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ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容

-
　
イ
エ
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
発
展
1

山
　
内
　
庶
　
隆

は
じ
め
に

カ
ソ
ト
か
ら
出
発
し
'
フ
ィ
ヒ
テ
へ
　
シ
ェ
リ
ソ
グ
を
経
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
完
成
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
観
念
論
の
公
式
を
打

ち
立
て
た
の
は
'
他
な
ら
ぬ
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
式
は
'
二
十
世
紀
初
頭
の
ヘ
ー
ゲ
ル
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
復
活
し

(
-
)

さ
ら
に
強
固
に
打
ち
固
め
ら
れ
た
.
ヴ
ィ
ソ
デ
ル
バ
ソ
-
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
形
而
上
学
復
活
に
対
す
る
警
告
に
も
拘
わ
ら
ず
'
ヘ
ー
ゲ
ル

没
後
百
年
に
あ
た
っ
て
ド
イ
ツ
で
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
ル
ネ
サ
ン
ス
を
担
う
哲
学
史
家
へ
例
え
ば
R
・
ク
ロ
ー
ナ
L
 
H
・
グ
ロ
ッ
ク
ナ
1
、

(
2
)

1
・
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
達
に
よ
っ
て
'
没
後
百
年
を
記
念
す
る
講
演
が
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
ヘ
ー
ゲ

ル
自
身
が
構
成
し
'
ヘ
ー
ゲ
ル
史
家
達
が
補
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
式
化
さ
れ
た
ド
イ
ツ
観
念
論
史
観
に
対
し
て
'
問
も
な
-
し
て
異

議
申
し
立
て
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
.
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
の
哲
学
を
ド
イ
ツ
観
念
論
本
来
の
形
而
上
学
と
評
価

G
サ

し
t
 
W
・
シ
ュ
ル
ツ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
哲
学
に
お
い
て
ド
イ
ツ
観
念
論
は
完
成
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
リ
ソ
グ
復
興

c-o

に
少
し
遅
れ
な
が
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
も
復
活
し
て
-
る
。
そ
の
先
陣
を
切
っ
た
の
は
t
 
L
・
ジ
ー
プ
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ

テ
批
判
は
'
一
七
九
四
年
の
「
知
識
学
」
に
は
あ
て
は
ま
る
が
'
一
八
〇
四
年
の
「
知
識
学
」
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
論
証
す
る

G
>

こ
と
に
よ
っ
て
へ
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
t
 
R
・
ラ
ウ
ト
は
独
自
の
立
場
か
ら
一
連
の
著
作
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を
通
じ
て
へ
　
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
高
峰
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
り
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
か
ら
の
日
詰
で
あ
る

と
断
じ
た
。

以
上
の
よ
う
な
諸
解
釈
が
入
り
乱
れ
る
な
か
で
'
イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
も
遂
行
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
'
管
見
に
よ
れ
ば
'

ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
相
互
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
が
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
係
に
探
-
留
意
し

な
が
ら
'
イ
エ
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
発
展
を
跡
づ
け
て
い
こ
う
と
企
て
た
所
以
で
あ
る
。

H
・
グ
ロ
ッ
ク
ナ
I
は
ヘ
ー
ゲ
ル
没
後
百
年
に
あ
た
っ
て
'
彼
の
論
文
を
次
の
よ
う
な
ベ
ル
リ
ソ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

3
0

で
始
め
て
い
る
。
「
ひ
と
り
の
偉
大
な
男
が
'
自
分
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
人
間
ど
も
を
呪
縛
し
て
い
る
」
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
I
も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
を
記
し
た
と
き
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
と
自
分
の
哲
学
の
運
命
を
考
え
て
い
た
。
お
そ
ら
-
'

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
'
自
分
の
哲
学
が
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
。
そ
れ
は
同
時
に
'
自
分
の

哲
学
の
解
明
は
後
代
に
委
ね
る
し
か
な
い
と
い
う
思
い
を
伴
っ
て
い
た
。
没
後
1
五
〇
年
を
と
う
に
過
ぎ
て
'
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を

解
明
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
未
だ
に
へ
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
呪
縛
の
な
か
に
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

一
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判

〔
〓
　
シ
ェ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
眼
の
な
い
ポ
リ
ユ
べ
モ
ス

R
・
ク
ロ
ー
ナ
I
の
ド
イ
ツ
観
念
論
史
観
は
、
一
般
に
流
布
さ
れ
お
お
む
ね
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
観
点
か
ら
は
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
は
承
認
さ
れ
て
も
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
は
'
承
認
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
む
し
ろ
'
周
知
の
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
い
う
〓
匝
線
の
発
展
史
観
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
観
点
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
'
後
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
R
・
ラ
ウ
ト
を
中
心
に
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
ル
ネ
サ
ソ
ス
の
運
動
が
事
情
を

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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四
二

1
変
さ
せ
た
。
そ
の
運
動
の
中
で
'
初
め
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
も
テ
ー
マ
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
と

フ
ィ
ヒ
テ
の
関
係
を
論
じ
る
前
に
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
関
係
を
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
へ
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
叙
述
』
の
最
初
の
九
章
あ
た
り
ま
で
を
簡
単
に
追
跡
し
て
み
よ
う
。
『
叙
述
』
は
'
理
性
の
定

