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「
日
常
性
」

と
解
釈
学

l
i
ハ
イ
デ
ガ

l
の
基
礎
的
存
在
論
に
お
け
る
「
日
常
性
」
概
念
の
考
察

l
i

佐

々

木

正

寿

I式

じ

め

「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
(
存
在
)

一
般
の
意
味
を
間
い
求
め
よ
う
と
す
る
前
期
の
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
そ
の
つ
ど
す
で
に
一
定
の
存
在

理
解
を
も
っ
て
い
る
現
存
在
の
存
在
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

「
存
在
の
意
味
へ
の
間
い
」
を
仕
上
げ
る
た
め
の
準
備
を
し
よ
う

と
試
み
た
。
そ
の
具
体
的
な
遂
行
が
『
存
在
と
時
間
』

(
一
九
一
一
七
年
)

に
お
け
る
探
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
よ

ば
れ
た
。

こ
の
基
礎
的
存
在
論
(
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
)
で
は
、

ま
ず
「
日
常
性
(
〉

--stwywO一
円
。
」
に
お
け
る
現
存
在
の
存
在
構

造
が
探
究
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
存
在
の
根
本
体
制
が
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
う
え
で
、
現
存

在
の
存
在
の
意
味
が
「
関
心

3
2官
ど
と
い
う
現
象
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
に
先
立
つ
講
義
(
一
九

1 

二
五
年
夏
学
期
)
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
l
は、

「
純
粋
意
識
」
を
主
題
的
領
野
と
す
る
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学
的
探
究
が
「
存
在
の
間



2 

い
」
を
不
問
に
付
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
存
在
の
意
味
を
問
う
た
め
に
は
現
存
在
を
主
題
的
領
野
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

ハ
1
〉

し
た
。
だ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
1
自
身
は
、
純
粋
意
識
が
主
題
的
領
野
と
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
と
す
る
も
の
の
、

「
日
常
性
」
に
お
け
る

現
存
在
の
存
在
構
造
、
が
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
理

由
で
、
現
存
在
の
「
日
常
性
」
と
よ
ば
れ
る
存
在
様
態
が
現
象
学
的
探
究
の
主
題
的
領
野
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ

は:、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
「
日
常
性
」
と
い
う
事
柄
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、

「
日
常
性
」
に
お
け
る
現
存
在
の
存
在
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た
探
究
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
『
存
在

と
時
間
』
が
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

つ
い
に
完
遂
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
鑑
み
る

と
き
、
現
存
在
の
「
日
常
性
」
と
い
う
存
在
様
態
が
「
存
在
の
問
い
」
の
探
究
の
領
野
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か

が
問
題
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
理
解
さ

れ
て
い
た
の
か
が
問
題
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
現
存
在
の
「
日
常
性
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
事
柄
が
ど
の
よ
う
な
事
態

を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
o

そ
し
て
「
日
常
性
」
が
、
実
際
に
は
解
釈
学
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
基
礎
的
存

在
論
に
と
っ
て
、
解
釈
が
遂
行
さ
れ
る
地
盤
と
な
る
解
釈
学
的
状
況
の
ひ
と
つ
の
契
機
を
な
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
日
常

性
」
概
念
を
改
め
て
問
い
な
お
す
こ
と
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l

の
特
異
な
解
釈
学
の
も
つ
構
造
へ
と
限
を
向
け
る
ひ
と
つ
の
端
緒
に
も
な
り

う
る
は
ず
で
あ
る
。

現
存
在
の
「
日
常
性
」
を
主
題
化
す
る
こ
と

〈

2
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
哲
学
と
は
存
在
論
を
意
味
し
、
そ
れ
は
現
象
学
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ



ヵ:

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
現
象
学
で
は
「
純
粋
意
識
」
が
そ

の
事
象
領
域
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
と
い
う
事
柄
へ
の
問
い
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

「
純
粋
意
識
」
と
い
う
「
絶
対
的
」
で
「
純
粋
」
な
事
柄
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
「
絶
対
的
な
学
の
理
念
」
に
も
と
さ
つ
い
て
い
る
「
体
験

連
関
を
絶
対
的
な
学
的
考
察
の
領
域
と
し
て
引
き
出
そ
う
と
す
る
観
点
」
(
の
〉

8
・

z
d
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

よ
う
な
事
柄
は
、
人
間
の
自
然
的
態
度
か
ら
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
事
実
的
に
実
存
し
て
い
る
人
間
の
意
識
の
実
在
性
を

