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汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
〈
自
己
〉
の
習
得

西
山
達
也

１　

は
じ
め
に

　
哲
学
は
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
や
概
念
を
伝
承
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
き
に
は
既
存
の
理
解
、
解
釈
、
あ
る
い
は
翻
訳
を
ラ

デ
ィ
カ
ル
に
批
判
し
、
刷
新
す
る
こ
と
で
、
思
考
そ
の
も
の
に
変
革
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
二
〇
世
紀
の
哲
学
に
お
い
て
は
、

生
の
哲
学
と
解
釈
学
の
批
判
的
継
承
の
文
脈
か
ら
、
思
考
そ
の
も
の
と
そ
の
「
伝
承
」
と
の
緊
密
な
関
連
が
思
索
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
こ
れ
が
哲
学
の
固
有
な
課
題
と
見
な
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
思
考
の
伝
承
と
翻
訳
は
、
思
考
そ
の
も
の
の
動
態
を
指
し

示
す
こ
と
に
な
る
。
哲
学
と
い
う
思
考
の
営
為
全
体
が
、
自
ら
思
考
の
歴
史
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
に
到

り
、
こ
の
全
歴
史
の
意
味
を
引
き
受
け
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
哲
学
は
、
そ
の
使
命
を
つ
い
に
は
「
終
末
論
的
」
な
も
の
と
規

定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
代
表
的
な
哲
学
者
と
し
て
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
名
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
初
頭
以
降
、
い
わ
ゆ
る
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
精
密
な
読
解
を
試
み
な
が
ら
、

他
方
で
、
新
約
聖
書
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ル
タ
ー
に
到
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
再
解
釈
に
取
り
組
む
。
こ
の
二
つ
の
作
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業
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
補
完
し
あ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
パ
ウ
ロ
の

書
簡
、
あ
る
い
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ル
タ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
交
叉
的
に
読
解
し
、
相
互
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
あ
う
こ
と

で
、
最
終
的
に
『
存
在
と
時
間
』
へ
と
結
節
す
る
思
考
が
生
成
す
る
。
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
の
こ
う
し
た
成
立
過
程
を
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
は
じ
め
て
、
一
九
三
〇
│
四
〇
年
代
に
試
み
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
的
思
索
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
ソ
ク
ラ
テ

ス
以
前
の
思
想
家
に
よ
る
断
片
の
翻
訳
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
悲
劇
の
翻
訳
）
の
独
創
性
も
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
つ
ね
に
明
示
的
に
も
暗
黙
の
う
ち
に
も
参
照
し
続
け
た
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
一
七
七
〇
│

一
八
四
三
）
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
語
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
作
業
に
対
す
る
、
哲
学
者
の
ス
タ
ン
ス
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る（

（
（

。

　
本
稿
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
う
し
た
重
層
的
か
つ
継
続
的
な
作
業
を
通
じ
て
自
身
の
思
考
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
っ
た
、
そ
の

作
業
現
場
の
ひ
と
つ
を
調
査
し
た
い
。
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
『
存
在
と
時
間
』
第
三
一
節
、
と
り
わ
け
次
の
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
標
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
。

現
存
在
は
、
実
存
論
的
に
は
、
現
存
在
が
お
の
れ
の
存
在
し
う
る
こ
と
に
お
い
て
ま
だ

0

0

そ
れ
で
な
い
0

0

も
の
な
の
で
あ
る
0

0

。
ま

た
、
現
の
存
在
は
了
解
と
そ
の
企
投
性
格
と
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
構
成
を
得
て
い
る
ゆ
え
に
の
み
、
つ
ま
り
現
存
在
は
、
お

の
れ
が
そ
れ
に
な
る
当
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
れ
に
な
ら
な
い
当
の
も
の
で
あ
る

0

0

が
ゆ
え
に
の
み
、
現
存
在
は
了
解
し
つ
つ
、

お
の
れ
自
身
に
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
！
」
と
。（SZ

, 145

）

「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
（w

erde, w
as du bist

）
！
」
は
、
元
々
、
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
言
葉
で
、
ま
た
こ

れ
を
少
し
変
更
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
副
題
に
用
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。『
存
在
と
時

間
』
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
を
垣
間
見
る
た
め
に
も
、
こ
の
特
異
点
と
も
い
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う
べ
き
テ
ク
ス
ト
の
箇
所
に
密
着
し
、
検
証
し
て
み
た
い
。

２　
「
主
旨
」（
…
…
の
た
め
に
あ
る
自
己
）

　
本
稿
で
読
解
を
試
み
る
『
存
在
と
時
間
』
第
三
一
節
は
、「
理
解
・
了
解
（Verstehen

）」
と
現
存
在
の
開
示
性
の
構
造
を
分

析
し
た
節
で
あ
る
（「
了
解
と
し
て
の
現
に
そ
こ
に
開
示
さ
れ
て
い
る
現
存
在
」）。
そ
こ
で
は
、
現
存
在
が
「
内
存
在
」
と
し

て
世
界
の
う
ち
に
開
か
れ
て
あ
る
様
態
と
し
て
の
「
了
解
」
が
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

主
旨
で
あ
る
も
の
（das W

orum
w

illen

）
に
お
い
て
、
実
存
し
つ
つ
あ
る
世
界
内
存
在
そ
の
も
の
が
開
示
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
う
し
た
開
示
性
が
了
解
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た｡

（SZ
, 143

）

Im
 W

orum
w

illen ist das existierende In-der-W
elt-sein als solches erschlossen, w

elche Erschlossenheit Verstehen genannt w
urde.

