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本
源
的
共
同
存
在
と
日
常
性
批
判

山

崎

庸

佑

筆
者
は
以
前
、
「
哲
学
の
準
備
」
で
い
わ
ゆ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
言
及
し
た
折
、
啓
蒙
の
最
尖
端
を
帯
進
す
る
高
度
科
学
と
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
時
代
で
あ
る
現
代
は
、
人
聞
が
世
に
棲
む
乙
と
に
世
界
観
的
な
い
し
人
生
観
的
な
「
意
味
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
に

見
え
る
世
界
を
啓
蒙
以
前
の
準
神
話
的
世
界
、
端
的
に
い
え
ば
虚
妄
の
世
界
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
旨
を
述
べ
た
。
そ
の
事
情
は
、
フ
ッ
サ

l
ル
の
言
う
ノ
エ
マ
的
な
「
意
味
」
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
、
と
言
え
ば
言
い
す
ぎ
に
な
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
虚
妄
で
は
な

く
し
て
掛
け
値
な
し
に
あ
る
真
実
の
世
界
は
「
意
味
」
に
無
縁
の
世
界
、
む
し
ろ
「
無
意
味
」
な
世
界
、
言
い
か
え
れ
ば
実
体
的
l

因
果

的
な
時
空
連
続
体
と
し
て
の
単
な
る
物
的
実
在
で
あ
る
と
い
う
の
が
科
学
人
た
る
現
代
人
の
心
底
に
巣
く
う
平
均
的
信
条
で
あ
ろ
う
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
諸
科
学
の
危
機
」
を
警
告
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
に
真
正
の
伝
統
的
理
性
と
そ
の
自
己
責
任
の
自

覚
に
も
と
づ
く
超
越
論
的
現
象
学
を
も
っ
て
し
た
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
た
し
か
に
、
「
も
は
や
自
然
で
は
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
一
種
超
越
論

的
な
「
精
神
」
な
い
し
は
「
人
格
」
の
先
行
性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
乙
の
精
神
の
世
界
は
結
局
、
一
種
の
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
社
会
、

文
化
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
文
化
、
社
会
、
歴
史
と
い
う
領
域
は
、
た
し
か
に
「
も
は
や
自
然
で

は
な
い
」
領
域
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
自
然
超
越
的
で
あ
り
、
人
間
の
時
々
刻
々
の
営
み
は
精
神
的
・
歴
史
的
行
為
と
し
て
は
常
住
不

断
に
超
越
論
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
文
化
的
事
実
、
社
会
的
事
実
、
歴
史
的
事
実
と
い
う
言
い
方
が
な
ん
ら
異
様
で
は
な
い

ポ

少

テ

イ

l
フ

よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
一
面
で
は
ま
だ
実
証
的
l
措
定
的
な
事
実
と
い
う
性
格
を
ま
っ
た
く
払
損
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

乙
れ
に
対
し
て
、

二
五



－一六

日
常
の
経
験
的
事
実
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
半
分
近
く
の
分
量
を
占
め
る
「
弁
証
論
」
で
詳
説
し
た
よ
う
に
、

に
制
約
さ
れ
た
」
〈

KFg∞l
回
8
8
個
々
的
事
実
で
あ
っ
て
、
被
制
約
者
で
あ
る
所
与
的
事
実
の
成
立
そ
れ
自
体
を
可
能
に
す
る
根
拠
、

4

0
テ

イ

l
フ

つ
ま
り
制
約
す
る
も
の
の
全
体
、
「
諸
制
約
の
全
体
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
悟
性
が
構
成
す
る
実
証
的
指
定
的
な
事
実
を
当
の
事
実
と
し

て
根
底
の
と
乙
ろ
で
制
約
（
σ包
宮
宮
ロ
〉
し
て
い
る
本
源
的
な
「
可
能
性
の
制
約
」
そ
れ
自
身
は
、
当
然
の
乙
と
な
が
ら
「
制
約
さ
れ

た
」
被
措
定
的
・
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
無
制
約
的
な
も
の
仏

g
d回
v
a
E
M
1
0」
で
あ
る
以
外
に
な
い
。
フ
ッ
サ
l
ル

の
言
う
精
神
的
世
界
は
「
も
は
や
自
然
で
は
な
い
」
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
悟
性
の
段
階
に
あ
る
乙
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ

自
身
は
無
制
約
的
な
経
験
の
可
能
性
の
「
諸
制
約
の
全
体
」
と
い
う
本
源
的
意
味
で
「
超
越
論
的
」
な
段
階
、
つ
ま
り
悟
性
的
に
構
成
さ

れ
た
現
象
的
事
実
の
根
拠
で
あ
る
本
体
的
な
も
の
、
叡
知
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
理
性
の
段
階
、
始
源
・
根
源
・
第
一
原
理
（
甲
山
口
弘
・

1
ロ
自
）
の
能
力
で
あ
る
理
性
の
関
与
す
る
位
相
に
は
、
厳
密
に
言
っ
て
ま
だ
及
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
つ
ね

「
も
は
や
自
然
で
怯
な
い
」
も
の
を
目
指
し
た
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
の
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
今
日
で
は
か

フ
ユ

l
p
ツ
シ
ユ

え
っ
て
称
賛
に
値
す
る
反
時
代
的
考
察
の
努
力
は
、
し
か
し
残
念
な
乙
と
に
、
「
世
界
秩
序
の
自
然
事
実
的
な
面
を
コ
ピ
ー
す
る
考
察
か

ら
進
ん
で
」
、
そ
の
探
求
が
「
哲
学
に
特
有
の
品
位
」
を
な
す
ゆ
え
ん
の
「
理
念
」
的
な
も
の
の
直
視
に
ま
で
上
昇
す
る
と
い
う
「
尊
敬

と
追
随
に
値
す
る
」
「
哲
学
者
の
精
神
的
躍
動
」
（
〉
臼
虫
－
H
切

ω詰
）
に
は
、
厳
密
に
言
え
ば
ま
だ
な
り
得
て
い
な
い
。
フ
ッ
サ
l
ル
の

言
う
精
神
や
人
格
が
「
も
は
や
自
然
で
は
な
い
」
乙
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
だ
カ
ン
ト
の
言
う
「
そ
れ
自
身
は
も
は
や

述
語
で
は
な
い
主
語
（
主
体
的
吾
W
W
C
」
（
〉
路
ザ
回
ω這
）
と
し
て
の
無
制
約
的
主
観
、
本
当
の
意
味
で
の
超
越
論
的
主
観
（
本
体
我
）

で
あ
り
得
な
い
の
は
、
問
題
の
精
神
な
い
し
人
格
が
そ
の
つ
ど
の
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
な
「
述
語
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
共
同
人
の

ペ
ル
ソ
ナ

「
役
割
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
主
観
で
あ
る
乙
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
論
議
を
重
ね
る
ま
で
も
な
く
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
ソ
ナ

常
民
が
日
常
、
身
に
ひ
き
受
け
て
時
々
刻
々
に
演
技
す
る
役
割
行
為
は
、
演
技
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
圏
、
つ
ま
り
共

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、

向
性
の
圏
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
本
分
、
責
務
、
道
に
か
な
う
乙
と
を
目
ざ
す
「
真
面
目
」
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の