度
外
視
す
る
と
い
う
仕
方
で
獲
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
他
の
存
在
す
る
も
の
と
は
ち
が
っ
て
、

「日常性」と解釈学

と
り
わ
け
「
問
う
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
現
存
在
を
、
そ
の
存
在
に
お
い
て
そ
の
も
の
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

(

3

)

 

在
へ
の
聞
い
」
を
問
い
と
し
て
見
通
し
ょ
く
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
、

「存

「
存
在
の
意
味
へ
の
聞
い
」
は
「
現
存

在
の
現
象
学
」
(
の
K
F
N
0

・
8

0

一ω
N
・
ωヴ
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
現
象
学
的
探
究
の
現
象
的
所
与
と
し
て
、
現
存

在
の
「
日
常
性
」
と
い
う
存
在
様
態
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
こ
の
現
存
在
の
「
日
常
性
」
が
「
現
存
在
の
現
象
学
」
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
を
考

え
て
み
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
l
は
『
存
在
と
時
間
』
の
或
る
脚
注
の
な
か
で
、
「
『
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
』
が
、
自
分
自
身
を
理
解
し
て
い
る

あ
ら
ゆ
る
学
的
哲
学
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
成
に
は
関
係
が
な
い
の
で
、

ア
プ
リ
オ
リ
研
究
は
現
象
的
地
盤
の
正
し
い
準
備
を
要

求
す
る
」

(
ω
N
・
8

K

F

ロ
自
・
)
と
述
べ
て
い
る
が
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
事
柄
は
構
成
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な

こ
れ
は
、

い
の
で
、

そ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
柄
を
求
め
よ
う
と
す
る
哲
学
は
、
そ
の
た
め
の
地
盤
と
な
る
現
象
を
必
要
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
「
存
在
の
問
い
」
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
「
存
在

3
0山
口
)
」
は
「
存
在
す
る
も
の

3 

(
∞
色
町
ロ
門
田
巾
印
)
」
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
「
存
在
」
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
柄
を
と
ら
え



4 

ょ
う
と
す
る
現
象
学
は
、

ア
プ
リ
オ
リ
の
研
究
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
が
見
出
さ
れ
う
る
よ
う
な
現
象
的
地
盤
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
正
し
く
準
備
さ
れ
る
べ
き
現
象
的
地
盤
と
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。

た
と
え
ば
一
九
二
四
/
二
五
年
冬
学
期
講
義
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
1
は
、
。
プ
ラ
ト
ン
の
解
釈
を
論
じ
つ
つ
探
究
の
方
法
と
対
象
の
間

題
に
連
関
し
て
、
「
現
象
的
な
存
立
が
だ
れ
に
と
っ
て
も
一
定
の
範
囲
内
で
近
づ
く
こ
と
の
で
き
る
」
(
の
〉

5
・
NS)
よ
う
な
対
象
の

必
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
現
象
的
」
と
は
、
「
事
柄
へ
最
初
に
端
的
に
眼
を
向
け
る
こ
と

(
q
m
Z∞
ロ
ロ
仏

(

4

)

 

に
対
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
」

(
5
E・
)
を
意
味
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う

m
n
y
E円
EHmwmw
出
F

白
血

AWV
巾
ロ
山
口
内
乱
ぽ
∞
史
H
Yゆ
)

に
端
的
に
眼
を
向
け
る
こ
と
の
う
ち
で
当
の
事
柄
、
が
本
来
的
に
把
握
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
自
然
な
状
況
の
う
ち
で
だ
れ
も
が
接
近
で
き
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
、

お
そ
ら
く
第
一

義
的
に
は
な
に
も
特
別
な
意
義
な
ど
も
っ
て
お
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
が
普
段
な
に
げ
な
く
出
会
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
は
、

た
し
か
に
一
取
る
に
足
り
な
い
事
柄
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
、

「
そ
の
う
ち
で
由
来
の
構
造
に
つ
い
て
挙
示
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
よ
り
重
要
な
事
柄
に
全
然
劣
っ
て
は
い
な
い
」
(
の
〉
E
W
N
E〉