本
節
で
は
ま
ず
こ
の
定
義
の
な
か
に
登
場
す
る
「
主
旨
」
と
い
う
語
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
い
。「
主
旨
」
と
い

う
語
に
着
目
す
る
こ
と
の
理
由
は
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、「
主
旨
」
と
い
う
語
が
、
ま
さ
し
く
『
存
在
と
時
間
』
第
三
一
節
に
お
い
て
そ
の
基
本
的
な
構
造
を
解
明
さ
れ
て

い
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
。das W

orum
w

illen

の
日
本
語
訳
と
し
て
は
、「
目
的
で
あ
る
も
の
」（
原
佑
・
渡
邊
二
郎
訳
）、「
主

旨
」（
細
谷
貞
雄
訳
）
等
が
あ
る

（
（
（

。um
...w

illen

と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
イ
デ
ィ
オ
ム
は
「
…
…
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
を
表
す

表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
名
詞
化
し
たdas W

orum
w

illen

を
、
単
純
に
「
目
的
」
と
翻
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
ぜ
な
らdas W

orum
w

illen

は
手
段
・
目
的
連
関
の
最
終
目
的
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、
世

界
内
存
在
を
構
成
す
る
諸
契
機
の
分
析
、
と
り
わ
け
道
具
存
在
の
分
析
に
お
い
て
（
第
一
八
節
）、
他
方
で
、
現
存
在
の
最
も



122

固
有
な
可
能
性
で
あ
る
自
己
の
死
へ
と
臨
む
存
在
や
覚
悟
性
の
分
析
に
お
い
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
り
、
同
書
の
第
一
篇
と
第
二
篇
を
つ
な
ぐ
蝶
番
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
稿
の
表
題

で
あ
る
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
は
、
現
存
在
が
「
主
旨
と
す
る
も
の
」
に
お
い
て
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
、
と
い
う

「
了
解
」
の
定
義
そ
の
も
の
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
言
い
方
と
見
な
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
に
お

け
る
「
自
己
」
お
よ
び
「
世
界
」
の
問
題
の
取
り
扱
い
を
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
に
、「
主
旨
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
遂
行
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
読
解

（
と
り
わ
け
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』）
と
、『
存
在
と
時
間
』
の
繋
が
り
を
検
証
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
。das 

W
orum

w
illen

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のto hou heneka

（「
…
…
の
た
め
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」）
を
字
義
通
り
訳
し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
提
案
す
る
と
き
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
例
え

ば
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
に
お
け
る
次
の
箇
所
で
あ
る
。

事
実
、
行
為
に
関
わ
る
思
考
は
、
制
作
的
な
思
考
を
も
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
る
人
は
誰
で
も
、
何
か
の
た
め

に
作
る
が
、
作
ら
れ
る
も
の
は
、
無
条
件
的
な
意
味
で
の
目
的
（telos haplôs

）
で
は
な
く
て
（
つ
ま
り
そ
れ
は
、
何
か
あ

る
も
の
と
の
関
連
で
の
目
的
で
あ
り
、
ま
た
何
か
あ
る
も
の
の
目
的
な
の
で
あ
る
﹇pros ti kai tinos

﹈）、
行
為
に
お
い
て
な

さ
れ
る
も
の
の
方
が
無
条
件
的
な
目
的
な
の
で
あ
る

（
（
（

。（EN
 1139b1–3

）

こ
こ
で
の
「
行
為
（
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
）」
の
基
本
的
な
特
徴
は
、「
自
己
の
た
め
に
」
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
何
ら
か
の
目
的
（
…
…
の
た
め
に
）
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
が
自
己
の
外
に
「
…
…
の
た
め
に
」
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
は
自
己
の
内
に
「
…
…
の
た
め
に
」
を

も
つ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
は
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
は
、「
…
…
の
た
め
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に
」
と
い
う
目
的
連
関
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
連
関
は
、
次
々
と
他
の
目
的
を
新
た
に
必
要
と
す
る
。「
何
々
の

た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
何
々
は
ま
た
別
の
何
々
の
た
め
に
」、
と
い
っ
た
具
合
に
連
鎖
す
る
目
的
の
あ
り
方
を
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
、heneka tinos

（
こ
れ
こ
れ
の
た
め
に
）
も
し
く
はpros ti

（
こ
れ
こ
れ
と
の
関
連
で
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

プ
ラ
ー
ク
シ
ス
は
、
自
身
の
う
ち
に
「
…
…
た
め
に
」
を
も
つ
「
善
い
行
為
」
を
目
指
す

（
（
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
四
／
二
五

年
の
冬
学
期
の
講
義
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

テ
ク
ネ
ー
の
対
象
と
な
る
の
は
、
ポ
イ
エ
ー
ト
ン
、
エ
ル
ゴ
ン
、
つ
ま
り
製
作
し
た
り
遂
行
を
し
た
り
す
る
な
か
で
生
み
出

さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
エ
ル
ゴ
ン
は
、heneka tinos

（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
二
章1139b1

を
参
照
）、
す
な
わ

ち｢

何
か
の
た
め
に
（um

 w
illen von etw

as

）｣

あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
何
か
別
の
も
の
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
ル
ゴ
ン
は
「
無
条
件
的
な
意
味
に
お
け
る
目
的
で
は
な
い
」(b2)

、
す
な
わ
ち｢

端
的
な
終
極
で
は
な
い｣

。
エ
ル
ゴ
ン
は

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
他
の
も
の
へ
の
指
示
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
テ
ロ
ス
と
し
て
自
己
を
離
れ
る
べ
く
方
向
を
指
し
示
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

。
つ
ま
り
そ
れ
は
、pros ti kai tinos
（b2
以
下
）、｢

何
か
の
た
め
、
誰
か
の
た
め｣

な
の
で
あ
る
。
靴
は
履
く
た
め
0

0

に0

、
他
の
誰
か
の
た
め
に

0

0

0

製
作
さ
れ
る
。（G

A 19, 41
）

『
存
在
と
時
間
』
第
一
八
節
に
お
い
て
道
具
の
使
用
を
記
述
す
る
際
に
も
、「
主
旨
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
打
つ
こ
と
の
ゆ
え
に
ハ
ン
マ
ー
と
名
づ
け
る
こ
の
道
具
的
存
在
者
で
も
っ
て

0

0

0

0

、
打
つ
こ
と
の
も
と

で
適
所
性
が
得
ら
れ
、
こ
の
打
つ
こ
と
で
も
っ
て
、
暴
風
雨
に
対
す
る
防
備
の
も
と
で
そ
の
適
所
性
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
防

備
は
、
現
存
在
が
宿
る
と
い
う
主
旨
の
た
め
に
、
言
い
か
え
れ
ば
現
存
在
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
い
う
主
旨
の
た
め

に
「
存
在
し
て
い
る
」。（SZ

, 84

）
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ハ
ン
マ
ー
は
打
つ
こ
と
の
「
た
め
に
」
あ
り
、
打
つ
こ
と
は
暴
風
雨
へ
の
防
備
の
「
た
め
に
」
あ
り
、
そ
し
て
、
防
風
へ
の
防