日
常
の
実
践
的
l

対
他
的
行
為
の
真
面
目
さ
は
、
観
点
を
少
し
く
ず
ら
せ
ば
、
単
調
・
平
板
・
無
意
味
な
日
常
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自

己
で
あ
る
こ
と
の
本
来
性
、
い
わ
ゆ
る
本
来
的
自
己
の
喪
失
、
自
己
存
在
可
能
の
全
体
性
の
分
散
と
い
う
よ
う
に
も
意
識
さ
れ
る
。

哲
学
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
昔
よ
り
い
つ
の
世
に
あ
っ
て
も
現
代
批
判
、
文
明
批
判
と
い
う
批
判
の
機
能
に
あ
る

が
、
ヤ
ス
パ

1
ス
の
『
現
代
の
精
神
的
情
況
』
（
一
九
三
一
年
）
官
頭
の
告
発
に
よ
れ
ば
、
特
に
二
十
世
紀
の
現
代
人
は
だ
れ
で
も
自
分

ク

リ

テ

一

イ

y

シ

ユ

が
生
き
て
い
る
世
界
状
態
が
最
終
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
不
安
定
な
仮
そ
め
の
も
の
、
暫
定
状
態
で
あ
る
こ
と
を
危
機
的
・
批
判
的

過
去
に
は
人
聞
が
自
分
の
世
界
を
持
続
的
な
も
の
と
感
じ
、
部
分
的
な
改
良
を
考
え
は
し
た
け
れ
ど
も
、
世
界
を

に
意
識
し
て
い
る
。

全
体
と
し
て
は
不
変
の
秩
序
と
み
な
し
た
時
代
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
人
聞
が
歴
史
意
識
と
い
う
も
の
を
獲
得
し
、
特
定
の
歴
史
的

情
況
に
自
己
を
お
い
て
見
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
事
情
は
変
っ
た
。
現
代
人
の
生
は
も
は
や
問
題
の
な
い
統
一
性
の
意
識
に
支
え
ら
れ

て
は
い
な
い
。
生
そ
の
も
の
と
そ
の
生
に
つ
い
て
の
意
識
は
分
裂
し
、
安
定
し
た
統
一
性
と
い
う
も
の
は
な
い
。
現
代
人
は
世
界
と
意
識

の
安
定
し
た
統
一
性
の
回
復
を
め
ぎ
す
た
え
ま
の
な
い
克
服
と
産
出
、
喪
失
と
獲
得
の
渦
に
巻
き
乙
ま
れ
、
意
識
の
変
化
が
世
界
の
変
化

を
生
み
、
世
界
の
変
佑
が
意
識
の
変
化
を
生
む
と
い
う
よ
う
に
、
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
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全
体
性
と
統
一
が
無
力
化
し
、
生
き
る
乙
と
の
意
味
、
歴
史
や
文
化
の
目
標
と
い
っ
た
も
の
が
動
揺
、
崩
壊
し
、
シ
ョ

l
ベ
ン
ハ
ウ
ア

ー
や
ニ

l
チ
ェ
の
よ
う
に
、
「
そ
も
そ
も
生
は
意
味
を
も
ち
う
る
か
」
と
’
自
問
し
た
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
を
深
刻
に
問
題
と
せ
ぎ
る

を
得
な
く
な
っ
た
場
合
、
「
無
で
は
な
い
」
、
「
そ
も
そ
も
な
に
か
が
あ
る
」
と
い
う
驚
異
に
は
じ
ま
る
哲
学
の
根
源
的
明
証
が
、
「
な
に
ゆ

え
に
そ
も
そ
も
寄
在
者
が
あ
り
、
む
し
ろ
無
で
は
な
い
か
巧

R
Z
B
E
S刊
号
皇
官
官
ぽ

E
2
5仏回目。伊丹
i
m
－B叩
宵
呂
の
伊
丹
白
噌
」

乙
の
聞
い
を
「
形
而
上
学
の
根
本
的
聞
い
」
と
名
づ
け
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は

ζ

の
聞
い
を
問
う
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
実
際
、
彼
が
『
形
而
上
学
入
門
』
で
い
う
「
神
々
の
逃
亡
、
大
地
の
破
壊
、
人
聞

の
大
衆
化
、
平
均
的
な
・
も
の
の
優
位
」
に
示
さ
れ
る
「
世
界
の
暗
櫓
化
」
を
経
験
す
る
者
は
、
深
刻
に
そ
の
聞
い
を
間
わ
な
い
わ
け
に
は

、〉
P

弘、。

B
U
4
N
＋
ι
、’v

と
い
う
聞
い
の
形
を
と
っ
て
追
っ
て
く
る
。

二
七
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い
く
ぶ
ん
平
板
化
さ
れ
て
流
布
し
た
実
存
哲
学
は
、
も
と
も
と
、
迫
り
く

る
右
の
「
根
本
的
聞
い
」
に
直
面
し
、
な
に
か
が
あ
り
ま
っ
た
く
の
無
で
な
い
と
い
う
実
存
（

R
E
o
E
F
a
l曲
目
白
芯
円
。
話
回
笹
山
古
一
）

「
実
存
は
本
質
に
先
だ
っ
」
（
サ
ル
ト
ル
）
と
い
う
標
語
で
、

の
神
秘
に
沈
潜
す
る
哲
学
で
あ
っ
た
。
「
な
に
ゆ
え
私
は
寄
在
す
る
か
」
、
あ
る
い
は
、
自
己
と
自
己
を
と
り
巻
く
世
界
の
連
帯
性
を
考
慮

す
れ
ば
、
「
な
に
ゆ
え
世
界
は
存
在
し
、
ま
っ
た
く
の
無
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
か
」
と
い
う
聞
い
が
、
結
局
、
哲
学
（
愛
知
）
の
最
深

の
聞
い
で
あ
り
、
各
人
は
各
人
の
生
涯
を
賭
け
て
こ
の
聞
い
に
応
答
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
人
生
を
無
駄
に
過
し
た
こ
と
に
な
ら
な

い
た
め
に
は
、
各
人
の
生
が
あ
げ
て
こ
の
間
い
へ
の
挑
戦
と
い
う
意
味
を
担
い
、
各
人
の
生
涯
が
各
様
に
世
界
の
存
在
の
認
承
、

「
あ
る
」
乙
と
の
肯
定
と
確
認
の
様
式
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

生
が

し
か
し
現
代
で
は
ま
る
で
む
き
出
し
の
本
能
的
な
生
活
欲
が
、
機
械
技
術
に
よ
っ
て
自
然
は
も
ち
ろ
ん
、
人
閉
ま
で
も
人
的
資
源
と
し

て
忙
し
く
動
員
し
、
そ
の
た
め
人
聞
は
大
衆
化
さ
れ
、
万
事
に
つ
け
て
無
名
の
平
均
的
な
も
の
が
優
勢
と
な
る
。
個
人
の
高
貴
性
は
圧
殺

さ
れ
、
全
般
に
世
界
は
「
意
味
深
さ
」
を
失
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
乙
の
意
味
希
薄
佑
の
情
況
に
抗
し
て
、
人
閣
の
存
在
が
ど
こ
ま
で
深

い
「
意
味
」
を
も
ち
う
る
か
を
探
求
し
た
と
乙
ろ
に
、
世
界
観
的
な
哲
学
と
し
て
の
実
存
哲
学
の
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
。
「
世
界
は