と
い
う
積
極
的
な
点
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
は
、

た
と
え
第
一
義
的
に
は
特
別
な
意
義
を
も
っ
て
い

な
く
て
も
、
構
造
上
事
象
的
に
は
限
を
向
け
る
に
値
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
の
選
択
を
導
い
て
い
る
の
は
、
な
ん

ら
か
の
特
別
な
理
念
な
ど
で
は
な
く
、

し
い
て
い
え
ば
、
事
柄
に
な
に
も
特
別
な
意
義
を
求
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

ひ
と

つ
の
指
針
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に
現
存
在
、
が
実
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ

の
つ
ど
の
事
実
的
な
具
体
相
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
い
。



す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
存
在
の
聞
い
」
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
「
存
在
」
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
柄
は
、
構
成
と
い
う
仕

方
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
の
意
味
を
と
ら

え
よ
う
と
す
る
現
象
学
的
探
究
は
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
が
取
り
出
さ
れ
う
る
よ
う
な
現
象
的
地
盤
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、

し
か
し
そ

れ
は
な
に
か
特
別
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
特
殊
な
事
柄
で
は
な
く
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
近
づ
き
う
る
よ
う
な
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
つ
ど
の
現
存
在
が
事
実
的
に
実
存
し
て
い
る
具
体
的
な
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
が
そ
う
し
た
現
象
的
地
盤
を
提
供

す
る
。
そ
の
よ
う
な
事
柄
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
と
ら
え
た
の
が
、

「
日
常
性
」
と
よ
ば
れ
る
現
存
在
の
存
在
様
態
で
あ
っ
た
。

「日常性」と解釈学

で
は
、
こ
の
「
日
常
性
」
と
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
柄
な
の
か
。

「
現
存
在
の
現
象
学
」
は
「
日
常
性
」
に
お
け
る
現
存
在

の
あ
り
方
を
現
象
的
所
与
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
事
象
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
日
常
性
」
概
念
の
暖
昧
さ

「
現
存
在
の
現
象
学
」
は
、
そ
の
つ
ど
の
現
存
在
の
事
実
的
な
具
体
化
で
あ
る
「
日
常
性
」
を
、
主
題
的
領
野
と
し
て
取
り
上
げ
る

が
、
こ
の
「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
内
容
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
存
在

の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
ょ
う
の
う
ち
で
、
ど
の
よ
う
な
基
準
あ
る
い
は
視
点
に
も
と
や
つ
い
て
「
日
常
性
」
と
よ
ば
れ
る
事
柄
が
画
定
さ
れ

て
い
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
か
ら
だ
。

し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
「
純
粋
意
識
」
と
い
う
事
象

領
域
を
批
判
的
に
検
討
し
た
の
と
同
様
に
、
現
象
学
的
探
究
に
と
っ
て
の
現
象
的
所
与
と
い
う
観
点
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
こ
の

5 

「
日
常
性
」
と
い
う
事
柄
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
存
在
の
存
在
性
格
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
(
実
存
カ
テ
ゴ
リ



6 

1
)

の
連
関
の
な
か
で
、

「
日
常
性
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

(
イ
)

「
日
常
性
」
と
「
各
自
性
」

現
存
在
、
が
「
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
そ
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
存
在
様
式
」
が
「
日
常
性
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
守
口
口
仰
の
げ
え

E
丘
N

ロ
g
aえ
ど
と
い
う
あ
り
方
は
、
「
無
差
別
性

Q
D
丘
Rmw
円巾ロ
N
〉
」
、
す
な
わ

ち
「
平
均
性

(
U
Z
R
V印の
F
E
R
-
w
y
w
m止
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
公
共
性
と
い
う
他
の
現
存
在
と
の
相

互
的
な
あ
り
方
の
う
ち
で
通
例
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
現
存
在
の
存
在
様
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ
も
そ
も
実
存
論
的
分
析
論
の
主

己
主
向
。
広
)
」
あ
る
い
は
「
各
時
性

G04司
江
口

mwo-C」

「
そ
の
つ
ど
私
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
そ
の
つ
ど
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
各
自
性

GOBo-E

を
そ
の
根
本
的
な
存
在
性
格
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
日
常
性
」
が
現
存

題
に
な
る
現
存
在
は
、

在
の
無
差
別
的
・
平
均
的
な
あ
り
方
、

つ
ま
り
公
共
的
で
通
例
の
あ
り
方
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
存
在
に
固
有
の
「
各