義
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
理
性
は
「
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
全
き
無
差
別
C
t
o
t
a
l
e
 
l
n
d
i
f
f
e
r
e
n
z
)
」
(
D
a
r
.
,
∽
1
)
と
定

義
さ
れ
'
そ
し
て
'
こ
の
無
差
別
と
し
て
の
理
性
の
立
場
が
哲
学
の
立
場
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
'
シ
ェ
リ
ン
グ
は
思
惟
が
こ
の

立
場
に
到
達
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
た
め
に
反
省
的
思
惟
の
「
抽
象
'
捨
象
」
(
a
b
s
t
。
a
h
i
e
r
e
n
)
を
要
求
す
る
。

そ
し
て
'
そ
の
結
果
'
理
性
は
主
観
的
で
も
客
観
的
な
も
の
で
も
な
い
「
ま
さ
し
-
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
無
差
別
点
の

う
ち
に
あ
る
真
の
自
体
(
A
n
s
i
c
h
)
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
反
省
の
抽
象
作
用
を
行
な
う
主
体
が
問
質
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
理
性
自
身
が
行
な
う
の
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
'
抽
象
は
理
性
の
外
で
行
な
わ
れ
る
と
考
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な

い
だ
ろ
う
。

次
に
'
シ
ェ
リ
ン
グ
は
無
差
別
的
理
性
か
ら
1
歩
進
ん
で
へ
理
性
を
絶
対
的
同
1
性
と
し
て
導
出
す
る
。
そ
れ
は
シ
ェ
リ
ソ
グ
自
身
も

語
っ
て
い
る
よ
う
に
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
第
一
章
を
モ
デ
ル
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
フ
ィ
ヒ
テ
が

A
-
A
の
分
析
を
通
し
て
'
こ
の
主
語
述
語
の
連
関
か
ら
「
完
全
に
独
立
し
た
」
自
我
を
導
出
し
た
よ
う
に
へ
　
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

の
絶
対
的
同
一
性
の
存
在
が
導
出
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
論
証
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
周
知
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は

A
-
A
は
「
自
我
の
な
か
に
自
我
に
よ
っ
て
」
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
へ
　
し
か
も
'
こ
の
自
我
は
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
言
う
よ
う
に
'
決
し

て
反
省
知
か
ら
「
完
全
に
独
立
し
た
」
存
在
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
(
V
g
1
.
,
D
a
r
.
,
∽
4
-
ァ
6
)
-

さ
ら
に
'
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
同
1
性
と
い
う
理
性
の
本
質
か
ら
、
絶
対
的
同
1
性
の
「
存
在
」
を
導
出
す
る
(
V
g
1
.
,
D
a
r
.
,
∽
8
.
的
9
)
0

そ
れ
は
神
の
存
在
論
的
証
明
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
本
質
(
概
念
)
は
す
で
に
存
在
を
含
ん
で
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い
る
」
と
い
う
証
明
さ
れ
え
な
い
も
の
が
「
こ
っ
そ
り
と
」
と
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
論
評
し
て
い
る
(
V
e
1
.
,
Z
u
r
.
,
ァ
9
)
。

我
々
は
こ
こ
で
'
以
上
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
理
性
観
に
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
総
括
的
批
判
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
へ

(
7
)

『
叙
述
の
た
め
に
』
と
同
じ
年
に
記
さ
れ
た
『
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
対
す
る
準
備
工
作
』
と
い
う
短
い
草
稿
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
に
よ
る

:ゥ:

と
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
性
の
真
相
を
「
予
め
実
体
的
に
想
定
さ
れ
た
も
の
」
「
溺
提
さ
れ
た
実
体
と
し
て
の
自
我
」
と
批
判

し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
シ
エ
リ
ソ
グ
の
絶
対
者
は
'
思
惟
者
で
あ
り
な
が
ら
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
客
観
化
さ
れ
た
実
体
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
実
体
と
し
て
の
自
我
」
を
「
限
の
な
い
ポ
リ
ユ
ペ
モ
ス
」

(
9
)

(
p
o
-
y
p
h
e
ヨ
O
h
n
e
 
A
u
g
e
)
と
呼
ん
で
い
る
。
「
眼
の
な
い
ポ
リ
ユ
ベ
モ
ス
」
と
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
出
て
-
る
一
つ
日
の
巨
人
を
も
じ

っ
て
い
る
の
だ
が
'
こ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
絶
対
者
に
は
、
思
惟
主
体
と
し
て
の
側
面
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
を
前
提
と
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
己
自
身
の
立
場
を
「
自
己
自
身
を
予
め
定
立
す
る
(
実
体
的
)
知
は
'

(
2
)

知
の
特
殊
的
な
も
の
が
立
て
ら
れ
る
と
き
に
初
め
て
生
じ
る
」
と
し
て
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
対
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て

は
'
自
己
を
定
立
す
る
自
我
の
根
源
的
働
き
と
い
え
ど
も
'
特
殊
的
知
に
お
い
て
初
め
て
発
現
す
る
の
で
あ
り
へ
自
我
の
根
源
的
働
き
も

経
験
と
と
も
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
特
殊
的
知
は
'
「
反
省
す
る
知
」
と
換
言
さ
れ
'
よ
っ
て
自
我
の
根
源
的
働
き
は
'
自
我

の
反
省
と
と
も
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
反
省
知
に
お
い
て
「
絶
対
知
」
が
現
れ
る
の
だ
と
続
け
て
い
る
。
つ