昼
（
信
性
的
な
合
理
性
の
こ
と
）
が
思
う
よ
り
も
深
い
」
と
い
っ
た
の
は
ニ

l
チ
ェ
だ
が
、
人
間
寄
在
の
品
位
と
高
貴
性
が
自
に
み
え
て
崩

れ
て
ゆ
く
と
い
う
暗
い
危
機
意
識
に
慎
悩
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
心
魂
を
傾
け
て
世
界
の
深
S
、
人
生
の
意
味
を
た
し
か
め
よ
う
と
す
る

努
力
は
、
本
来
哲
学
の
営
み
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
る
。

ニ
l
チ
ェ
の
現
代
批
判
を
い
ま
少
し
個
人
的
な
実
践
生
活
の
現
場
に
ひ
き
よ
せ
て
考
察
し
て
み
る
必
要
も
あ
る

が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
ヤ
ス
パ

l
ス
が
『
現
代
の
精
神
的
情
況
』
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
批
判
を
今
よ
う
や
く
、
わ
れ
わ
れ

の
時
代
に
も
か
か
わ
る
批
判
と
し
て
聴
く
。
そ
れ
は
昨
日
書
か
れ
た
か
の
よ
う
だ
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
絶
望
論
を
顧

み
て
お
く
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
好
都
合
で
あ
る
。
そ
の
『
死
K
至
る
病
』
（
一
八
四
九
年
）
は
、
近
代
人
の
精
神
情
況
を
か
な
り
心
理
的

に
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
「
絶
望
は
ま
っ
た
く
日
常
的
な
も
の
」
で
、
人
闘
が
絶
望
し
て
い
る
こ
と
が
稀
な
の
で
は
な
く
、
真

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、



に
絶
望
し
て
い
な
い
と
と
と
そ
が
実
に
稀
な
の
だ
と
し
て
、
「
死
に
至
る
病
」
（
絶
望
）
の
普
遍
性
を
強
調
し
た
あ
と
、
そ
の
諸
形
態
に
つ

い
て
分
析
巻
詰
み
て
い
る
。

キ
ル
ケ
ゴ

1
ル
に
よ
れ
ば
人
閣
の
自
己
は
綜
合
で
あ
り
、
乙
の
綜
合
の
諸
契
機
を
反
省
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
絶
望
の
形
態
を
考
察
す

る
と
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
自
己
は
無
限
性
と
有
限
性
の
綜
合
で
あ
り
、
有
限
性
と
無
限
性
の
い
ず
れ
の
契
機
を
欠
乏
し
て
も
、
自
己
は

自
己
自
身
と
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
絶
望
の
状
態
に
あ
る
。
「
自
己
が
そ
れ
自
身
で
な
い
と
い
う
ζ

と
が
絶
望
に
他
な
ら
な
い
」
。
た
と
え

ば
有
限
性
が
欠
落
し
、
た
だ
無
限
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
聞
は
絶
望
し
て
い
る
。
無
限
に
な
っ
た
つ
も
り
の
人
聞
は
空
想
的
な
も
の
に
溺

れ
、
自
己
を
喪
失
す
る
。
た
と
え
ば
感
情
が
空
想
的
に
な
れ
ば
、
人
聞
は
抽
象
的
な
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
堕
し
、
人
類
一
般
と
い

っ
た
抽
象
物
に
か
ま
け
て
、
自
己
の
具
体
性
を
忘
失
す
る
。
「
我
l

汝
」
の
関
係
を
欠
き
、
個
人
の
人
格
性
を
浅
薄
な
人
類
性
に
平
均
化

し
、
抽
象
化
す
る
愛
は
、
真
実
の
愛
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
歴
史
的
情
祝
の
中
で
の
自
己
と
い
う
も
の
を
失
っ
た
、
絶
望
に
も

等
し
い
愛
で
あ
ろ
う
。

本源的共悶存在と日常性批判

ニ
l
チ
ェ
は
た
ん
に
学
聞
の
「
使
用
人
」
と
な
っ
た
学
者
、
「
も
は
や
呪
回
し
た
り
、
罵
倒
し
た
り
す
る
乙
と
の
な
い
客
観
的

つ
ま
り
「
理
組
的
学
者
」
を
悲
し
む
べ
き
現
象
だ
と
し
、
『
大
衆
の
蜂
起
』
〈
一
九
三

O
年
）
で
知
ら
れ
る
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ

ル
テ
ガ
も
、
「
今
日
の
学
者
は
大
衆
的
人
閣
の
原
型
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
乙
れ
も
有
限
性
を
欠
落
し
た

無
限
性
の
一
方
的
拡
大
に
よ
る
絶
望
の
様
相
で
あ
り
、
「
非
人
間
的
な
認
識
」
の
た
め
に
人
閣
の
自
己
が
、
「
ち
ょ
う
ど
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
建

設
の
た
め
に
人
闘
が
浪
費
さ
れ
る
よ
う
に
」
、
浪
費
さ
れ
る
姿
で
あ
る
。
永
遠
に
持
続
す
る
生
命
を
約
束
注
れ
た
者
で
も
な
け
れ
ば
、
そ

の
最
終
的
意
義
が
判
明
し
か
ね
る
抽
象
的
な
「
学
聞
の
進
歩
」
の
た
め
に
、
お
の
れ
の
自
己
を
放
棄
す
る
の
は
、
や
は
り
、

い
わ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

人
間
」
、

「
絶
望
」
と

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
ウ
ェ

l
パ
！
の
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
（
一
九
一
九
年
）
に
ふ
れ
て
、
「
乙
の
よ
う
な
学
聞
が
一
般
に

H
H

意
味
H
H

を

も
つ
か
、
な
い
し
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
意
議
を
も
つ
か
、
乙
れ
は
学
問
自
身
か
ら

l
l学
問
的
に
｜
｜
基
礎
づ
け
ら
れ
得
ぬ

九



。

乙
と
で
あ
る
。
乙
と
に
学
聞
は
が
神
d

へ
の
道
で
も
、

H
H

真
の
存
在
d

へ
の
道
で
も
な
く
、
個
人
的
な

H
H

幸
福
H
H

へ
の
道
で
も
な
い
の
だ
か

ら
。
ウ
ェ

l
パ

l
の
学
問
の
価
値
へ
の
グ
方
法
論
的
d

な
聞
い
は
、
根
本
に
お
い
て
は
、

H
H

真
理
d

の
意
味
と
価
値
を
問
う
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
で
l

チ
ェ
が
哲
学
を
そ
の
前
に
立
た
せ
た
の
と
同
じ
聞
い
で
あ
れ
〕
と
語
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
専
門
分
野
の
そ
の

ま
た
専
門
に
分
業
佑
さ
れ
、
極
度
に
非
人
間
ル
仙
寺
O

れ
た
現
代
の
抽
象
的
学
聞
の
意
味
（
人
生
に
と
っ
て
の
意
義
）
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
で

キ
4
r
ι

目、。

’e
・1
3
u
v

こ
れ
ま
で
は
、
感
情
と
認
識
が
抽
象
的
に
な
っ
た
と
き
の
絶
望
を
述
べ
た
が
、
意
志
が
空
想
的
に
な
っ
た
場
合
も
同
じ
よ
う
に
自
己
は

し
だ
い
に
希
薄
に
な
り
、
つ
い
に
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
各
人
は
「
い
ま
、