備
は
現
存
在
の
居
住
の
「
た
め
に
」
あ
る
。「
居
住
の
た
め
」
を
言
表
す
る
場
合
に
の
み
「
主
旨
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
点
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い

（
（
（

。「
主
旨
」
は
現
存
在
の
居
住
場
所
、
ひ
い
て
は
そ
の
生
存
そ
の
も
の
に
関
係
づ
け

ら
れ
る
。「
適
所
全
体
性
の
す
べ
て
の
暴
露
は
こ
の
主
旨
に
帰
着
す
る
。
寝
起
き
す
る
場
所
を
見
つ
け
、
生
計
を
立
て
、
暮
ら

し
を
営
ん
で
ゆ
く
と
い
う
主
旨
の
た
め
に
、
現
存
在
の
最
も
身
近
な
不
断
の
諸
可
能
性
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
」（SZ

, 297

）。
こ

こ
で
適
所
全
体
性
へ
の
参
照
の
構
造
を
考
察
す
る
際
に
「
主
旨
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
参
照
関
係
が

あ
る
種
の
場
所
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。「
主
旨
」
と
は
、
あ
る
種
の
参
照

関
係

（
（
（

が
成
り
立
つ
際
に
、
参
照
の
連
関
が
そ
れ
を
中
心
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
現
存
在
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、「
主
旨
」
が
、
環
境
世
界
（U

m
w

elt

）、
配
視
（U

m
sicht

）、
交
渉
（U

m
gang

）
と
い
っ
た
語
彙
と
、
接
頭
辞

U
m

-

を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
で
、
空
間
的
な
広
が
り
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。um

...w
illen

のum

は
、

か
な
ら
ず
し
も
「
…
…
の
ま
わ
り
を
ま
わ
っ
て
」
と
い
う
空
間
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
語
彙
と
共
鳴
し

な
が
ら
、「
主
旨
」
は
、
根
源
的
な
空
間
性
、
す
な
わ
ち
現
存
在
と
物
と
道
具
と
他
者
た
ち
が
集
う
「
開
か
れ
」
を
形
成
す
る
。

３　

了
解
（「
汝
自
身
で
あ
る
」
こ
と
の
可
能
性
）

　
こ
う
し
た
現
存
在
が
根
本
的
に
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
の
様
態
が
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
「
了
解
（Verstehen

）」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
了
解
は
、
他
者
の
言
説
の
理
解
に
も
、
自
己
理
解
に
も
限
定
さ
れ
な
い
、
現
存
在
の
う
ち
に
穿
た
れ
た
「
開

か
れ
」
へ
の
関
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
開
示
と
し
て
の
「
了
解
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
『
存
在
と
時
間
』

第
三
一
節
に
お
け
る
「
了
解
」
の
定
義
は
先
に
も
引
用
し
た
が
、
そ
の
前
後
の
箇
所
も
含
め
て
再
確
認
し
た
い
。
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現
存
在
は
実
存
し
つ
つ
お
の
れ
の
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
、
世
界
が
「
現
に
そ
こ
に
」
存
在
し
て
お
り
、
そ

う
し
た
世
界
が
現
に
そ
こ
に
開
示
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
内
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
し
て
他
方
ま
た
こ
の
内
存
在
も
同
じ
く
「
現
に
そ
こ
に
」
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
現
存
在
が
存

在
し
て
い
る
た
め
の
主
旨
で
あ
る
当
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
旨
で
あ
る
も
の
に
お
い
て
、
実
存
し

つ
つ
あ
る
世
界
内
存
在
そ
の
も
の
が
開
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
開
示
性
が
了
解
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

主
旨
を
了
解
す
る
と
き
、
そ
の
も
の
の
う
ち
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
有
意
義
性
が
共
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（SZ

, 

143

）

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
了
解
」
と
い
う
語
を
用
い
る
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
二
つ
の
水
準
を
明
示
的
に

区
別
せ
ず
に
接
合
し
て
い
る
。
第
一
の
水
準
は
、
広
義
の
「
了
解
」
と
呼
び
う
る
も
の
、
す
な
わ
ち
世
界
が
現
に
そ
こ
に
「
開

か
れ
て
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
第
二
の
水
準
は
、
内
存
在
（In-Sein

）
の
三
分
肢
の
一
つ
（
す
な
わ
ち
「
気
分
」
お
よ
び
「
言

説
」
と
等
根
源
的
な
様
態
）
と
し
て
の
「
了
解
」
で
あ
る
。

　
了
解
と
は
、
主
旨
に
お
い
て
、
世
界
が
現
に
そ
こ
に
開
示
さ
れ
て
あ
る
、
そ
の
開
か
れ
の
様
態
を
言
う
。
こ
こ
で
は
「
開
か

れ
」
は
二
つ
の
方
向
性
を
と
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
現
存
在
の
自
己
自
身
が
何
の
た
め
に
あ
る
か
の
そ
の
「
主
旨
」
の

了
解
へ
と
向
か
っ
て
い
く
方
向
、
他
方
で
、
世
界
の
な
か
で
の
意
味
連
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
有
意
義
性
の
連
関
）
に
向
か
っ

て
い
く
方
向
で
あ
る
。「
了
解
」
は
、
現
存
在
の
そ
の
と
き
ど
き
の
世
界
の
世
界
性
と
し
て
の
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
し

て
も
、
ま
た
、
同
様
に
、
現
存
在
自
身
の
主
旨
を
め
が
け
て
も
可
能
性
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。

了
解
は
、
現
存
在
の
そ
の
時
々
の
世
界
性
と
し
て
の
有
意
義
性
を
め
が
け
て
、
現
存
在
の
存
在
を
根
源
的
に
企
投
す
る
の
だ
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が
、
そ
れ
と
同
様
、
現
存
在
の
主
旨
を
め
が
け
て
、
現
存
在
の
存
在
を
根
源
的
に
企
投
す
る
。（SZ

, 145

）

通
俗
的
な
意
味
で
は
、「
了
解
す
る
（verstehen

）」
と
は
、「
あ
る
仕
事
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
が
で
き
る
」「
そ
れ
だ
け
の
力
が

あ
る
」「
あ
る
こ
と
を
為
し
う
る
」
こ
と
で
あ
る
（SZ

, 143

）。
了
解
は
世
界
に
対
し
て
も
お
の
れ
の
主
旨
と
す
る
と
こ
ろ
に
対

し
て
も
、
可
能
性
を
企
投
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
了
解
」
と
は
、
現
存
在
が
現
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
必
然