ま
り
'
反
省
知
な
し
に
は
「
絶
対
知
」
に
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
'
上
述
の
シ
ェ
リ
ン
グ
観
を
基
盤
に
し
て
'
『
叙
述
の
た
め
に
』
の
第
l
章
は
始
ま
る
の
だ
が
'
実
は
既
に
こ
の
章
に
お
い
て
シ

ェ
リ
ソ
グ
批
判
の
方
向
性
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
こ
で
へ
　
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
主
観
客
観
の
差
別
の
な

い
無
差
別
と
し
て
の
理
性
観
を
「
欠
点
」
(
F
e
h
l
e
r
)
と
論
断
し
つ
つ
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
は
無
差
別
で
あ
る
理
性
か
ら
い
か
に
し
て
差
別
が

ォ
)

導
来
さ
れ
る
の
か
が
欠
落
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
　
C
V
g
1
.
,
Z
u
r
.
,
∽
1
)
0

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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〔
二
〕
　
無
限
と
有
限
　
-
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我

以
上
で
'
1
八
〇
1
年
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
見
た
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
基
本
的
位
置
付
け
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
節
で
は
、
前
節

を
受
け
て
無
差
別
と
差
別
の
関
係
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
点
が
『
叙
述
』
の
第
十
章
で
は
無
限
と
有
限
の
関

係
に
収
蝕
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
こ
で
は
'
無
限
と
し
て
の
絶
対
的
同
1
性
に
矛
盾
す
る
と
い
う
理
由
で
'
絶

対
的
同
1
性
で
あ
る
理
性
か
ら
'
限
定
さ
れ
た
有
限
存
在
と
い
う
性
格
ば
か
り
で
な
-
'
自
ら
を
限
定
す
る
働
き
そ
の
も
の
を
も
剥
奪
し

て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
絶
対
者
は
も
ち
ろ
ん
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
む
し
ろ
作
用
さ
れ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な

(
2
)

-
て
は
な
ら
な
い
」
(
Z
u
r
.
,
ァ
1
0
)
と
真
っ
向
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
に
異
議
申
し
立
て
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
'
無
限
性
を
絶
対
性

(
A
b
s
o
-
u
t
h
e
i
t
)
と
言
い
換
え
へ
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
の
本
性
を
以
下
の
点
に
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
絶
対
性
は
そ
れ
自
身
自
ら
の

存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
作
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
1
挙
に
し
て
　
(
i
n
 
e
i
n
e
m
 
S
c
h
l
a
g
e
)
そ

う
で
あ
る
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
で
フ
ィ
ヒ
テ
が
提
出
し
て
い
る
の
は
T
a
t
h
a
n
d
l
u
n
g
と
し
て
の
自
我
に
他
な

ら
な
い
。

従
っ
て
こ
こ
で
'
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
第
二
早
で
明
ら
か
に
な
る
自
我
の
存
在
構
造
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
フ

ィ
ヒ
テ
は
第
1
原
則
の
導
出
の
過
程
で
'
「
自
我
は
あ
る
」
は
そ
れ
よ
り
高
次
の
い
か
な
る
根
拠
付
け
も
不
必
要
か
つ
不
可
能
な
絶
対
的

根
拠
で
あ
る
こ
と
を
振
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
我
が
自
己
を
基
礎
付
け
る
働
き
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
純
粋
能
動
性
」
と
名

付
け
'
そ
の
「
純
粋
」
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
′
T
a
t
と
H
a
n
d
-
u
n
g
が
ひ
と
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
は
「
働

-
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
働
き
の
産
物
」
(
G
d
W
.
,
9
6
)
　
で
あ
る
能
動
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
的
根
拠
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
 
′
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
よ
う
な
自
我
の
働
き
を
1
方
で
「
自
我
は
自
己
を
定
立
し
た
が
故
に
自
我
は
あ
る
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
定
式
化
し
'

他
方
で
「
自
我
は
あ
る
が
故
に
こ
そ
'
自
我
は
自
己
自
身
を
定
立
す
る
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
定
式
化
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
定
立
す
る
」
こ
と
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が
同
時
に
「
存
在
す
る
」
こ
と
で
あ
り
'
逆
に
　
「
存
在
す
る
」
こ
と
が
同
時
に
「
定
立
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
っ
て
'
定
立
す
る

働
き
が
そ
の
存
在
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
存
在
構
造
こ
そ
へ
ま
さ
し
く
自
我
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
の
引
用
文
の
「
1

挙
に
し
て
」
は
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
'

無
限
と
有
限
'
作
用
す
る
も
の
と
作
用
さ
れ
る
も
の
と
H
'
矛
盾
す
る
も
の
で
も
ま
な
く
'
同
1
の
自
我
の
二
つ
の
側
面
'
い
わ
ば
表
と
裏

ヽ

に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
叙
述
の
た
め
に
』
の
先
の
引
用
文
の
少
し
後
で
'
は
っ
き
り
と
断
言
し
て
い

る
。

「
絶
対
的
同
一
性
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
絶
対
的
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
は
'
す
な
わ
ち
無
限
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
有

限
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
、
い
か
な
る
矛
盾
も
な
い
。
絶
対
性
と
は
ま
さ
し
-
純
粋
な
自
己
限
定
な
の
だ
O
」
(
Z
u
r
.
,
的
1
0
)

(
2
)