ζ

乙
で
」
な
す
べ
き
乙
と
へ
の
没
頭
と

い
う
乙
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
閣
の
生
の
意
議
は
、
オ
ル
テ
ガ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
場
所
と
時
聞
を
遊
離
し
た
抽
象
的
原

理
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
ユ

l
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」
に
か
か
っ
て
は
い
な
い
。
「
生
の
意
義
は
、
だ
か
ら
、
各
人
が
仮
借
な
き
お
の
れ
の
境
遇
を
ひ

き
受
け
、
乙
の
ひ
き
受
け
に
際
し
て
そ
れ
を
自
己
自
身
の
創
造
に
変
え
る
、
と
い
う
乙
と
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
人
聞
と
は
、
必
然
を

自
由
に
転
化
す
る
よ
う
に
判
決
容
れ
た
容
在
で
あ
お
じ
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
ま
た
、
人
聞
の
自
己
を
可
能
性
と
必
然
性
の
綜
合
と
し
て
考

察
し
た
場
合
、
と
の
必
然
性
の
契
機
が
欠
乏
す
れ
ば
、
自
己
が
「
ま
っ
た
く
特
定
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
な
も
の
で

あ
る
」
乙
と
の
忘
却
が
生
じ
、
そ
れ
が
人
聞
を
間
か
ら
閉
ま
で
抽
象
的
な
可
能
性
に
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。

右
の
オ
ル
テ
ガ
の
い
う
「
境
遇
」
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
各
人
に
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
世
界
と
よ
ば
れ
る
或
る
全
体
的
な
も
の
が

各
人
に
差
し
出
す
手
で
あ
る
が
、
真
実
の
生
を
生
き
よ
う
と
思
え
ば
、
ニ

l
チ
ェ
が
「
背
後
世
界
」
（
由
巳
2
4『
色
。
と
い
う
言
葉
で
総
称

し
た
生
の
現
実
を
離
れ
た
抽
象
的
尺
度
に
し
が
み
つ
く
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
境
遇
」
と
い
う
差
し
出
さ
れ
た
と
の
手
を
熱
心

に
握
手
す
る
乙
と
か
ら
は
じ
め
る
以
外
に
は
な
い
。
も
っ
と
も
熱
烈
な
乙
の
握
手
の
時
は
、
お
そ
ら
く
、
人
生
に
お
け
る
ま
さ
に
乙
の
時

と
い
う
決
定
的
な
決
断
の
瞬
間
で
あ
り
、
各
人
が
お
の
れ
の
「
自
由
」
の
全
力
を
あ
げ
て
、
最
大
の
試
練
を
済
ま
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
時
で
あ
ろ
う
。
キ
ル
ケ
ゴ

1
ル
は
、
「
弱
さ
の
絶
望
」
、
つ
ま
り
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
種
類
の
絶
望
に
つ
い
て
、



「
別
の
人
聞
に
な
っ
て
お
っ
た
ら
と
か
別
の
人
聞
に
な
れ
た
ら
」
と
い
っ
た
願
望
が
、
「
あ
た
か
も
上
着
を
取
り
換
え
る
よ
う
に
」
、
自
己

を
取
り
換
え
よ
う
と
す
る
ま
っ
た
く
滑
稽
な
喜
劇
的
願
望
で
あ
る
乙
と
を
述
べ
て
い
る
。
実
存
の
「
歴
史
性
」
（
ヤ
ス
パ

l
ス
）
を
遊
離
し

た
抽
象
的
自
己
を
夢
想
す
る
の
は
、
最
低
の
「
絶
望
」
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
ニ

l
チ
ェ
も
「
願
望
」
（
望
ま
し
い
も
の
）
を
き
び
し
く
拒
否
し
、
「
汝
の
良
心
は
な
に
を
語
る
か
0
・｜｜’
F
汝
は
、
汝
が
あ

る
と
と
ろ
の
も
の
と
な
る
べ
き
だ
d

」
と
い
う
よ
う
に
、
徹
底
し
た
自
己
帯
在
へ
の
意
志
と
し
て
の
「
運
命
愛
」
官
B
O
H
P
S
を
力
説

レ
た
。
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
よ
う
に
、
意
志
が
有
限
性
の
立
場
を
越
え
て
決
意
を
た
か
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
同
時
に
、
い
ま
す

ぐ
に
も
な
注
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
の
小
さ
な
部
分
へ
と
自
己
自
身
を
ま
っ
た
く
没
頭
さ
せ
、
そ
の
な
か
で
現
在
的
（
同
時
的
）
た
ら
し
め
る

こ
と
も
、
つ
ま
り
無
限
性
の
獲
得
が
そ
の
ま
ま
同
時
に
、
，
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
で
の
自
己
自
身
へ
の
還
帰
に
な
る
乙
と
が
あ
る
と
言
っ

て
も
、
同
じ
乙
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

ζ

れ
は
例
外
中
の
例
外
で
あ
り
、
反
対
に
「
絶
望
は
ま
っ
た
く
日
常
的
な
も
の
」
で
あ

る
。
意
志
が
空
組
的
と
な
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
己
も
空
想
的
と
な
り
喪
失
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
常
民
の
日
常
性
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
世
間
並
み
の
職
業
に
従
事
し
、
結
婚
し
、
子
ど
も
を
産
み
、
名
誉
あ
る
地
位
に
就
い
て
も
、
人
聞
に
「
自
己
」
が
欠

落
し
て
い
る
こ
と
は
多
い
の
で
あ
る
。

本源的共同存在と日常性批判

有
限
性
に
対
す
る
綜
合
の
い
ま
一
つ
の
契
機
、
無
限
性
が
欠
乏
し
て
も
、
固
晒
と
か
偏
狭
と
い
わ
れ
る
絶
望
の
状
態
が
生
じ
、
人
聞
は

ま
る
で
有
限
性
に
凝
り
固
ま
り
、
そ
の
た
め
か
え
っ
て
、
自
己
自
身
で
あ
る
代
わ
り
に
多
く
の
人
聞
の
な
か
の
一
つ
の
事
例
に
堕
す
る
。

乙
の
絶
望
は
根
源
性
の
欠
如
で
あ
り
、
他
人
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
楽
で
安
全
な
生
き
方
に
自
己
の
精
神
を
売
り
渡
し
、
流
通
紙
幣
の
よ

う
に
通
り
の
よ
い
も
の
に
な
り
下
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
自
己
が
「
一
回
的
な
奇
蹟
」
で
あ
る
乙
と
巻
忘
却
し
、
い
ろ
い
ろ
と
要
求
の
多

い
、
ま
た
、
円
滑
な
世
間
的
生
活
に
と
っ
て
し
ば
し
ば
障
害
と
な
る
、
あ
の
と
き
と
し
て
感
知
さ
れ
る
「
よ
り
深
い
自
己
」
を
押
し
殺
し
、

お
の
れ
の
「
魂
の
配
慮
」
を
忘
れ
た
俗
物
性
に
徹
し
て
し
ま
、
ぅ
。
し
か
し
世
間
的
に
は
と
も
か
く
、
精
神
的
に
み
て
、
自
己
あ
る
い
は
魂

を
喪
失
し
た
状
態
が
絶
望
で
あ
る
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
に
よ
れ
ば
、