的
に
可
能
性
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
現
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
現
存
在
に
よ
る
可
能
性
の
了
解
に

よ
っ
て
こ
そ
現
実
的
な
も
の
と
な
る
と
い
う
事
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
可
能
存
在
と
し
て
現
存
在
が
現

に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
含
ま
れ
る
両
義
性
、
つ
ま
り
可
能
性
と
現
実
性
と
の
二
重
写
し
に
な
っ
た
状
態
を
指
し
示
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
二
重
写
し
の
様
態
を
端
的
に
言
い
表
し
た
の
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
な
の
で

あ
る
。

現
存
在
は
、
実
存
論
的
に
は
、
現
存
在
が
お
の
れ
の
存
在
し
う
る
こ
と
に
お
い
て
ま
だ
0

0

そ
れ
で
な
い
0

0

も
の
な
の
で
あ
る
0

0

。
ま

た
、
現
の
存
在
は
了
解
と
そ
の
企
投
性
格
と
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
構
成
を
得
て
い
る
ゆ
え
に
の
み
、
つ
ま
り
現
存
在
は
、
お

の
れ
が
そ
れ
に
な
る
当
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
れ
に
な
ら
な
い
当
の
も
の
で
あ
る

0

0

が
ゆ
え
に
の
み
、
現
存
在
は
了
解
し
つ
つ
、

お
の
れ
自
身
に
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
！
」
と
。（SZ

, 145

）

こ
こ
で
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
と
い
う
命
令
文
を
与
え
て
い
る
も
の
は
現
存
在
自
身
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
命
令
文

が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
先
も
現
存
在
で
あ
る
。「
現
存
在
は
自
身
に
対
し
て
了
解
し
つ
つ

0

0

0

0

0

言
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
つ
ま

り
現
存
在
と
自
己
と
の
対
話
は
「
了
解
し
つ
つ
」
遂
行
さ
れ
、
現
存
在
は
自
ら
の
諸
可
能
性
を
「
了
解
」
す
る
。
現
存
在
は

「
彼
自
身
で
あ
る
だ
ろ
う

0

0

0

」
も
の
と
「
彼
自
身
で
な
い
だ
ろ
う
」
も
の
の
双
方
と
し
て
「
す
で
に
あ
る
」（「
お
の
れ
が
そ
れ
に
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な
る
当
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
れ
に
な
ら
な
い
当
の
も
の
」）。「
了
解
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
写
し
に
さ
れ
た
も
の
と
し

て
見
出
さ
れ
る
自
己
の
分
節
化
が
伴
わ
れ
る
。「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
は
、
こ
の
二
重
写
し
に
対
応
す
る
（「
存
在
＝

で
あ
る
」
と
「
生
成
＝
な
る
」
と
い
う
形
で
）
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
は
現
存
在
に
単
な
る

自
己
習
得
を
命
じ
る
と
い
う
よ
り
は
、
現
存
在
の
開
か
れ
を
穿
つ
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
も
と
も
と
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
言
葉
で
あ
る
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
を
こ
の
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
引
用

し
て
い
る
こ
と
は
唐
突
と
い
え
ば
唐
突
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
句
は
若
干
変
更
さ
れ
て
ニ
ー
チ
ェ
の

『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
副
題
に
採
用
さ
れ
た
ほ
か
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』『
悦
ば
し
き
知
恵
』
で
も
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て

お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
主
義
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
当
時
の
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
の
言
葉
を
最

初
に
引
用
す
る
の
は
、
じ
つ
は
、
若
き
日
の
彼
が
友
人
ロ
ー
デ
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
一
八
六
七
年
一
一

月
三
日

（
（
（

）。「
文
献
学
者
」
と
し
て
の
出
発
を
表
明
す
る
際
に
ニ
ー
チ
ェ
が
行
っ
た
引
用
を
孫
引
き
す
る
こ
と
で
、
今
度
は
「
哲

学
者
」
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
自
ら
の
生
成
変
化
を
し
る
し
づ
け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
も
あ
れ
、「
汝
自
身
で
あ
る
も

の
に
な
れ
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
企
投
の
構
造
を
、
主
意
主
義
的
な
決
断
や
、

英
雄
的
な
覚
悟
と
い
っ
た
も
の
（
ニ
ー
チ
ェ
主
義
的
な
意
味
で
は
話
は
別
だ
が
）
に
擬
え
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
主
旨
に
お
い
て
現
存
在
が
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
（
了
解
）
が
必
然
的
に
伴
う
「
二
重
写
し
」
の
作
用
を
強
調
し
よ
う
と
し

た
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
主
旨
に
お
け
る
二
重
写
し
は
、
か
ぎ
り
な
く
「
自
己
性
」
そ
の
も
の
へ
と
切
り
つ
め
ら
れ
る
。

一
九
二
九
年
の
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
現
存
在
が
実
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
現
存
在
自
身
で
あ
る
（W

orum
w

illen aber D
asein existiert, 

ist es selbst

）。
自
己
性
に
は
世
界
が
属
す
る
。
世
界
は
本
質
上
、
現
存
在
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。（G

A 9, 157

）
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「
主
旨
」
に
関
し
て
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
こ
こ
ま
で
簡
潔
な
定
式
化
は
見
出
さ
れ
ず
、
よ
り
慎
重
に
言
葉
が
選
ば
れ
て
い

る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
主
旨
」
概
念
は
、
そ
の
第
一
篇
と
第
二
篇
を
目
立
た
な
い
形
で
は
あ
る
が
決
定
的
に
繋
ぎ

合
わ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
接
合
に
も
と
づ
い
て
、「
お
の
れ
自
身
へ
の
決
意
性
」
と
「
共
存
在
し
つ
つ
あ
る
他

者
た
ち
」
へ
の
眼
差
し
と
が
切
り
離
し
が
た
く
継
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る（

（
（

（SZ
, 298

）。

４　

透
視
性
（「
自
己
」
の
眼
差
し
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
主
旨
」
は
、
い
か
な
る
形
で
現
存
在
の
眼
差
し
の
も
と
に
立
ち
現
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
対
象
を
主
題
化
す
る
眼
差
し
の
も
と
に
は
現
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

了
解
の
企
投
的
性
格
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
さ
ら
に
、
了
解
が
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
企
投
す
る
当
の
も
の
、
つ
ま
り
諸
可