恐
ら
-
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
矛
盾
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
う
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
を
「
絶
対
的
主
観
(
d
a
s
 
a
b
s
o
l
u
t
e
S
u
b
j
e
k
t
)
」
と
表
現
し
'
さ
ら
に
'
「
自
我
は
自
我
に
対
し
て
(
f
f
f
l
r
)

端
的
に
か
つ
必
然
的
に
あ
る
。
自
我
自
身
に
対
し
て
あ
る
の
で
な
い
も
の
は
自
我
で
は
な
い
」
(
G
d
W
.
,
9
7
)
と
続
け
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
が
「
自
我
に
対
し
て
」
で
表
現
し
て
い
る
の
は
、
自
我
の
自
己
意
識
的
(
自
覚
的
)
存
在
構
造
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
自
我

は
S
e
i
n
と
S
e
t
z
e
n
と
F
u
r
の
三
位
1
体
的
構
造
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
.
つ
ま
り
'
自
我
は
存
在
と
定
立
が
自
己
意
識
に

よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
'
思
惟
主
体
で
は
な
い
「
眼
の
な
い
ポ
-
ユ

ペ
モ
ス
」
と
は
'
自
己
意
識
的
構
造
を
欠
-
が
故
に
差
別
化
の
原
理
を
も
た
な
い
絶
対
者
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

〔
三
〕
　
有
限
者
の
行
方

以
上
の
論
述
か
ら
'
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は
差
別
化
の
原
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
'
『
叙
述
』
の
四
十

章
前
後
か
ら
ポ
テ
ソ
ツ
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
生
成
」
に
原
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を

証
明
す
る
か
の
よ
う
に
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
「
理
性
の
立
場
に
立
つ
と
'
い
か
な
る
有
限
性
も
存
在
し
な
い
」
(
D
a
r
.
,
ァ
1
4
)
と
断
言
し
て
い

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
対
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
論
難
す
る
。

「
も
し
シ
ェ
リ
ン
グ
が
有
限
性
の
限
定
を
導
出
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
有
限
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
エ
レ
ア
派
の
結
果
に

と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
z
u
r
.
,
肋
3
5
,
3
6
)

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
へ
　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
同
一
哲
学
に
内
在
す
る
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

有
限
性
は
絶
対
的
同
7
性
の
W
e
s
e
n
で
は
な
く
へ
　
そ
の
存
在
の
F
o
r
m
t
　
あ
る
い
は
様
式
に
の
み
所
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
(
V
g
1
.
,

D
a
r
.
,
∽
1
5
)
'
従
っ
て
存
在
の
F
o
r
m
で
あ
る
主
観
と
客
観
の
間
に
は
'
自
体
的
に
は
い
か
な
る
対
立
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
C
V
g
i
,

D
a
r
.
,
切
2
2
,
Z
u
s
a
t
z
)
t
　
と
。

と
す
る
な
ら
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
お
い
て
は
同
1
性
の
認
識
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
o
絶
対
的
同
1
性
で
あ
る
理
性

が
'
そ
の
ま
ま
に
自
己
を
同
1
性
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
な
魔
術
で
も
な
い
限
り
'
同
1
性
の
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
ア
ポ
リ
ア
を
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
ま
た
し
て
も
先
の
W
e
s
e
n
と
存
在
の
F
o
r
m
と
の
区
別
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
o
す
な

わ
ち
へ
有
限
者
(
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
「
存
在
す
る
全
て
の
も
の
」
と
表
現
す
る
が
)
は
「
W
e
s
e
n
か
ら
見
れ
ば
'
絶
対
的
同
1
性
そ
の
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
存
在
の
F
o
r
m
か
ら
見
れ
ば
'
絶
対
的
同
1
性
の
認
識
で
あ
る
」
(
D
a
r
.
,
ァ
1
8
)
と
。
こ
こ
で
は
少
な
-
と
も
'
同
1

性
が
F
o
r
m
の
実
在
根
拠
と
な
り
t
 
F
o
r
m
が
同
1
性
の
認
識
根
拠
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
'
自
体
的
に
は

い
か
な
る
対
立
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
は
た
し
て
こ
う
し
た
区
別
そ
の
も
の
は
実
在
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
へ

・
u
/
リ
ン
グ
は
同
左
の
認
識
を
「
同
左
は
同
産
の
自
己
自
身
と
の
同
産
の
認
識
」
(
D
a
r
.
,
ァ
1
9
)
と
語
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
へ
シ
ェ
-
ソ
グ
の
同
1
性
は
「
同
1
性
T
A
J
非
同
l
性
の
同
1
性
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
同
1
性
の
同
1
性
」
に

(
2
)

他
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
勿
論
へ
　
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
量
的
区
別
(
A
=
B
)
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
と
生
成
の
原
理
を
導

入
し
よ
う
と
試
み
は
す
る
.
し
か
し
、
そ
れ
も
「
A
も
B
も
自
体
的
に
定
立
さ
れ
う
る
の
で
は
な
-
'
た
だ
同
1
的
な
も
の
の
み
が
'
優

越
的
主
観
性
と
客
観
性
そ
し
て
両
者
の
量
的
無
差
別
と
と
も
に
同
時
に
定
立
さ
れ
う
る
」
(
D
a
r
.
,
∽
4
5
)
　
の
で
あ
れ
ば
'
所
詮
事
情
に
変
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化
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
と
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
'
シ
ェ
リ
ソ
ク
に
お
い
て
は
「
区
別
根
出
の
導
出
」
が
'