自
性
」
・
「
各
時
性
」
は
、
「
日
常
性
」
概
念
の
う
ち
で
は
当
初
よ
り
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う

の
も
、
現
存
在
の
そ
の
つ
ど
の
事
実
的
で
個
別
的
な
事
情
を
度
外
視
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
公
共
的
で
通
例
の
あ
り
方
な
ど
は
見
出
さ

れ
え
な
い
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

ロ

〉

「
日
常
性
」
と
「
非
本
来
性
」

さ
ら
に
、

「
日
常
性
」
概
念
は
、
現
存
在
の
二
つ
の
根
本
的
な
存
在
様
態
、
す
な
わ
ち
「
本
来
性
」
お
よ
び
「
非
本
来
性
」
と
の
関

係
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
本
来
性
」
と
「
非
本
来
性
」
と
の
根
本
的
な
区
別
は

現
存
在
の
あ
り
方
全
体
を
貫
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
「
日
常
性
」
の
位
置
づ
け
が
問
題
に
な
り
う
る

か
ら
で
あ
る
。



日
常
的
な
現
存
在
は
、
世
界
内
|
存
在
と
し
て
、
世
界
内
部
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
存
在
者
を
配
慮
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

(

7

)

 

存
在
者
と
の
交
渉
に
没
入
し
て
い
る
あ
り
方
は
、
「
額
落
(
〈

q
Fロ
g)」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
現
存
在
は
、
他
の
現
存

在
(
共
現
存
在
)
と
顧
慮
し
あ
う
と
い
う
仕
方
(
相
互
存
在
)
で
実
存
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
互
存
在
と
し
て
の
現
存
在
は
、

他
者
と
の
隔
た
り
を
気
遣
い
、
平
均
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
他
者
は
特
定
の
人
で
は
な
く
て
、

(

8

)

 

「
ひ
と

2
2
冨
出
口
)
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
現
存
在
は
、

い
わ
ば

中
立
的
な
他
者
で
あ
っ
て
、

「
ひ
と
」
と
い
う
あ

り
方
の
う
ち
に
没
入
し
、

「
ひ
と
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
頚
落

「日常性」と解釈学

し
「
ひ
と
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
日
常
的
現
存
在
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
可
能
と
し
て
の
自
己
自
身
か
ら
離
反
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
「
非
本
来
性
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
日
常
性
」
は
結
局
「
非
本
来
性
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

は
た
し
て
「
日
常
性
」
は
ひ
と
り
「
非

本
来
性
」
に
の
み
属
し
て
い
る
あ
り
方
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
現
存
在
が
自
己
の
固
有
の
存
在
可
能
性
を
先
駆
的
に
覚
悟
し
て
|
本

来
的
に
|
実
存
し
て
い
る
場
合
で
も
、
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
事
実
的
な
世
界
|
内
|
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、

一
定
の
世
界
の
う
ち
で

存
在
者
を
配
慮
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

「
本
来
性
」
と
い
う
存
在
様
態
に
も
「
日
常
性
」
と
い
う
あ
り
方
は
属
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
!
自
身
、

「
日
常
性
は
現
存
在
が
ひ
と
を
『
英
雄
』
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
と
き
で
も
現
存
在

を
規
定
す
る
」

(
ω
N
w
ω
己
)
と
述
べ
、
実
存
は
日
常
を
「
け
っ
し
て
な
く
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
常
性
」

は
現
存
在
の
実
存
に
不
可
欠
の
契
機
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、

「
本
来
性
」
と
「
非
本
来

「
日
常
性
」
は
、

性
」
と
の
区
別
に
関
わ
り
な
く
、
現
存
在
の
実
存
を
規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
い
て
は
、

7 

「
本
来
性
」
・
「
非
本
来
性
」
と
い
う
存
在
様
態
と
の
関
係
に
お
い
て
「
日
常
性
」
と
い
う
存
在
様
態
の
位
置
づ
け
が
暖
昧
に
さ
れ
て
し
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ま
っ
て
い
る
。

(

ハ

)