能
性
を
、
了
解
は
そ
れ
自
身
主
題
的
に
把
捉
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
可
能
性
を
主
題
的
に
把

捉
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
把
捉
は
企
投
（Entw

urf

）
さ
れ
た
も
の
か
ら
ま
さ
し
く
可
能
性
と
い
う
そ
の
性
格
を
奪
う
。

（SZ
, 145

）

「
主
旨
」
は
、
現
存
在
の
行
為
を
方
向
付
け
、
進
路
を
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
め
が
け
て
「
了
解
」
は
、
非
主

題
的
な
仕
方
で
の
把
握
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
非
主
題
的
な
分
節
化
の
あ
り
方
は
、『
存
在
と
時
間
』
第
三
一
節
の
後

半
部
に
お
い
て
「
視
（Sicht

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
「
視
」
に
よ
っ
て
、
非
明
示
的
で
は
あ
る
が
完
全
に
盲
目
的
で
は

な
い
、
い
わ
ば
「
不
確
定
な
分
節
化

（
（
（

」、
多
か
れ
少
な
か
れ
明
示
的
な
「
方
向
付
け
」
が
可
能
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
了
解
」
に
お
け
る
「
視
」
は
、
不
確
定
な
分
節
化
を
遂
行
す
る
だ
け
で
な
く
、
奇
妙
な
二
重
化
を
伴
う
。
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す
な
わ
ち
、「
視0

」
は
、「
配
慮
的
な
気
遣
い
の
配
視
（U

m
sicht

）、
顧
慮
的
な
気
遣
い
の
顧
視
（Rücksicht

）」
と
し
て
存
在
す

る
と
同
時
に

0

0

0

、「
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
そ
れ
を
主
旨
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
視
」
と
し
て

も
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
在
の
「
視
」
は
、
道
具
や
他
者
へ
の
眼
差
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
等
し
く
根
源

的
に
、「
現
存
在
が
何
の
た
め
に
あ
る
か
」（
つ
ま
り
「
主
旨
」）
に
向
か
っ
て
の
眼
差
し
で
も
あ
る
の
だ
。

　
現
存
在
の
も
と
に
立
ち
現
わ
れ
る
眺
望
の
奇
妙
さ
は
、
し
た
が
っ
て
、
眼
差
し
の
二
重
化
に
由
来
す
る
。
こ
の
二
重
化
し
た

眼
差
し
を
全
体
化
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
全
体
と
し
て
の
実
存
」
に
関
係
す
る
眼
差
し
が
「
透
視
性
」
と
呼
ば
れ
る
。

第
一
義
的
に
、
ま
た
全
体
と
し
て
実
存
に
関
係
す
る
こ
の
視
を
、
わ
れ
わ
れ
は
透
視
性
（D

urchsichtigkeit

）
と
名
づ
け
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
十
分
に
了
解
さ
れ
た｢

自
己
認
識｣

を
表
示
し
よ
う
と
し
て
こ
の
術
語
を
選
ん
だ
の
だ
が
、
そ
れ
と
い
う

の
も
、
自
己
認
識
と
い
う
こ
と
で
問
題
で
あ
る
の
は
、
一
つ
の
点
と
し
て
の
自
己
を
知
覚
し
つ
つ
嗅
ぎ
出
し
た
り
観
察
し

た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
世
界
内
存
在
の
完
全
な
開
示
性
を
、
そ
の
本
質
上
の
諸
機
構
契
機
を
貫
き
と
お
し
て

0

0

0

0

0

0( durch seine 

w
esenhaften Verfassungsm

om
ente hindurch)
、
了
解
し
つ
つ
把
握
す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る

た
め
な
の
で
あ
る
。
実
存
し
つ
つ
あ
る
存
在
者
が｢
お
の
れ｣

を
看
取
す
る
の
は
、
現
存
在
が
、
お
の
れ
の
実
存
の
構
成
的

契
機
と
し
て
の
世
界
の
も
と
で
の
お
の
れ
の
存
在
と
他
者
た
ち
と
共
な
る
共
存
在
と
に
お
い
て
等
根
源
的
に
お
の
れ
に
透
視

的
と
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。（SZ

, 146
）

透
視
性
は
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
界
に
対
す
る
透
視
性
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
と
、
自
己
に
対
す
る

透
視
性
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
「
透
視
性
」
を
「
自
己
認
識
」
の
一
種
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
不
動
に
し
て
確
実
な
固
定
的
な
自
我
の
起
点
で
は
な
い
。
自
己
認
識
と
し
て
の
透
視
性
を
獲
得
す
る
こ
と
の
眼
目
は
、
一
方

で
世
界
に
対
し
て
、
他
方
で
自
己
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
双
方
に
対
し
て
透
徹
し
た
眼
差
し
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
右
の
引
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用
に
続
く
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
逆
方
向
か
ら
記
述
し
て
い
る
。

逆
に
、
現
存
在
の
非
透
視
性
は
、
ひ
と
え
に
、
ま
た
第
一
次
的
に
「
自
己
中
心
的
」
な
自
己
錯
覚
の
う
ち
に
そ
の
根
を
も
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
、
世
界
を
識
別
し
え
な
い
こ
と
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（SZ

, 147

）

こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
透
視
性
と
は
、
単
な
る
点
的
な
コ
ギ
ト
と
し
て
の
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
世

界
と
自
己
と
」
の
双
方
を
貫
く
（durch

）、
透
徹
し
た
（durchsichtig

）
認
識
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
現
存
在
の
自
己
認
識
は
、

世
界
と
自
己
の
双
方
に
ま
た
が
っ
た
形
で
の
み
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
門
脇
俊
介
は
次
の
よ
う
な
説
明
を

加
え
て
い
る
。

我
々
の
自
己
知
は
、
個
別
性
と
共
有
さ
れ
た
社
会
性
の
両
者
に
ま
た
が
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
都
度
行

為
を
成
立
さ
せ
る
現
存
在
の
可
能
性
は
、
私
が
他
者
と
共
有
す
る
役
割
や
存
在
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
ふ
る
ま
い
方
に
つ
い

て
の
技
能
的
な
自
己
知
も
、
環
境
や
他
者
に
つ
い
て
の
見
当
の
つ
け
方
と
い
っ
た
も
の
と
同
時
に
成
立
し
て
い
る
。
私
の
行