言
い
換
え
れ
ば
「
有
限
性
の
原
理
」
が
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
　
(
V
g
1
.
,
Z
u
r
.
,
ァ
4
6
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
'
有
限
者
を
無
限

者
の
現
象
と
考
え
る
こ
と
を
「
根
本
的
誤
り
」
と
批
判
し
'
有
限
者
は
「
絶
対
的
同
1
性
の
現
象
で
す
ら
な
-
'
む
し
ろ
絶
対
的
同
1
性

そ
の
も
の
」
(
V
g
1
.
,
D
a
r
.
,
ァ
1
4
)
と
ま
で
断
言
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
し
て
'
上
述
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
批
判
は
'
認
識
論
的
必
然
性
を

も
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

〔
四
〕
　
シ
ェ
リ
ソ
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

し
か
し
な
が
ら
'
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
'
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
の
観
点
は
'
紛
れ
も
な

く
1
八
〇
1
年
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
観
点
を
目
覚
し
へ
自
己
の
哲
学
体
系
形

成
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
'
我
々
は
『
精
神
現
象
学
』
序
論
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
「
実
体
=
主
体
」
論
の
表
明
の
直
後
に
'
「
F
o
r
m
は
W
e
s
e
n
に
等
し
い
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
言
説
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
へ
以

下
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
絶
対
者
か
ら
区
別
を
取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
絶
対

者
の
W
e
s
e
n
か
ら
「
対
日
的
で
あ
る
こ
と
」
を
捨
象
L
t
同
時
に
F
o
r
m
の
「
自
己
運
動
」
を
捨
象
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続

い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
絶
対
者
の
う
ち
に
対
自
性
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
W
e
s
e
n
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
よ
う
に
t

F
o
r
m
も
や
は
り
W
e
s
e
n
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
」
(
P
d
G
.
,
2
1
)
と
い
う
地
平
に
到
達
す
る
こ
と
こ
そ
'
「
実
体
=
主
体
」
論
の
要
で

あ
り
'
か
か
る
構
造
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
は
初
め
て
「
現
実
的
な
も
の
」
に
な
る
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
の
中
に
、
我
々

は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
1
八
〇
7
年
の
シ
ェ
リ
ソ
ク
を
対
日
化
し
'
批
判
的
に
克
服
し
て
き
た
痕
跡
を
十
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
O

そ
し
て
'
そ
の
克
服
の
プ
ロ
セ
ス
は
'
ま
さ
に
1
八
〇
1
年
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
行
な
っ
た
「
眼
の
な
い
ポ
リ
エ
ペ
モ
ス
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ソ

グ
批
判
を
基
軸
に
し
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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〓
　
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
フ
ィ
ヒ
チ

シ
ェ
リ
ソ
グ
に
対
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
絶
対
者
に
お
け
る
区
別
を
相
互
に
影
響
し
あ
う
こ
と
な
く
「
独
立
に
」
'
し
か

も
「
決
定
的
に
」
発
言
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差
異
論
文
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
区
別
を
す
で
に
絶
対
者
と
そ
の
現
象
と
の
区
別
と

し
て
導
入
し
て
い
る
。
し
か
し
へ
そ
の
区
別
に
お
い
て
現
象
が
、
『
精
神
現
象
学
』
の
よ
う
に
'
実
在
的
本
質
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
我
々
に
は
こ
の
疑
問
を
問
う
前
に
へ
片
づ
け
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
理
解
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
深
ま
り
の
度
合
と
は
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
て
い
る
の
だ
が
へ
そ

の
点
に
お
い
て
『
差
異
論
文
』
の
7
.
ィ
ヒ
テ
理
解
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
-
な
想
定
の
も

ヽ

と
で
'
こ
れ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

〔
〓
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
は
『
差
異
論
文
』
の
随
所
で
散
見
で
き
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
要
約
し
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
体
系
は
'
「
思
弁
」
と
「
反
省
」
と
い
う
評
価
の
異
な
る
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
前
者
は
'
フ

ィ
ヒ
テ
が
'
自
我
-
自
我
と
い
う
絶
対
的
同
1
性
を
表
現
し
て
い
る
第
1
原
則
「
自
我
の
絶
対
的
自
己
定
立
」
を
哲
学
の
原
理
と
し
て
置

い
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
体
系
に
お
い
て
は
反
省
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
'
こ
の
原
理
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
点
に
'

ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
集
中
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
t
.
思
弁
の
原
理
で
あ
る
第
1
原
則
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
な
-
'
直
ち
に
第
二
原
則
で
あ

る
「
非
我
の
絶
対
的
反
立
」
が
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
不
徹
底
を
見
る
の
で
あ
る
。
R
・
ク
ロ
ー
ナ
I
は
'

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
観
点
を
引
継
ぎ
'
「
(
フ
ィ
ヒ
テ
の
)
体
系
は
'
絶
対
性
を
定
立
す
る
点
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
点
と
い
う
二
つ
の
出
発

(
」
)

点
」
を
有
し
て
お
り
'
こ
の
点
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
お
け
る
思
弁
の
不
徹
底
が
現
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
不
徹
底
に
こ
そ
'
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フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
体
系
が
悟
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
所
以
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
-
。
と
も
あ
れ
'
こ
の
指
摘
は
'
現
在
で
も
多
-
の