「
世
間
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
絶
望
に
ほ
か



な
ら
な
い
。
絶
望
の
反
対
は
信
仰
、

つ
ま
り
、
自
己
自
身
に
か
か
わ
り
つ
つ
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
際
し
て
、
同
時
に
、
自
己

《

a守
】

を
措
定
し
た
力
〈
神
）
の
う
ち
に
自
己
を
自
覚
的
に
基
礎
づ
け
る
乙
と
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
乙
の
信
仰
も
一
種
の
「
真
面
目
」
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
拠
る
以
上
の
日
常
性
批
判
は
も
う
一
方
の
「
真
面
目
」
の
元

締
め
で
あ
る
国
家
を
拠
り
ど
と
ろ
と
す
る
日
常
性
批
判
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
信
仰
の
立
場
か
ら
す
る
日
常
の
役
割
1

自
己
へ
の
批
判

に
も
、
む
ろ
ん
傾
聴
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、
し
か
し
役
割
l
自
己
は
単
な
る
役
割
1
自
己
と
し
て
自
己
内
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
決

し
て
な
い
。
そ
れ
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
勺
体
系
的
・
体
制
的
な
も
の
の
普
遍
性
・
全
体
性
に
対
す
る
単
独
者
の
自
己
の

「
主
体
性
」
が
発
す
る
抵
抗
の
叫
び
と
い
え
ど
も
、
い
ま
だ
お
の
が
魂
の
救
済
に
の
み
汲
々
と
し
た
主
我
〈
席
。
叫
白
Z
）
性
を
脱
し
て
お
ら

ず
、
他
者
の
面
ざ
し
に
直
面
し
て
お
の
ず
と
発
揮
注
れ
る
「
本
源
的
に
無
思
慮
」
な
る
、
つ
ま
り
計
算
と
思
惑
を
「
超
越
」
し
た
絶
対
的

ポ
ン
テ

官
険
で
あ
る
超
越
論
的
善
意
（
友
愛
と
歓
待
）
を
蔑
視
で
き
る
権
限
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ア
エ
マ

単
な
る
物
的
お
よ
び
動
物
的
自
然
と
は
区
別
さ
れ
て
人
格
な
い
し
精
神
と
尊
称
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
し
か
し
ま
だ
そ
の
つ
ど
帰
属
す

る
家
族
、
地
縁
、
職
業
、
文
佑
、
国
家
、
等
々
と
い
う
共
同
性
の
圏
に
よ
っ
て
経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
事
実
的
役
柄
に
よ
る
述
語
づ
け
、

つ
ま
り
役
柄
的
制
約
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
被
制
約
的
な
主
観
（
主
体
）
、
平
日
の
生
活
世
界
に
生
き
つ
つ
「
心
的
現
存
在
の
形
式
ぱ
で
あ
る

社
会
的
共
同
態
に
よ
っ
て
輪
郭
づ
け
ら
れ
、
一
個
の
事
実
的
現
存
在
と
し
て
形
態
化
さ
れ
て
い
る
自
己
は
、
な
る
ほ
ど
一
面
で
は
準
超
越

論
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
事
実
的
・
現
象
的
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
決
し
て
自
己
内
完
結
し
て

は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
乙
の
被
制
約
的
主
観
の
根
底
に
あ
る
一
段
と
勢
位
の
高
い
超
越
論
的
主
観
（
主
体
）
は
、
そ
れ
を
不
足
す
る
と

乙
ろ
な
く
代
現
し
、
そ
れ
に
十
全
に
見
合
い
相
当
す
る
も
の
を
内
世
界
的
な
現
象
的
事
実
（
心
的
事
実
）
と
し
て
提
示
し
て
み
せ
る
乙
と

が
不
可
能
な
或
る
も
の
で
あ
る
。
日
常
の
役
割
l

自
己
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
単
な
る
根
な
し
草
の
よ
う
な
自
己
喪
失
躍
に
堕
さ
し

イ
デ

l

め
な
い
で
い
る
超
越
論
的
主
観
（
主
体
）
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
「
理
念
」
で
あ
っ
て
、
直
接
の
事
実
で
は
な
い
。

講
壇
上
の
教
授
と
し
て
の
役
割
演
技
、

一
介
の
父
親
と
し
て
の
役
割
演
技
：
：
：
と
い
う
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
被
制
約
性
を
膨
眠
収
縮
さ



せ
て
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
述
語
を
交
代
変
化
さ
せ
て
確
固
不
動
の
主
語
に
収
束
す
る
乙
と
を
し
ら
な
い
経
験
的
自
己

と
は
「
異
」
な
る
「
思
惟
主
観
（
主
体
）
の
絶
対
的
（
無
制
約
的
）
一
性
」
（
〉
包
品
川
W
S
H）
と
い
う
理
念
を
カ
ン
ト
が
、
い
わ
ゆ
る
誤

ロ
ギ
ス
ム
ス

謬
推
理
と
い
う
標
題
の
下
に
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
理
念
は
そ
れ
を
論
じ
た
章
節
の
題
が
教
唆
し
か
ね

な
い
よ
う
に
、
単
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
な
い
。

本源的共同容在と日常性批判

早
い
話
が
、
例
え
ば
厳
密
な
意
味
で
の
主
体
で
あ
る
限
り
で
の
他
者
は
、
筆
者
自
身
を
ふ
く
む
数
多
く
の
現
代
哲
学
者
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
経
験
的
1

現
象
的
な
意
味
で
の
一
個
の
主
体
で
あ
る
私
を
絶
対
的
に
越
え
る
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
（
円
。
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
が
他
者
は
自
己
に
と
っ
て
遂
に
「
他
」
な
る
も
の
に
終
る
以
外
に
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
し
か
し
ロ
ゴ
ス

ア

ナ

ロ

ゴ

ン

ア

プ

レ

ゼ

ン

ト

的
に
は
原
エ
ゴ
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
私
自
身
の
類
同
物
」
と
し
て
間
接
現
前
す
る
以
外

κな

ヨ
ギ
タ
l
ト
ウ
ム

い
こ
と
を
再
三
再
四
ど
れ
ほ
ど
力
説
し
よ
う
が
、
厳
密
に
主
体
で
あ
る
限
り
で
の
他
者
は
、
私
の
主
観
の
意
識
内
容
で
あ
る
乙
と
を
端
的

に
超
越
す
る
。
私
の
主
観
性
が
あ
ら
ゆ
る
内
世
界
的
な
も
の
に
「
先
行
」
す
る
よ
う
に
、
「
私
の
他
者
た
ち
も
あ
ら
ゆ
る
内
世
界
的
な
も

の
、
な
い
し
は
存
在
す
る
世
界
に
対
し
て
超
越
論
的
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
そ
の
舌
の
根
も
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
「
私
は

超
越
論
的
に
第
一
者
で
あ
り
、
対
自
存
在
す
る
を
他
者
た
ち
の
私
に
と
っ
て
の
存
在
先
行
主
」
と
揚
言
す
る
の
が
、
フ
ッ
サ
l
ル

の
い
つ
も
の
牢
固
た
る
悪
癖
で
あ
る
が
、
私
の
意
識
の
働
き
が
ど
れ
ほ
ど
広
範
囲
の
内
容
に
及
ぼ
う
と
も
、
他
者
H