為
に
関
す
る
独
自
の
解
釈
と
思
え
た
も
の
が
、
私
の
属
し
て
い
る
共
同
体
に
よ
る
解
釈
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
実
現
し
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
起
こ
り
う
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
自
己
知
に

「
透
視
性
（D
urchsichtigkeit

）」
と
い
う
名
を
与
え
る
。

（
…
…
）

日
常
的
な
自
己
知
に
お
け
る
、
個
別
性
と
共
有
さ
れ
た
社
会
性
と
の
分
か
ち
が
た
さ
に
直
面
し
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存

在
の
純
粋
な
個
別
性
の
概
念
を
断
念
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
真
に
個
別
的
な
自
己
と
の
本
来
的
な
出
会
い
の
可
能
性
を
、
新
た

に
探
し
求
め
始
め
る
。（
門
脇 

二
〇
〇
二
、一
六
六
）
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「
透
視
性
」
と
い
う
語
で
言
い
表
さ
れ
る
「
主
旨
」
の
眼
差
し
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
い
か
な
る
眼
差
し
で
あ
る
の
か
が
こ
こ
で

問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
凡
庸
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
な
り
た
い
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
方
向
で
「
主
旨
」
の
意
味
す
る
こ
と
を
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
に
自
己
の

み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
私
の
属
し
て
い
る
共
同
体
が
私
に
課
し
て
く
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と

し
て
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
も
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、「
真
に
個
別
的
な
自
己
と
の
本
来
的
な
出
会

い
」
は
、
共
同
体
が
私
に
課
し
て
く
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
打
ち
破
ら
な
い
か
ぎ
り
達
成
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
さ
ら
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
己
の
行
為
に
関
す
る
自
己
認
識
が
、
共
同
体
に
よ
る
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
」
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
く

0

0

0

と
き
に
、
そ
こ
で
何
が
生
じ
て
い
る
か
で
あ
る
。「
透
視
性
」
に
お
け

る
眼
差
し
は
、
一
方
で
、
単
に
自
己
へ
の
透
明
性
を
確
保
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
自
己
と
世
界
と
双
方
を
見
通
し
、

透シ
ー
・
ス
ル
ー

視
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
他
方
で
、
透
視
性
に
お
け
る
眼
差
し
は
、「
真
に
個
別
的
な
自
己
と
の
本
来
的
な

出
会
い
」
を
達
成
す
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
突

ブ
レ
イ
ク
・
ス
ル
ー

破
を
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、「
透
視
性
」
は
、
果
た
し
て
透

明
な
自
己
の
像
、
自
己
の
ふ
る
ま
い
の
型
、
自
己
知
へ
の
到
達
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
向
こ

う
に
、
何
か
別
の
（
自
己
固
有
の
）「
タ
イ
プ
」
が
見
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
真
の
自
己
の
「
タ
イ
プ
」

は
あ
ら
か
じ
め
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
そ
も
そ
も
「
無
い
」
の
だ
ろ
う
か
。

「
貫
き
通
し
て
（durch...hindurch

）」
と
い
う
言
葉
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
あ
る

種
の
ア
ポ
リ
ア
が
、
つ
ま
り
出
口
な
し
の
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
出
口
な
し
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

突ブ
レ
イ
ク
・
ス
ル
ー

破
が
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
同
時
に
、「
出
口
な
し
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
突
破
さ
れ
る

べ
き
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
口
を
指
し
示
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
孕
む
。
つ
ま
り
、
透シ

ー
・
ス
ル
ー

視
す
る
こ
と
は

突ブ
レ
イ
ク
・
ス
ル
ー

破
を
要
請
す
る
の
だ
が
、
突
破
は
、
透
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
無
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
の
透
視
性
は
、
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「
突
破
」
と
「
透
視
」
の
あ
い
だ
で
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宙
づ
り
状
態
が
残
存
す
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り

「
貫
き
通
す
こ
と
」
が
完
結
し
き
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
と
い
う
命
法
の
言
い
表
す
生
成
の
強
度

が
場
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
謎
め
い
た
」（G

reisch 1994, 193

）
性
格
を
も
っ
た
こ
の
自
己
の
眼
差
し
の
う
ち
で
、
像
と
そ
の
現
出
の
媒
体
が
同
時
に
立
ち

現
わ
れ
る
よ
う
な
本
質
か
ら
し
て
ア
ポ
リ
ア
的
な
眺
望
が
出
現
す
る
。
透
明
な
の
か
、
不
透
明
な
の
か
、
半
透
明
な
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
は
派
生
的
な
問
い
で
あ
る

（
（（
（

。
透
視
性
は
、
む
し
ろ
ア
ポ
リ
ア
そ
の
も
の
の
相
貌

―
最
終
的
に
こ
れ
は
「
死
に
臨

む
存
在
」
が
証
し
だ
て
る
眺
望
で
も
あ
る

―
を
垣
間
見
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
存
在
の
「
主
旨
」
を
眼
差

す
こ
と
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
ポ
リ
ア
を
眼
差
し
つ
つ
、
ア
ポ
リ
ア
を
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
見
通
す
一
歩
手
前
に
立
ち
止
ま

る
力
を
保
持
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

５　

お
わ
り
に
（
自
己
の
〈
習
得
〉）

「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
と
い
う
詩
人
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
言
葉
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
本
稿
を
締
め
括
り
た
い
。
ピ
ン
ダ
ロ

ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
命
令
文
は
「
詩
人
か
ら
の
教
え
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
本
来
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
引
き
戻
す

な
ら
ば
、
こ
れ
は
詩
人
が
シ
ラ
ク
サ
の
僭
主
ヒ
エ
ロ
ン
に
対
し
て
贈
っ
た
歌
、
し
か
も
詩
人
が
君
主
に
送
っ
た
別
れ
の
歌
の
な

か
の
言
葉
で
あ
る
。

さ
よ
う
な
ら
！

こ
の
歌
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
商
品
の
よ
う
に

白
く
泡
立
つ
海
上
を
送
ら
れ
て
ゆ
く
。
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あ
な
た
は
、
七
様
の
調
べ
を
奏
で
る
竪
琴
の
贈
り
物
を
出
迎
え
て