解
釈
者
に
受
け
継
が
れ
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
核
心
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
'
以
上
の
よ
う
に
絶
対
的
に
対
立
す
る
「
能
動
性
」
が
前
提
と
さ
れ
る
以
上
へ
第
三
原
則
に
よ
る
「
総
合
」
(
S
y
n
t
h
e
s
e
)
が
不
完

全
で
あ
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
ろ
-
。
ま
た
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
'
絶
対
的
原
則
が
多
数
あ
る
と
い
　
l
ぅ
こ
と
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
が

相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
L
t
そ
れ
以
上
に
そ
も
そ
も
絶
対
的
原
理
を
命
題
形
式
で
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
'
「
悟

性
の
法
則
」
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
が
第
1
原
則
に
第
二
原
則
を
対
置
し
て
い
る
点
に
集
約
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ

テ
批
判
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
か
ぎ
り
'
的
外
れ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
テ
キ
ス
ト

を
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔
二
〕
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
三
原
則
あ
る
い
は
フ
ィ
ヒ
テ
弁
証
法
の
基
本
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
第
三
章
で
第
三
原
則
を
導
出
し
た
後
で
'
全
体
を
通
覧
す
る
形
で
三
原
則
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

(
2
)

そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
三
原
則
に
対
応
す
る
形
で
'
正
立
'
反
立
'
総
合
の
≡
判
断
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
'
「
反

立
」
(
A
n
t
i
t
h
e
s
e
)
と
「
総
合
」
(
S
y
n
t
h
e
s
e
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
反
立
は
'
「
互
い
に
同
等
と
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
'
こ
れ
ら
が
反

立
的
で
あ
る
徴
表
(
M
e
r
k
m
a
l
)
を
求
め
る
活
動
」
(
G
d
W
.
,
1
1
2
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
反
立
は
「
同

等
と
さ
れ
た
も
の
」
'
つ
ま
り
な
ん
ら
か
の
総
合
を
前
提
に
し
て
行
な
わ
れ
る
働
き
で
あ
る
。
従
っ
て
へ
純
粋
な
分
析
的
判
断
は
決
し
て

存
在
し
え
な
い
か
ら
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
従
来
は
分
析
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
を
'
反
立
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
総
合

と
は
「
反
立
者
の
う
ち
に
'
そ
れ
ら
が
そ
の
点
に
お
い
て
は
同
等
で
あ
る
よ
う
な
徴
表
を
求
め
る
活
動
」
(
G
d
W
.
,
1
1
3
)
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
'
「
反
立
は
総
合
な
し
に
は
可
能
で
な
-
'
総
合
は
反
立
な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
」
(
G
d
W
.
,
1
1
5
)

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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五
〇

の
で
あ
っ
て
'
反
立
と
総
合
の
両
者
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
「
反
省
」
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
'
反
立
の
働
き
は
第
二
原
則
が
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
'
こ
の
反
立
と
総
合
が
依
拠
す
る
論
理
的
規
則
は

第
三
原
則
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
'
第
二
原
則
は
第
三
原
則
に
包
摂
さ
れ
る
原
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
'

ど
う
い
う
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
'
第
三
原
則
の
導
出
過
程
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
導
出
過
程
で
「
A
と
非
A
t
存
在
と
非
存
在
へ
実
在
性
と
否
定
性
が
'
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
し
に
t

T
つ
に
(
意
識
の
同
7
性
の
な
か
で
)
考
え
ら
れ
う
る
か
」
(
G
d
W
.
,
1
0
8
)
と
問
い
'
そ
の
解
答
と
し
て
「
ふ
た
つ
の
反
対
者
相
互
の
制

限
作
用
(
E
i
n
s
c
h
r
a
n
k
e
n
)
」
で
あ
る
根
源
的
働
き
Y
を
導
-
。
こ
の
根
源
的
働
き
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
の
が
「
可
分
性
」
(
T
e
i
l
b
a
r
k
e
i
t
)

で
あ
る
。
こ
の
結
果
へ
　
こ
の
働
き
を
通
じ
て
「
自
我
も
非
我
も
可
分
的
に
定
立
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
第
二
原
則
で
あ
る
「
非

我
の
反
立
」
は
'
可
分
的
非
我
の
可
分
的
自
我
に
対
す
る
反
立
と
し
て
'
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
実
在
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
t
 
Y
の
働
き
は
反
立
の
働
き
に
後
行
す
る
の
で
も
へ
先
行
す
る
の
で
も
な
く
む
し
ろ
'
反
立
活
動
の
な
か
に
'
そ
し
て

こ
れ
と
共
に
生
ず
る
の
だ
と
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
語
っ
て
い
る
(
V
g
1
.
,
G
d
W
.
,
1
0
9
)
-
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
言
え
ば
'
絶
対
我
の
自
己

定
立
は
'
非
我
の
反
立
と
と
も
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
直
ち
に
「
反
立
を
受
け
る
自
我
と
反
立
さ
れ
る
非
我
と
が
可
分
的
に

定
立
さ
れ
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
表
す
の
が
第
三
原
則
へ
す
な
わ
ち
「
自
我
は
自
我
に
お
い
て
可
分
的
自

我
に
可
分
的
非
我
を
反
立
す
る
」
(
G
d
W
.
,
1
1
0
)
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
第
三
原
則
は
'
自
我
の
自
己
定
立
で
あ
る
第
1
原
則
の
具
体