主
体
は
原
理
上
、
ど

う
し
て
も
私
の
意
識
内
容
に
よ
っ
て
述
語
づ
け
ら
れ
得
な
い
或
る
絶
対
の
主
語
（
主
体
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
乙
の
「
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
直
知
と
承
認
そ
れ
自
主
｜
カ
ン
ト
の
請
に
な
ら
な
い
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
特
に
強
調
す
る
よ
う
時
｜
｜
再
ぴ

バ

ン

セ

モ

ラ

q
テ

私
の
意
識
表
象
、
つ
ま
り
思
惟
（
認
識
）
と
い
う
形
で
生
起
す
る
乙
と
は
な
く
て
、
た
だ
道
徳
性
と
し
て
し
か
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

対
他
的
に
実
寄
し
つ
つ
私
は
、
私
に
と
っ
て
（
私
の
た
め
に
）
対
目
的
に
実
容
す
る
の
と
は
別
様
に
実
存
す
る
と
い
う
事
情
、
つ
ま
り
は

そ

ラ

リ

テ

ヨ

ネ

ザ

ン

ぷ

《

1
v

コ
ネ
サ
ン
ス

対
他
帝
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
の
道
徳
性
が
、
他
者
認
識
を
根
源
的
・
第
一
次
的
に
四
方
八
方
か
ら
包
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
他
者
認
識

は
そ
の
原
信
怒
的
包
囲
の
な
か
で
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
単
に
客
体
的
意
味
で
は
な
く
て
形
而
上
学
的
意
味
に
お
い
て
「
外
」
（
外
在
性
、



四

モ
ラ
リ
テ

他
性
）
を
語
る
こ
と
を
は
じ
め
て
可
能
に
し
遂
行
す
る
と
の
道
徳
性
の
省
察
こ
そ
は
、
真
に
主
体
の
学
と
し
て
、
文
字
ど
お
り
「
第
一
哲

学
」
で
あ
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、

エ
ロ
ス
的
な
結
合
、

す
な
わ
ち
同
と
他
と
の
単
な
る
混
交

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
論
鋒
を
少
し
く
転
じ
て
主
張
す
る
よ
う
に
、

（
混
同
）
で
あ
る
乙
と
を
遣
に
越
え
、
あ
ら
ゆ
る
作
為
的
企
投
（
寄
在
可
能
）
の
主
体
性
を
も
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
（
同
）
の
た

ん
な
る
作
品
で
は
な
い
、
つ
ま
り
同
時
に
他
な
る
も
の
で
も
あ
る
子
を
産
む
と
い
う
一
種
の
実
体
変
化
（
佑
体
可
自
由
1
2
Z
E
E
－m片

山

os

で
あ
り
、
か
つ
ま
た
注
目
す
べ
き
乙
と
に
、
国
家
の
普
遍
性
、
全
体
性
に
抗
し
て
自
我
（
自
己
）
の
独
一
性
を
あ
く
ま
で
も
主
張
す
る
性

的
な
も
の
の
豊
穣
性
的
、
主
体
が
決
し
て
「
私
の
も
の
」
に
転
化
し
な
い
絶
対
的
な
他
者
と
の
聞
に
成
立
さ
せ
る
関
係
の
原
型
を
見
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
例
の
み
を
も
っ
て
し
で
も
、
無
制
約
的
な
絶
対
の
主
体
（
主
語
）
、
本
体
我
と
そ
の
本

体
我
同
士
の
共
同
性
を
軽
々
に
仮
象
と
み
な
し
、
単
純
に
否
定
し
去
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
乙
と
は
十
分
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

コ
ギ
タ
l
ト
ウ
ム

他
者
を
私
の
意
識
内
容
の
一
種
と
し
て
で
は
な
く
て
、
真
実
、
他
者
u
主
語
（
主
体
）
と
し
て
受
け
と
る
限
り
に
お
い
て
は
、
他
者
も

ト
ラ
ン
来
ケ
ン
デ
ン
ス

ま
た
事
物
経
験
の
場
合
に
論
及
し
た
超
越
の
地
平
と
し
て
の
「
世
界
」
と
同
じ
よ
う
に
、
比
較
的
看
取
し
や
す
い
超
越
者
の
一
例
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
他
者
を
道
徳
的
に
経
験
し
、
そ
の
他
者
と
実
践
的
に
交
渉
し
対
他
的
行
為
を
遂
行
す
る
乙
の
私
自
身
は
、
ど
乙
ま
で

反
省
的
（
「
理
性
」
的
）
な
背
進
の
ま
な
こ
を
凝
し
て
み
て
も
、
超
越
論
的
主
語
に
よ
っ
て
支
担
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
底
へ
底
へ
と
幾

重
に
も
展
げ
て
み
せ
る
乙
と
の
で
き
る
内
世
界
的
、
実
証
的
な
規
定
性
H

現
象
の
束
に
尽
き
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ポ

ジ

テ

イ

l
フ

断
じ
て
そ
ん
な
乙
と
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
悟
性
が
現
象
的
対
象
を
措
定
的
ム
夫
証
的
に
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
機
能
す
る
範
曙
（
基
本

述
語
）
と
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
た
と
え
ば
実
体
性
、
単
一
（
単
純
）
性
、
時
聞
を
通
じ
て
の
数
的
同
一
性
（
人
格
性
）
の
よ
う
な
も
の

に
よ
っ
て
、
現
象
と
し
て
の
「
多
様
を
少
し
も
含
ま
な
い
主
体
」
（
〉
位
。
H

回
包
∞
〉
と
い
う
超
越
論
的
概
念
な
い
し
は
そ
の
よ
う
な
主
体

イ
デ
ー

（
主
観
、
主
語
）
の
「
絶
対
的
一
性
」
と
い
う
理
念
の
表
示
を
果
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
思
惟
の
主
体
、
根
底
（
ω忌〕
O
W
F

の
E
E）

エ
ア
シ
ヤ
イ
匁
ン
グ

と
い
う
と
き
の
主
体
、
根
底
は
、
本
体
我
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
、
現
象
で
は
決
し
て
な
い
意
識
の
主
体
（
主
語
、
当
の
も
の
）
を



本源的共同容在と日常性批判

し

γ
い
弘
山
静
い
h
で
？
と
企
て
る
な
ら
ば
、
当
然
、
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
の
「
実
体
あ
る
い
は
原
因
の
範
障
を
意
味
し
は
し
な
い
」
（
切
お
む
）

か
ら
で
あ
る
。
平
日
の
時
々
刻
々
に
交
替
し
て
や
ま
な
い
役
柄
l
述
語
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
実
体
性
や
単
一
性
や
原
因
と
い
っ
た
基
本
述

ポ

タ

テ

イ

1

7

語
（
範
鴎
）
を
も
っ
て
し
で
も
、
そ
れ
ら
が
本
性
上
、
現
象
的
事
実
の
措
定
的
I
実
証
的
な
構
成
に
か
か
わ
る
悟
性
概
念
で
あ
る
限
り
、

現
象
述
語
の
束
に
解
消
し
え
な
い
主
体
（
主
語
）
、
つ
ま
り
本
体
我
の
絶
対
的
一
性
を
代
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

更
に
ま
た
、
意
識
の
主
体
性
を
表
明
す
る
命
題
「
我
思
惟
す

Hnvagwo」
も
、
カ
ン
ト
自
身
が
表
向
き
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

し
る

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
す
べ
て
の
思
惟
を
意
識
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
記
す
乙
と
に
の
み
役
立
つ
」
（
〉
留
に
－
u
回
包
記
・
）
認
識
論
的