ア
イ
オ
リ
ス
の
弦
上
に
響
く
カ
ス
ト
ル
の
歌
に

進
ん
で
注
意
を
払
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

自
分
が
い
か
な
る
人
間
で
あ
る
か
を
学
ん
で
、
そ
の
と
お
り
に
な
り
た
ま
え
。

（『
ピ
ュ
テ
ィ
ア
第
二
祝
捷
歌
』
六
七
行
│
七
二
行
）

こ
の
箇
所
で
は
、
詩
人
か
ら
の
言
葉
の
「
送
付
」
と
い
う
性
格
に
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（「
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
商
品
の
よ
う
に

送
ら
れ
て
ゆ
く
）。
歌
の
形
を
借
り
て
送
り
届
け
ら
れ
る
勧
告
は
、「
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
商
品
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
比

喩
に
は
「
受
け
取
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
（on approval

）」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
者
も
い
る

（
（（
（

。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
当
該
箇
所
に
付
し
た
後
年
の
欄
外
注
で
、「
汝
自
身
に
な
る
」
こ
と
を
「
出
航
」
の
モ

チ
ー
フ
に
関
連
付
け
て
お
り
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
原
詩
に
引
き
寄
せ
て
こ
の
言
葉
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る

（
（（
（

。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
が
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
原
詩
に
お
い
て
は
「
学
び
な
が
ら
」
と
い

う
ア
オ
リ
ス
ト
分
詞
を
伴
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
近
代
の
引
用
者
た
ち
（
例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ

（
（（
（

）
が
、「
学
び
な
が
ら
」
を
し

ば
し
ば
省
略
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
あ
た
か

も
近
代
人
に
と
っ
て
は
、
古
代
人
が
必
要
と
し
た
存
在
と
生
成
を
媒
介
す
る
習
得
の
プ
ロ
セ
ス
が
不
必
要
で
あ
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
三
五
年
の
講
義
『
形
而
上
学
入
門
』
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
こ
の
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
す
。
そ
の

際
、
哲
学
者
は
こ
の
詩
句
の
な
か
の
「
学
び
な
が
ら
」
と
い
う
語
を
訳
出
し
て
い
る
。
phua

﹇
自
然
・
本
性
・
高
貴
な
素
質
﹈
と
は
、
ひ
と
が
根
源
的
・
本
来
的
に
す
で
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
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後
に
な
っ
て
強
い
ら
れ
た
作
り
物
の
性
格
や
振
る
舞
い
と
は
異
な
っ
た
、「
成
れ
る
も
の
（das G

e-W
esende

）」
で
あ
る
。
存

在
は
高
貴
な
も
の
、
貴
族
の
規
定
で
あ
る
。（
…
…
）
こ
の
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
次
の
言
葉
を
鋳
造
し
た
。

「
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
は
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
現
れ
出
て
ほ
し
い
」。

し
か
し
自
分
自
身
の
な
か
に
立
つ
こ
と
（Insichstehen

）
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、
現
わ
れ
と
し
て
立
つ
こ
と
（D

a-

stehen

）、
光
の
な
か
に
立
つ
こ
と
（Im

-Licht-Stehen

）、
に
他
な
ら
な
い
。（G

A 40, 108

）

こ
こ
で
は
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
詩
句
は
「
ピ
ュ
シ
ス
」
の
語
源
解
釈
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な

れ
」
の
「
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
は
、
生
得
的
な
も
の
・
本
来
的
な
も
の
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
、
ま
た
、「
な
れ
」
は
、
生

い
立
つ
も
の
と
し
て
の
「
ピ
ュ
シ
ス
」、
も
し
く
は
現
れ
出
る
こ
と
と
し
て
の
「
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
」
の
意
味
へ
と
還
元
さ
れ
て

い
る
。「
自
分
自
身
の
な
か
に
立
つ
こ
と
（Insichstehen

）」
と
「
現
に
そ
こ
に
立
つ
こ
と
（D

a-stehen

）」、
そ
し
て
「
光
の
な

か
に
立
つ
こ
と
（Im

-Licht-Stehen

）」
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
了
解
（Ver-stehen

）」
を
書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
で
は
自
己
と
世
界
に
お
け
る
様
々
な
構
成
契
機
を
貫
き
通
す
「
透
視
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
一
九
三
五
年
の
講
義
で
は
、
ピ
ュ
シ
ス
の
立
ち
現
わ
れ
へ
と
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い

て
、「
了
解
」
は
「
内
存
在
」
を
構
成
す
る
三
分
肢
、
す
な
わ
ち
気
分
・
了
解
・
語
り
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
分

肢
構
造
そ
の
も
の
を
束
ね
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
だ
が
三
〇
年
代
に
は
、
現
存
在
の
分
肢
構
造
は
消
失
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
「
了
解
」
と
い
う
語
で
思
考
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
象
は
、
も
は
や
考
察
の
枠
組
み
に
お
さ
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。「
了

解
」
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア
的
な
視
界
の
開
示
、
す
な
わ
ち
自
己
と
世
界
の
双
方
へ
と
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
の
二
重
性
が
解
消
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
「
了
解
」
そ
の
も
の
の
場
所
が
希
薄
化
し
、
純
粋
に
生
起
す
る
現
れ
の
う
ち
に
溶
解
す
る

（
（（
（

。
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三
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
了
解
」
の
場
所
を
空
白
に
し
な
が
ら
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
詩
句
に
お
け
る
「
学
び
な
が
ら
」
と

い
う
語
を
訳
出
し
て
い
る
。「
汝
自
身
」
は
、「
後
に
な
っ
て
強
い
ら
れ
た
作
り
物
」
の
重
力
か
ら
解
放
さ
れ
、
ピ
ュ
シ
ス
（
生

い
立
ち
）
の
う
ち
に
輝
き
出
る
（
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
）
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
一
見
「
習
得
」
の
契
機
が
欠
落
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
自
然
／
人
為
の
対
立
に
回
収
さ
れ
な
い
、
別
種
の
「
習
得
」
の
契
機
が
獲
得
さ
れ
て
い
る

と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
二
度
に
わ
た
っ
て
引
用
す
る
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
の
解
釈
の
差
異
は
改
め
て

検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ア
的
な
視
界
の
開
示
そ
の
も
の
の
意
味
が
再
度
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
二
度
に
わ
た
る
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
」
の
引
用
は
、
自
己
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア
的
な

視
界
の
習
得
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
性
格
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ポ
リ
ア
的
視
界
の
開
示
と
そ
の