「
日
常
性
」
と
「
時
間
性
」

」
の
よ
う
な
「
日
常
性
」
は
最
終
的
に
、

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
し
て
示
さ
れ
る
「
時
間
性
」

に
も
と
守
つ
い
て
理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
も
、

「
日
常
性
は
時
間
の
特

殊
な
概
念
で
あ
る
」
(
の
k
r
N
0

・
N
C
C
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
」
の
あ

り
方
と
し
て
の
「
日
常
性
」
に
つ
い
て
、

「
さ
し
あ
た
り
」
と
い
う
様
態
は
一
定
の
時
間
的
な
伸
び
広
が
り
の
う
ち
に
留
ま
る
こ
と
を

意
味
し
、

「
た
い
て
い
」
と
い
う
様
態
は
、

た
と
え
ば
「
昨
日
の
よ
う
に
今
日
も
」
と
い
う
こ
と
と
し
て
、

や
は
り
時
間
的
に
理
解
さ

れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ハ
イ
デ
ガ

l
に
し
た
が
え
ば
、
時
間
性
は
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
し
て
、
現
存
在
の
存
在
を
可
能
に
す
る
制
約
で
あ
る

か
ら
、
現
存
在
の
存
在
様
態
と
し
て
の
「
日
常
性
」
を
十
分
に
概
念
的
に
固
定
す
る
こ
と
は
、
現
存
在
の
時
間
性
の
解
釈
に
も
と
守
つ
い

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、

「
日
常
性
」
を
現
象
的
地
盤
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
「
現
存
在
の
現
象
学
」
に
は
、

明
ら
か
に
楯
環
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
存
在
の
現
象
学
」
は
「
日
常
性
」
と
い
う
現
象
的
所
与
に
も
と
守
つ
い
て
現
存
在
の
存
在
構
造
の
分
析
を
進
め
る

の
だ
が
、
逆
に
、
こ
の
「
日
常
性
」
の
概
念
が
獲
得
さ
れ
る
た
め
に
は
現
存
在
の
存
在
の
意
味
が
解
釈
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
現
存
在
の
現
象
学
」
の
主
題
的
領
野
と
さ
れ
て
い
る
「
日
常
性
」
と
い
う
事
柄
が
、
当
初
よ
り
十
分
に

は
概
念
的
に
画
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
探
究
の
た
め
に
あ
く
ま
で
予
め
の
地
盤
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
現
存
在
の
時
間
性
の
解
釈
は
完
遂
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
に
も



と
づ
い
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
「
日
常
性
」
の
十
分
な
概
念
的
画
定
も
ま
た
、
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
点
か
ら
わ
る
か
よ
う
に
、

「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
体
十
分
に
画
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、

し
か
も
、
現
存
在

の
存
在
可
能
性
(
本
来
性
と
非
本
来
性
)
と
の
関
係
も
ま
た
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
も

そ
も
、
現
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
の
う
ち
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
視
点
に
も
と
守
つ
い
て
「
日
常
性
」
と
よ
ば
れ
る
存
在
様
態
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
り
う
る
。
「
現
存
在
の
現
象
学
」
の
場
合
、
「
日
常
性
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
そ
の
つ

ど
の
現
存
在
の
事
実
的
な
諸
々
の
あ
り
方
か
ら
、

「日常性」と解釈学

ハ
イ
デ
ガ

l
の
も
つ
或
る
一
定
の
視
点
に
も
と
づ
い
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
際
す
で
に
一
定
の
解
釈
が
働
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

解
釈
学
の
先
行
把
持
と
し
て
の
「
日
常
性
」

そ
の
よ
う
に
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
日
常
性
」
を
地
盤
と
し
て
「
現
存
在
の
現
象
学
」
は
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

ハ
J
h
J
ア
ガ

ー
は
、
現
象
学
の
方
法
と
し
て
の
「
記
述
」
が
「
解
釈
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

(ロ)

存
在
の
解
釈
学
」
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
こ
の
と
き
、

「
現
存
在
の
現
象
学
」
は
「
現

「
現
存
在
の
解
釈
学
」
と
い
う
探
究
に
と
っ
て
、
探
究
の
た
め
に
予
め
確
保
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
盤
と
し
て
の
先
行
把
持
(
〈
。
岳
山
宮
〉
は
、
現
存
在
の
「
日
常
性
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

次
に
、
「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
を
解
釈
学
の
先
行
把
持
と
し
て
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
事
実
性
の
解
釈
学
」