命
題
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
出
て
「
我
」
の
本
体
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
な
お
仔
細
に
見

て
ゆ
け
ば
、
「
誤
謬
推
理
」
論
に
お
い
で
さ
え
、
「
す
べ
て
の
思
惟
に
際
し
て
現
れ
る
我
」
は
、
「
我
は
実
体
、
原
因
、
等
々
を
思
惟
す
」

と
い
う
具
合
に
、
範
時
と
よ
ば
れ
る
悟
性
の
「
超
越
論
的
諸
概
念
を
可
能
に
す
る
」
根
源
の
思
惟
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
は
「
も

ち
ろ
ん
超
越
論
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
可
能
性
の
探
求
」
と
い
う
悟
性
よ
り
も
勢
位
の
高
い
、
真
に
超
越
論
的
な
反
省

の
位
相
領
域
で
は
じ
め
て
姿
を
現
し
問
題
に
さ
れ
る
非
経
験
的
な
或
る
も
の
、
第
三
、
四
章
で
詳
論
し
た
世
界
と
い
う
原
信
遇
さ
れ
る
開

け
の
地
平
に
ほ
か
な
ら
な
い
赴
越
論
的
対
弘
前
（

R
m
g
S
E
E
S
－o円
p
m
O
B
Z
E
H
5
の
相
関
者
、
経
験
的
l

内
世
界
的
な
個
々
的

対
象
で
は
な
い
あ
の
超
越
論
的
対
象
に
平
行
し
相
即
す
る
、
し
た
が
っ
て
個
々
的
な
内
的
経
験
（
内
感
や
内
的
知
覚
）
で
は
あ
り
得
な
い

「
内
的
経
験
一
勧
」
（
〉
ωお
H
切
怠
同
傍
点
筆
者
）
、
言
っ
て
み
れ
ば
骨
骨
静
的
主
働
、
つ
ま
り
世
界
や
他
者
H

主
体
へ
の
本
源
的
で
全
体

的
な
身
の
聞
き
そ
の
も
の
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
で
あ
る
乙
と
は
そ
れ
以
上
は
不
可
能
と
い
っ
た
程
に
灰
か
に
で
は
あ
る
が
、
た
し
か
に

暗
示
さ
れ
て
は
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
述
語
で
あ
る
諸
々
の
個
々
的
経
験
的
な
思
惟
（
意
識
諸
表
象
）
を
通
し
て
間
接
的
に
し
か
推
測
さ
れ
ず
、
逆
に
そ
れ
ら
の
述
語

を
離
れ
て
そ
れ
自
身
と
し
て
見
れ
ば
ま
っ
た
く
知
（
経
験
知
）
の
坪
外
に
と
ど
ま
る
思
惟
の
「
超
越
論
的
主
観
（
主
語
）
：
：
：
H
X」

守
山
口

RmgNO出
血

g
z
－gω
ロ
Z
O
E－－－
H
凶
〉
位
。
H
切
A
8
6
で
あ
る
「
自
我
」
（
自
己
）
と
い
う
も
の
は
、
ま
乙
と
に
不
明
確
と
言
ね

五



中

ノ、

ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
認
識
（
意
識
）
の
主
体
性
（
主
観
帰
属
性
）

の
で
も
な
い
か
に
見
え
る
「
我
」
、

「
自
己
」
と
い
え
ど
も
、

の
た
ん
に
認
識
論
（
意
識
論
）
的
な
源
泉
根
拠
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
な
に
も

少
し
く
考
察
を
進
め
て
み
れ
ば
、
つ
ま
り
、
そ
れ
自
身
は
ど
と
ま
で
も
認

識
経
験
の
「
可
能
性
の
制
約
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
現
象
的
事
実
、
経
験
知
の
対
象
と
な
る
乙
と
は
決
し
て
な
い
乙
と
に
留
意
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
「
我
」
、
「
自
己
」
は
当
然
、
片
方
の
足
を
経
験
の
彼
岸
に
お
く
超
感
性
的
な
或
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
も
同
時
に
具

備
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
、
四
章
で
詳
論
し
た
超
越
論
的
対
象
は
、
も
し
か
す
れ
ば
同
時
に
、
諸
々
の
思
惟
（
主
体
、
自
己
と
よ
ば
れ
る

当
の
も
の
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
規
定
と
し
て
の
述
語
）
の
究
極
的
主
体
（
当
の
も
の
、
主
語
）
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
つ
ま
り

エ

ト

ず

ア

ス

異

1
メ
ノ
ン

「
外
的
諸
現
象
の
根
底
に
あ
る
或
る
も
の
：
：
：
中
略
：
：
：
可
想
体
（
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
は
、
超
越
論
的
対
象
可
自
由

Ng常国
Z

－2

エ
ト
ず
ア
災

の
叩
閃
一
合
同
白
仲
山
口
仏
）
と
見
な
さ
れ
る
と
の
或
る
も
の
は
、

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
文
章
は
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
外
的
諸
現
象
の
根
底
に
あ
る
超
越
論
的
客
観
円
凶
器

可
自
由

N
B骨
ロ
仲
間
日
開
。

z
o
E、
同
様
に
内
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
そ
れ
は
、
物
質
で
も
な
け
れ
ば
、
思
惟
す
る
寄
在
そ
れ
自
身
で
も
な
く

し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
知
ら
れ
な
い
諸
現
象
の
根
底
で
あ
る
」
（
〉
句
官
・
）
と
い
う
一
文
に
お
け
る
内
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
「
そ
れ
」

は
、
正
し
く
は
む
し
ろ
「
超
越
論
的
主
観
」
と
明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
体
の
趣
旨
は
右
と
同
様
で
あ
り
、
自
我
（
自

己
）
が
単
に
諸
現
象
（
諸
表
象
）
の
意
識
論
（
認
識
論
）
的
な
主
観
帰
属
性
の
帰
属
先
き
と
し
て
の
「
思
惟
す
る
存
在
」
、
つ
ま
り
認
識

論
的
統
覚
で
あ
る
乙
と
を
越
え
る
或
る
も
の
に
、
か
ろ
う
じ
て
で
は
あ
る
が
繋
が
っ
て
い
る
と
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

第
二
版
の
「
誤
謬
推
理
」
論
の
注

a
b
N
〉
自
己
・
）
に
は
、
「
我
思
惟
す
」
と
「
我
は
現
実
存
在
す
」
は
後
者
が
前
者
か
ら
の
帰
結

と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
内
容
的
に
「
同
一
」
で
あ
る
乙
と
、
ま
た
「
我
思
惟
す
」
は
「
経
験
に
先
行
し
」
、
「
我
は
現
実
帯

エ
タ
シ
ス
テ
ン
ツ

在
す
」
の
「
現
実
存
在
」
も
対
象
に
適
用
さ
れ
る
「
範
曙
」
の
一
つ
と
し
て
の
「
現
実
存
在
」
で
は
な
い
れ
」
と
が
コ
メ
ン
卜
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
経
験
的
t
事
実
的
な
客
観
に
つ
い
て
述
諾
さ
れ
る
「
現
実
存
在
」
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
「
我
は
現
実
存
在
す
」
の
「
現