相
を
語
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
勝
義
の
第
三
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
が
第
二
原
則
を
包
摂
し
て
い
る
の
は
当
然
と

言
え
よ
う
。

以
上
か
ら
'
第
二
原
則
の
非
我
は
'
可
分
的
非
我
と
し
て
可
分
的
自
我
と
と
も
に
絶
対
我
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
る
底
の
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
よ
う
な
'
制
限
さ
れ
る
自
我
に
反
立
さ
れ
る
非
我
を
'
カ
ソ
ト
の
概
念
を
借
用
し
て
「
負
量
」
(
n
e
-

g
a
t
i
v
e
 
G
r
o
S
e
)
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
非
我
は
絶
対
我
の
う
ち
で
負
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
'
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も
し
絶
対
我
に
非
我
を
対
立
さ
せ
る
と
し
た
ら
'
非
我
は
無
で
あ
る
と
考
え
る
　
(
V
g
1
.
,
G
d
W
.
,
1
1
0
)
-
そ
の
理
由
は
'
も
し
絶
対
我
に
非

我
を
対
立
さ
せ
る
と
し
た
ら
(
こ
れ
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
根
底
に
お
く
も
の
で
あ
る
が
)
へ
絶
対
我
の
外
に
演
緯
不
能
な

絶
対
的
な
も
の
を
想
定
す
る
独
断
論
へ
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
断
固
と
し
て
'
超

越
論
哲
学
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
'
第
一
原
則
に
第
二
原
則
を
対
置
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
手

法
が
誤
読
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

で
は
'
議
論
の
出
発
点
に
帰
ろ
う
。
反
立
と
総
合
は
対
立
し
っ
つ
も
お
互
い
を
予
想
し
て
初
め
て
成
立
す
る
働
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
'

フ
ィ
ヒ
テ
が
第
三
原
則
で
語
る
総
合
は
'
こ
の
言
わ
ば
狭
義
の
総
合
に
と
ど
ま
ら
ず
'
第
1
原
則
の
真
相
と
し
て
の
'
あ
る
い
は
勝
義
の
'

根
源
的
総
合
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
三
原
則
を
振
り
返
り
'
そ
れ
に
つ
い
て
「
対
立
す
る
自
我
と
非
我
と

の
問
に
'
両
者
の
可
分
性
を
定
立
す
る
こ
と
を
介
し
て
の
総
合
」
(
G
d
W
.
,
1
1
4
.
)
と
語
っ
て
い
る
が
'
こ
の
総
合
は
反
立
に
対
す
る
総
合

で
あ
る
と
同
時
に
'
反
立
と
総
合
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
働
き
を
可
能
に
す
る
総
合
と
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
タ
ー
ム
を
使
え
ば
'
「
最

高
の
総
合
」
を
根
底
に
控
え
て
い
る
総
合
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
へ
　
こ
の
最
高
の
総
合
が
あ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
'
反
立
と
総
合
が
相
克
し
な
が
ら
進
行
す
る
と
こ
ろ
に
体
系
の
展
開
の
相
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は

「
総
合
な
し
に
は
反
立
が
'
あ
る
い
は
反
立
な
し
に
は
総
合
が
可
能
で
ほ
な
い
の
と
同
様
に
'
両
者
と
も
正
立
な
し
に
は
可
能
で
は
な

い
」
(
G
d
W
.
.
1
1
5
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
「
正
立
」
(
T
h
e
s
i
s
)
こ
そ
体
系
に
支
え
と
完
成
を
与
え
る
働
き
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
'
上
述
の
こ
と
か
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
'
正
立
が
根
底
に
あ
り
へ
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
反
立
と
総
合
と
が
対
立
す
る
の

で
あ
る
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
-
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
は
'
正
立
と
反
立
の
対
立
が
ま
ず
存
在
し
'
そ
の
上
に
総
合
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

〔
三
〕
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
理
解
の
原
像

右
で
述
べ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
描
-
弁
証
法
と
'
そ
れ
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
と
の
差
異
は
'
つ
ま
る
と
こ
ろ
第
1
原
則
と
第
二
原

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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二

則
'
自
我
と
非
我
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
土
俵
で
語
る
な
ら
ば
'
絶
対
者
と
そ
の
現
象
と
の
関
係
の
把
紐
の
違
い
に
基
づ
-
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
節
で
は
'
こ
の
問
題
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
立
脚
点
を
明
ら
か
に
L
t

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
理
解
の
原
像
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

さ
て
、
第
1
原
則
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
は
、
定
立
S
e
t
z
e
n
と
存
在
S
e
i
n
と
自
覚
F
u
r
が
三
位
1
体
で
あ
る

よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
存
在
に
と
っ
て
は
'
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
が
'
自
己
を
存
在
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
'
自
覚
と
存
在
は
同
時
的
に
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
へ
私
が
い
か
に
豊
か
な
内
容
を
直
観
し
て

い
て
も
、
そ
の
直
観
を
わ
た
し
が
意
識
し
な
け
れ
ば
'
直
観
の
対
象
ど
こ
ろ
か
'
わ
た
し
自
身
も
存
在
し
な
い
。
ま
さ
に
「
自
我
は
1
切
」

