
で
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
、
「
非
現
実
的
世
界
は
存
在
し
な
い
。
」
と
言
う
。
反
対
に
サ
ル

ピ

(

幻

)

「
非
現
実
的
な
も
の
は
、

l
i
l
-
-
自
ら
が
否
定
す
る
こ
の
世
界
の
地
の
上
に
つ
ね
に
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
結

E
F
ル
中
品
、

J
l
 

論
す
る
。
か
く
し
て
、
非
現
実
的
対
象
物
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
想
像
意
識
は
世
界
の
否
定
に
お
け
る
世
界
へ
の
超
越
で
あ
る
こ

13 

シ
」
け
い
弁

f
Q
。
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自
我
の
超
越
性
。

|

l非
反
省
的
水
準
に
お
け
る
対
象
と
し
て
の
心
理

1
物
理
的
な
自
我
が
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
他
者
に
と
っ
て
も
超
越
的
な
対
象
で
あ
る
。

一
方
、
諸
々
の
近
代
哲
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る

意
識
の
中
あ
る
い
は
背
後
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
我
れ
」
に
つ
い
て
き
早
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
意
識
を
統

一
し
て
い
る
も
の
は
、
超
越
的
対
象
で
あ
り
、
意
識
そ
れ
自
身
の
時
間
的
統
一
で
あ
る
。

「
我
れ
」
と
は
内
面
性
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。

存
在
す
る
「
超
越
論
的
我
れ
」
が
意
識
を
統
一
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
意
識
は
純
粋
な
自
発
性
で
あ
っ
て
、
非
反
省
的
意
識
は
、
超

越
的
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
且
つ
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
非
措
定
的
意
識
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
我
れ
」
な
ど
存
在
し
な
い
。

「
我
れ
思
う
」
が
現
わ
れ
る
の
は
反
省
的
意
識
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
「
我
れ
」
と
は
、
反
省
的
水
準
に
現
わ
れ
る
心
的
な
対
象
物
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
超
越
的
な
対
象
物
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
自
我
の
超
越
性
に
つ
い
て
の
考
え
を
短
か
く
要
約
す
れ
ば
、
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
か
ら
見
れ
ば
、
意
識
の

中
に
「
自
我
」
を
持
ち
こ
む
哲
学
は
、
意
識
に
受
動
性
と
不
透
明
性
を
附
与
し
て
、
意
識
を
破
壊
す
る
擬
物
論
的
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る

(
認
)

「
超
越
論
的
領
野
」
を
純
化
し
て
、

の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
自
我
の
超
越
性
を
主
張
し
、

「
超
越
論
的
領
野
」
は
「
盤
じ
で
あ
る

と
結
論
す
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
中
に
意
識
の
対
象
物
が
存
在
す
る
と
な
す
擬
物
論
的
錯
覚
、
意
識
の
内
部
に
あ
る

い
は
背
後
に
自
我
が
存
在
す
る
と
な
す
擬
物
論
的
錯
覚
を
却
け
て
、
意
識
を
純
化
し
て
ま
っ
た
く
透
明
な
も
の
無
で
あ
る
も
の
と
し
て

規
定
し
た
の
で
あ
る
。
意
識
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
〈
超
越
》
で
あ
り
、
超
越
的
対
象
物
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
サ
ル
ト

ル
は
、
人
間
的
現
実
の
存
在
論
的
分
析
に
お
い
て
、
対
自
存
在
を
即
白
存
在
の
否
定
と
、
す
な
わ
ち
意
識
を
存
在
の
無
と
、
規
定
し
た
。

サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
「
意
識
の
指
向
性
」
の
概
念
は
「
超
越
」
の
思
想
を
合
意
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
超
越
」
は
意



識
が
世
界
に
対
す
る
否
定
的
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
超
越
」
と
い
う
否
定
的
関
係
こ
そ
が

(
鈎
)

「
原
初
的
な
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
サ
ル
ト
ル
の
主
張
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
は
超
越
の
哲
学
で
あ
る
。

現
象
が
要
求
す
る
存
在
の
超
現
象
性
を
認
め
な
け
れ
ば
、
内
在
論
的
錯
覚
に
陥
る
で
あ
ろ
う
し
、
二
つ
の
超
現
象
的
存
在
を
そ
れ
ぞ

れ
即
白
的
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
擬
物
論
的
錯
覚
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
も
の
と
は
、
〈
人
間
H
H
世
界
〉

と
い
う
一
対
で
あ
り
、
関
係
で
あ
る
。
関
係
項
の
各
々
を
実
体
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
関
係
項
の
一
方
を
実
体
化
し
て
他
方
を
相
対
化

し
た
り
、
あ
る
い
は
関
係
項
の
一
方
を
消
去
し
た
り
し
て
来
た
の
が
、
共
通
し
て
擬
物
論
的
錯
覚
に
陥
勺
た
近
代
哲
学
の
歩
み
で
あ
っ

た
。
サ
ル
ト
ル
の
豊
か
な
「
人
間
的
現
実
」

の
存
在
論
的
分
析
は
、

か
か
る
近
代
哲
学
の
超
克
の
試
み
で
あ
る
。

サルトルの「超越」15 

キ
エ

(
1
)
初
期
著
作
に
お
い
て
は
フ
ッ
サ
l
ル
に
な
ら
っ
て
「
超
越
論
的
領
野
」
「
超
越
論
的
意
識
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
が
、

は
空
間
を
予
想
さ
せ
る
し
、
「
超
越
論
的
」
は
多
分
に
認
識
論
的
用
語
で
あ
る
。
『
存
在
と
無
』
で
は
使
わ
れ
な
い
。

(
2
)
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司
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ま
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w

。曲ニ
E
S
E
-
司・

ωゲ

サ
ル
ト
ル
は
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学
に
こ
の
名
称
を
与
え
た
の
だ
が
、
こ
の
名
称
は
一
~
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
自
身
の
存
在
論
に
与
え
ら
れ
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「
一
賀
子
下
回
エ
」
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サルトルの「超越」

(
却
)
同
¥
凡

s
a
s
s
Z
W
3・5
ーロ・

(
況
)
尽
主
-
w

唱

-Nω
・

(
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)

』
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F
N弘
w
H
V

・官・

(
お
)
」
「
守
色
-w

同

yEω
・

(
泊
)
」
ヨ
乞
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唱

-Nω
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(お
)
H
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唱

-Nω
吋・

(
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包
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)
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、口・

(幻
)
H
F
H札
・
冶
唱

-Nω
。・

(
却
)
の
?
註

(
1
)。

(
却
)
「
二
つ
の
存
在
領
域
の
関
係
は
、
一
つ
の
原
初
的
な
湧
出
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
」

(
h
w恥
ご
・
魚
川
町
四
~
内

S
P
H
S
H
W
司・

ω∞
・
)

引
用
の
訳
文
に
関
し
て
は
、
多
く
の
場
合
、
人
文
書
院
版
サ
ル
ト
ル
全
集
を
使
用
し
た
。

* 

(
大
学
院
学
生
)
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