し
か
し
同
時
に
ま
た
諸
々
の
思
惟
の
主
体
的
ロ
σす
宮

（

kzu∞
 な
お
切

ω吋哩・

を
参
照
）



カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
与
え
ら
れ
た
、
し
か
も
思
惟
一
般
に
と
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
現
象
と
し
て

で
は
な
く
、
ま
た
物
自
体
（
可
組
体
）
と
し
て
で
も
な
く
、
実
際
に
現
実
存
在
す
る
或
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
或
る
実
在
的
な
も
の

実
存
在
」
と
は
な
に
か
。

何
件
4
『
同
白
河

g
－2」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
我
思
惟
す
」
と
い
う
命
題
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
し
か
も
、
乙
の
命
題
中
の
「
我
H
O
V
」

は
経
験
的
表
象
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
思
惟
一
般
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
「
純
粋
に
知
性
的
」
で
あ
る
。
こ
の
「
実
際
に
現
実
在
在
す
る
或

る
実
在
的
な
も
の
」
は
、
現
象
の
可
能
根
拠
で
あ
る
た
め
そ
れ
自
身
、
現
象
で
な
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
「
物
自
体
（
可
組
体
）
」
で
も

な
い
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
が
、
「
純
粋
に
知
性
的
」
で
あ
る
「
実
際
に
現
実
存
在
す
る
：
：
：
或
る
実
在
的
な
も
の
」
は
、
ど
う
見
て

も
半
ば
可
想
体
的
、
叡
知
体
的
で
あ
る
。

最
後
に
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
l
で
問
題
に
な
る
真
面
目
な
実
践
の
基
底
と
な
る
は
ず
の
「
超
越
論
的
自
由
」
、

ヴ

エ

ル

ト

リ

ヒ

ポ

ラ

テ

イ

I
フ

つ
ま
り
単
に
内
世
界
的
な
実
証
的
l
措
定
的
経
験
上
の
事
実
と
し
て
語
る
こ
と
を
許
さ
な
い
自
由
は
、
片
方
の
足
で
実
証
的
事
実
の
彼
岸

に
た
つ
と
い
う
我
、
自
己
の
こ
の
側
面
を
継
承
し
深
化
す
る
端
緒
の
役
目
を
担
う
も
の
と
解
釈
さ
れ
治
ま
た
、
物
自
体
と
し
て
の
他
者
、

モ
ラ
リ
テ

本
体
我
で
あ
る
他
者
と
の
本
源
的
共
同
性
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
に
な
け
れ
ば
、
道
徳
性
の
真
面
目
さ
が
結
局
は
成
立
し
な
い
こ
と
も
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
言
及
し
つ
つ
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

本源的共同存在と日常性批判

（（（（（（註

6 5 4 3 2 1 
））））））  

』曲師同】

2
9
烈
・
・
口
広
岡
冊
目
白
広
向
。

ωロ
ロ
丘
町
O
ロ

aRNmFωmwHHHg－
ロ
ロ
闘
の
町
田

n
z
p
ω
・
H
N
－

F
O当
日
同
ダ
同
・
・
。
叩
印
曲
目
白
m－s
k
Fぴ
『
白
ロ
色
ロ
ロ
明
叩
ロ
・

ω・
H
0
・

0
2冊目刷
mrd「
・
・
の
田

g
2・い『
J
U
R
〉
民
田
仲
田
ロ
色

a
R
冨
自
由
。

p
u
g
z
n
v四
〈
叩
門
戸
田
何
回
〉
ロ
師
同
白
－

F
ω
・

E
－

以
上
の
叙
述
は
、
著
者
の
旧
稿
「
不
安
と
孤
独
」
（
『
茅
野
良
男
編
『
哲
学
へ
の
道
』
学
文
社
間
四
入
所
収
）
に
よ
っ
て
い
る
。

F
2凶
口
同
♂
開
・
・

J
司

o
s－
－
芯
叩
昨
日
目
白
目

r
a
z巴
丘
中
白
骨

b
a
z
o
p
H由∞
0
・
喝
－
M
∞M
・

拙
稿
「
対
他
的
t
実
践
的
経
験
と
本
源
的
共
同
存
在
」
（
哲
学
年
報
第
四
十
五
穏
）
五
一
ペ

l
ツ
参
照
。

七



｝＼ 

（

7
）
 

（

8
）
 

拙
著
『
現
象
学
の
展
開
』
第
三
章
「
他
我
の
問
題
」
を
参
照
。

出回目印。己目曲目
P

回色・

M

内〈・

ω・
H
H
A
H
－

ア
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
イ
オ
l
ン

（9
）
同
一
趣
旨
の
批
判
を
角
度
を
か
え
て
表
明
す
る
乙
と
に
な
る
が
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
関
接
現
前
化
理
論
は
意
図
さ
れ
た
他
者
経
験
の
超
越
論
的

基
礎
づ
け
と
な
り
得
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
単
に
内
世
界
的
t
経
験
的
な
事
実
の
記
述
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
弱
点
を
蔵
し
て
い
る
。
フ
ッ

ミ
ッ
ト
ダ
1
ザ
イ
ン

サ
l
ル
自
身
、
或
る
見
慣
れ
た
タ
イ
プ
の
物
体
が
そ
乙
に
あ
り
、
そ
の
物
体
に
は
人
間
の
と
と
ろ
が
「
共
現
存
在
」
し
て
い
る
と
い
う
他
者
の
閥

フ

レ

ム

ト

ア

リ

モ

ル

デ

イ

ア

9
テ
1
ト

接
現
前
は
、
単
な
る
内
世
界
的
事
実
で
あ
る
「
心
理
的
自
己
移
入
」
で
あ
っ
て
、
「
他
な
る
超
越
論
的
本
源
性
」
の
構
成
で
あ
る
「
超
越

論
的
自
己
移
入
」
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
（
周
回
曲
目
。
吋
Z
S
P
切

a・
un
〈・

ω・
ロ
∞
）
、
乙
の
肝
心
要
の
区
別
が
フ
ッ
サ
l
ル
自
身
に
あ
っ
て
ど
乙
ま
で
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
る
か
。
乙
れ
は
フ
ッ
サ
1
ル
の
意
識
概
念
の
暖
昧

性
（
拙
稿
「
経
験
の
分
析
と
哲
学
」
〔
哲
学
年
報
第
四
十
二
積
所
収
〕
を
参
照
）
と
も
絡
ん
で
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

（
m）
岡
、
恒
三
回
白
血
・
開
・
・

o

－v
－
n回同・・喝－
N
o
m
－同
Y
N
O
叫・

（
日
）
岡
、
刊
誌
回
目
mr
開・・

0
司－

n
F－
VNω
申・

（ロ）

F
2白山田同少尉
J
O
H
M
－
a
H
J
H
Y
N
∞
ゲ
ち
な
み
に
、
デ
カ
ル
ト
の
第
一
哲
学
は
コ
ギ
ト
か
ら
延
長
物
と
し
て
の
客
体
、

「
外
」
、
を
確
保
す
る
乙
と
に
の
み
腐
心
し
た
と
言
え
よ
う
。

（均）

F
巾－

aロ
国
少
尉
－
－

o
－v－
nx・・同
Y
N
B栴
A
F
H
Y
M
印
品
・
叩
仲
唱
－
M
吋一吋・

（M
）
た
と
え
ば
回
AFN
日
・
回
お
2
・
を
参
照
。

つ
ま
り
客
体
的
意
味
の