の
講
義
(
一
九
二
一
三
年
夏
学
期
〉
の
う
ち
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
先
行
把
持
の
根
源
性
と
真
正
さ
と
に
、
諸
現
象
の
解
釈
学
的

記
述
の
発
端
と
遂
行
様
式
と
の
運
命
が
か
か
っ
て
い
る
」
(
の

Kra-
∞C
)

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
先
行
把
持
と
し
て
の
「
日

9 

常
性
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
「
現
存
在
の
解
釈
学
」
を
可
能
に
す
る
制
約
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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『
存
在
と
時
間
』
に
先
立
つ
こ
の
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
の
講
義
に
即
し
て
い
え
ば
、
現
存
在
の
「
日
常
性
」
は
、

出

2
8
)」
と
よ
ば
れ
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
」
の
公
共
的
な
被
解
釈
性
を
表
し
て
い
一
切
つ
ま
り
そ
れ
は
、

「
今
日

2
2

そ
の

つ
ど
の
わ
れ
わ
れ
の
時
代
的
状
況
の
う
ち
で
事
実
的
・
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
現
存
在
の
あ
り
方
が
、
公
共
的
・
平
均
的
に
理
解

さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
様
態
だ
と
い
え
る
。

ハ
イ
デ
ガ

l
は、

「
こ
の
よ
う
な
公
共
的
被
解
釈
性
と
い
う
仮
面
の
う
ち
で
現
存
在

は
最
高
の
生
動
性
と
し
て
自
己
を
表
し
て
い
る
」
(
の
〉
g
w
ω
N
)
と
考
え
、
現
存
在
を
そ
の
「
日
常
性
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が

解
釈
学
の
先
行
把
持
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
日
常
性
」
と
い
う
術
語
で
名
指
し
て
い
る
事
柄
そ
れ
自
体
は
、
さ
し
あ
た
り
右
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し

実
際
に
「
日
常
性
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
象
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l
に
固
有
の
実
存
論
の
視
点
(
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
)
か
ら
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
す
で
に
一
定
の
パ

l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
な
い
し
理
解
の
地
平
の
う
ち
で
と
ら
え

ら
れ
た
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
探
究
の
先
行
把
持
と
し
て
与
え
ら
れ
る
事
柄
は
、
こ
の
よ
う
に
先
行
的
な
一
定
の
理
解
内
容
と

い
う
か
た
ち
で
し
か
近
づ
か
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
解
釈
学
的
探
究
が
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

「
日
常
性
」
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
事
柄
と
し
て
出
発
点
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
十
分

に
概
念
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
そ
れ
は
、

『
存
在
と
時
間
』
の
探
究
に
よ
っ
て
も
い

ま
だ
不
明
瞭
な
概
念
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
の
十
分
な
固
定
は
、
現
存
在
の
存
在
の
意

味
と
し
て
の
時
間
性
の
解
明
か
}
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
間
性
の
解
明
自
体
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

ハ
イ
デ
ガ

l
自
身
す
で
に
実
存
論
的
分
析
論
の
遂
行
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
「
日
常
性
」
は
現
存
在
の

存
在
の
意
味
を
時
間
性
と
し
て
取
り
出
す
解
釈
学
的
探
究
の
先
行
把
持
と
し
て
は
不
十
分
だ
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。



『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
二
編
で
は
、

「
根
源
的
な
存
在
論
的
解
釈
は
、
:
:
:
(
中
略
)
:
:
・
そ
れ
が
主
題
的
存
在
者
の
全
体
を

先
行
把
持
に
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
を
表
明
的
に
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
」

3
N
-
8
3
と
し
て
、
改
め
て
先
行
把
持
の
確
保
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
平
均
的
日
常
性
」
に
も
と
づ
い
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
現
存
在
解
釈
は
、
「
非
本
来
的
」
な

実
存
の
分
析
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

「
本
来
性
」
が
実
存
の
理
念
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
実
存
論
的
分

析
論
を
導
く
先
行
視
に
は
「
根
源
性
」
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
現
存
在
の
存
在
の
解
釈
が
、
存
在
論
的
な

根
本
の
間
い
の
仕
上
げ
の
基
礎
と
し
て
根
源
的
に
な
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
存
在
の
存
在
を
ま
ず
そ
の
可
能
的
な
本
来
性
と
全