解
消
。
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
の
移
行
の
場
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、「
共
に
あ
る
こ
と
」
の
意
味
を
「
学
ぶ
」
こ
と
が
可
能
に

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
） 　
こ
の
作
業
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
の
資
料
が
出
揃
っ
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
初
期
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
（G

A 18

﹇
一
九
二
四
年
夏
学
期
講
義
、
二
〇
〇
二
年
刊
行
﹈
お
よ
びG

A 62

﹇
一
九
二
二
年
夏
学
期
講
義
、
二
〇
〇
五
年
刊
行
﹈）
の
出
版
は
特
筆
に
値
す
る
。
二
〇
一

〇
年
に
は
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
断
片
読
解
を
め
ぐ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
記
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（G

A 78

）。
本
稿
は
こ
う
し
た
資
料
を
直
接
参
照
し
な

い
が
、『
存
在
と
時
間
』
の
読
解
を
通
じ
て
間
接
的
に
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
の
重
層
性
を
抉
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

（
2
） 　
本
稿
で
は
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
原
佑
・
渡
邊
二
郎
訳
の
『
存
在
と
時
間
』（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
）
を
参
照
し
つ
つ
適
宜
変
更

を
加
え
て
い
る
。das W

orum
w

illen

に
関
し
て
は
目
的
論
的
な
理
解
を
避
け
る
た
め
に
「
主
旨
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
す
る
。

（
3
） 　
引
用
内
で
は
「
無
条
件
的
な
目
的
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、telos haplôs

は
「
自
身
以
外
に
テ
ロ
ス
を
持
つ
の
で
な
い
」、
つ
ま
り
「
端
的
に
自
身
に
テ

ロ
ス
を
も
つ
」
と
い
う
含
意
を
も
つ
。
ま
た
、kai tions

は
、
次
に
引
用
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
、「
誰
か
の
た
め
」
と
い
う
解
釈
も
あ
る
（『
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
等
）。



136

（
4
） 　
Ｊ
・
タ
ミ
ニ
ョ
ー
はpros ti

を
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
、 hou heneka

を
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
に
対
応
さ
せ
て
両
者
を
解
釈
し
て
い
る
が
こ
れ
は
図
式
的
に
過
ぎ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。Tam

iniaux 1990, 165. 

（
5
） 　「
主
旨
」
は
、
ま
た
、
同
じ
箇
所
で
、「
第
一
義
的
な
《
…
…
の
た
め
》（D

as prim
äre »W

ozu«

）」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（SZ

, 84

）。

（
6
） 　
こ
の
参
照
関
係
が
成
り
立
つ
場
を
「
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
（「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
理
由
の
空
間
の
拡
張
」﹇
門

脇 
二
〇
〇
二
所
収
﹈
お
よ
び
﹇
門
脇
二
〇
〇
八
﹈
を
参
照
）、
そ
の
た
め
に
は
「
ロ
ー
カ
ル
性
」
お
よ
び
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
概
念
の
再
検
証
が
必
要
と
な
る
。

（
7
） 　N

ietzsche 1975, 235. An Erw
in Rohde, 3 N

ovem
ber 1867.

（
8
） 　「
決
意
性
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
と
し
て
、
現
存
在
を
そ
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
た
り
、
宙
に
浮
い
た
自
我
へ
と
孤
立
さ
せ
た
り
し
な
い
」（SZ

, 298

）。

こ
う
し
た
「
世
界
」
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
様
態
を
、
Ｊ
‐
Ｌ
・
ナ
ン
シ
ー
は
「
じ
か
に
接
し
て
（à m

êm
e

）」
と
言
い
表
し
て
い
る
（N

ancy 1990, 

138–139

）。

（
9
） 　「
私
の
行
為
の
全
体
が
私
の
方
向
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
に
よ
っ
て
不
確
定
な
仕
方
で
非
表
象
的
に
導
か
れ
て
い
る
」（
門
脇 

二
〇
〇
二
、
一
五
七
）。「
不
確

定
な
分
節
化
」（
門
脇 
二
〇
〇
二
、
一
六
一
）。

（
10
） 　durchsichtig

（
透
視
的
な
）
は
「
透
明
な
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語diaphanês

（dia-

﹇
貫
き
通
し
て
﹈
とphainesthai

﹇
現
れ
る
﹈
に
由
来
す
る
）
の
直

訳
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、diaphanês

は
「
透
明
な
」
を
意
味
す
る
と
と
も
に
「
半
透
明
」
を
も
意
味
す
る
。
英
語
で
はdiaphanous

は
〈
生
地
な
ど

が
〉
透
け
て
見
え
る
こ
と
、
霊
妙
で
あ
る
こ
と
、
ほ
の
か
な
、
か
す
か
な
、
お
ぼ
ろ
げ
な
、
漠
た
る
〈
可
能
性
・
望
み
な
ど
〉
を
言
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

diaphane

は
現
在
で
は
「
半
透
明
」
の
意
味
が
第
一
義
と
さ
れ
て
お
り
、
澄
み
切
っ
た
、
透
き
通
っ
た
と
い
う
意
味
は
古
用
と
さ
れ
る
。

（
11
） 　Bow

ra 1964, 135.

（
12
） 　「
だ
が
汝
と
は
誰
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
汝
が
、
束
縛
を
解
き
放
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

自
身
を
出
航
せ
し
め
た
ゆ
え
ん
の
そ
の
自
分

―
つ
ま
り
汝

が
成
ろ
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

ゆ
え
ん
の
そ
の
自
分
の
こ
と
で
あ
る
。」「
束
縛
を
解
き
放
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

出
航
せ
し
め
る
」
の
原
語
はlosw

erfen

で
あ
り
、
こ
の
語
は
他
動
詞

で
は
「
も
や
い
綱
な
ど
を
解
く
」、
自
動
詞
で
は
「
船
が
岸
を
離
れ
る
」、「
出
航
す
る
」、
の
意
で
あ
る
。

（
13
） 　N

ietzsche ibid. 

こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
「
学
び
な
が
ら
」（m

athôn
）
と
い
う
語
を
省
略
し
「
汝
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
れ
（genoi’ hoios essi

）」
と
引
用
し

て
い
る
。

（
14
） 　
Ｊ
・
サ
リ
ス
は
こ
れ
を
「
理
解
の
サ
ク
リ
フ
ァ
イ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
（Sallis 1990, 139–167

）。
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