「日常性」と解釈学

体
性
と
の
う
ち
で
実
存
論
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
ω
N
・
自
3
と
い
う
要
請
に
も
と
づ
い
て
、

「
先
駆
的
覚
悟
性

(
〈

2-zrロ
門
町
何

E
R
E
C凹
印

g
F巾
伊
丹
)
」
と
い
う
現
存
在
の
存
在
様
態
、
が
先
行
把
持
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
「
全
体
性
」
と
「
本
来
性
」
は
、
現
存
在
が
「
死
」
と
い
う
自
ら
に
最
も
固
有
の
究
極
的
な
存
在
可
能
性
へ

と
先
駆
的
に
関
わ
る
(
企
投
す
る
)
と
い
う
あ
り
方
(
「
先
駆
的
覚
悟
性
」
)
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が

「
根
源
的
」
な
「
現
存
在
の
解
釈
学
」
の
先
行
把
持
に
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
平
均
的
日
常
性
」
か
ら
「
先
駆
的
覚
悟
性
」
へ
と
い
う
、
「
現
存
在
の
解
釈
学
」
に
お
け
る
先
行
把
持
の
変

換
ー
ー
あ
る
種
の
徹
底
化
ー
ー
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
先
行
把
持
の
変
換
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
疑
義
を
差
し
挟
ん

だ
よ
う
な
、

「
日
常
性
」
は
「
非
本
来
性
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
示
し
た
よ
う

宇
」
、

ー

「
日
常
性
」
が
必
ず
し
も
「
非
本
来
性
」
と
い
う
存
在
様
態
に
限
定
さ
れ
る
様
態
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
先
行
把
持

が
変
更
さ
れ
る
理
由
そ
の
も
の
も
怪
し
く
な
っ
て
こ
よ
う
。

11 

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
先
行
把
持
の
変
換
は
、

「
全
体
性
」
、

「
本
来
性
」
お
よ
び
「
根
源
性
」
と
い
う
三
つ
の
理
念
に
導
か
れ
て
の
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こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
先
行
把
持
は
現
象
的
所
与
と
し
て
、
事
柄
へ
と
最
初
に
端
的
に
眼
を
向
け
る
こ
と
の
う
ち
で
と
ら
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、

た
と
え
す
で
に
一
定
の
パ
l
ス
ペ
ク
テ
ィ
グ
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

な
ん
ら
か
の
特
別
な
理
念
に
導
か
れ
て

獲
得
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学
に
与
え
た
批
判

l
i
「
純
粋
意

識
」
と
い
う
主
題
的
領
野
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
「
絶
対
的
な
学
の
理
念
」
に
導
か
れ
て
獲
得
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
非
現
象
学

的
」
だ
と
い
う
こ
と
ー
ー
と
同
様
の
批
判
が
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
現
存
在
の
解
釈
学
」
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

「
本
来
性
」
、
「
根
源
性
」
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
考
え
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
先
行
把
持
の
変
換
は
、
な
お
さ
ら
「
事
柄
そ
れ
自
体
へ
」
と
い
う
現
象
学
の
格
率
に
反
し
て
行
わ
れ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

「
本
来
性
」
あ
る
い
は
「
根
源
性
」
と
い
う
理
念
の
支
配
の
も
と
で
、
現
存
在
の
存
在
の
意
味
を
時
間
性
と
し
て
取

り
出
そ
う
と
す
る
「
現
存
在
の
解
釈
学
」
で
は
、

「
日
常
性
」
が
第
一
義
的
に
先
行
把
持
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
日
常
性
」
と
い
う
現
象
的
地
盤
が
、

ハ
イ
デ
ガ
!
の
目
指
し
て
い
た
「
根
源
的
」
な
「
現
存
在
の
解
釈
学
」

の
先
行
把
持
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
。
「
日
常
性
」
自
体
は
不
明
瞭
な

概
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、

「
日
常
性
」
と
い
う
概
念
は
、
基
礎
的
存
在
論
あ
る
い
は
「
現
存
在
の
解
釈
学
」

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
な
ぜ
「
日
常
性
」
と
い
う
現
象
的
地
盤
か
ら
は
現
存
在

の
存
在
の
意
味
、
が
見
出
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
、

「
日
常
性
」
を
先
行
把
持
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
「
現
存
在

の
解
釈
学
」
に
含
ま
れ
る
問
題
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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