で
あ
る
.
こ
れ
に
対
し
て
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
が
「
1
切
は
自
我
で
あ
る
」
(
D
a
r
.
,
5
)
と
語
る
と
き
'
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
無
と
み

な
さ
れ
た
無
意
識
の
世
界
を
救
済
し
ょ
う
と
す
る
企
て
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
0

し
か
し
な
が
ら
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
'
意
識
に
無
意
識
を
'
そ
し
て
自
我
に
非
我
を
同
等
の
も
の
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
、
独
断

論
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
勿
論
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
非
我
は
自
体
的
存
在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
「
反
立
自

体
の
可
能
性
す
ら
意
識
の
同
1
性
を
前
提
に
す
る
」
(
G
d
W
.
,
1
0
2
)
　
の
で
あ
る
.
第
二
原
則
'
非
我
の
反
立
は
「
定
立
す
る
も
の
の
意
識

と
反
立
す
る
も
の
の
意
識
と
の
統
一
の
条
件
の
下
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け

る
非
我
は
「
意
識
の
同
1
性
」
な
い
し
「
自
我
の
同
1
性
」
に
お
い
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
非
我
は
1
な
る

反
省
統
T
の
客
観
で
あ
る
か
ら
'
主
観
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
O
　
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
は
'
い
か
に
し
て
も
自
体
的
な
客
観
は
出
て
こ
な
い

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
へ
ま
.
さ
に
こ
の
点
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
へ
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
者
は
「
主
観
的
な
主
観
-
客
観
」
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
周
知
の
論
点
で
も
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
ほ
第
1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主
観
と
客
観
と
の
絶
対
的
同
1
性
で
あ
る
無
差

別
的
理
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
観
性
の
立
場
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
じ
く
'
其
の
思
弁
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は
絶
対
的
同
1
性
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
超
越
論
的
」
と
は
'
ま
さ
に
こ
の
絶
対
的
同
T

性
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
対
立
を
絶
対
的
同
一
性
の
主
観
と
客
観
へ
の

「
分
裂
」
と
捉
え
る
と
と
も
に
へ
　
そ
れ
を
絶
対
者
の
「
産
出
」
(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
)
と
す
る
。
こ
こ
に
絶
対
者
は
自
己
の
現
象
と
対
立
す
る
こ

と
に
な
る
。
問
題
ー
'
こ
の
絶
対
者
と
そ
の
現
象
の
関
係
で
あ
る
が
'
過
渡
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
'
こ
れ
が
な
ん
と

も
放
妙
な
関
係
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
よ
う
に
'
絶
対
者
に
お
い
て
は
'
対
立
は
自
体
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な

い
。
対
立
は
存
在
す
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
'
対
立
は
絶
対
者
と
「
絶
対
者
で
は
な
い
」
現
象
と
の
対
立
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
。

「
絶
対
的
同
7
性
の
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
へ
の
分
裂
は
絶
対
者
の
産
出
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
根
本
原
理
は
完
全
に
超
越

論
的
で
あ
り
へ
そ
の
原
理
に
立
て
ば
'
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
絶
対
的
対
立
は
い
さ
さ
か
も
存
在
㌦
な
い
。
し
か
し

そ
れ
だ
か
ら
'
絶
対
者
の
現
象
は
あ
る
種
の
対
立
で
あ
る
。
絶
対
者
は
自
分
の
現
象
の
内
に
は
存
在
し
な
い
。
両
者
は
そ
れ
自
身
対

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
は
(
絶
対
者
で
あ
る
)
同
1
性
で
は
な
い
の
だ
。
」
(
D
i
f
f
.
,
3
2
)

こ
こ
で
は
っ
き
り
と
言
え
る
こ
と
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
者
と
そ
の
現
象
と
の
関
係
を
「
実
体
性
の
連
関
(
S
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
t
a
t
s
v
e
r
h
巴
t
n
i
s
)
」

(
D
i
f
f
.
,
3
3
)
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
体
-
属
性
関
係
を
'
絶
対
者
と
そ
の
現
象
に
適
用
し
て
い

る
。
そ
れ
に
ょ
っ
て
絶
対
者
が
実
体
と
し
て
'
現
象
が
偶
有
性
'
単
な
る
可
能
的
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
象
は
な
る

ほ
ど
絶
対
者
の
産
物
で
は
あ
る
が
'
単
に
可
能
的
存
在
者
で
あ
っ
て
絶
対
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
'
こ
の
関
係
を
'
ヘ
ー
ゲ
ル

は
r
思
弁
の
真
の
関
係
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
考
え
る
の
で
あ
る
o
因
み
に
、
絶
対
者
と
そ
の
現
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
把
担
は
'
絶
対

的
同
丁
性
の
存
在
の
F
o
r
m
を
「
絶
対
的
同
1
性
そ
れ
自
身
の
属
性
(
A
t
t
r
i
b
u
t
)
」
(
D
a
r
.
,
ァ
1
7
)
と
考
え
る
『
叙
述
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ

ソ
グ
の
把
握
と
符
合
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
絶
対
者
と
そ
の
対
立
者
と
の
関
係
を
「
因
果
連
関
」
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
を
一
貫
し
て
批
判

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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四

し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
批
判
の
狙
上
に
上
が
る
の
が
'
他
な
ら
ぬ
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲

学
が
超
越
論
的
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
'
本
葦
第
一
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
'
体
系
構
成
に
お
い
て
は
「
独
断
論
」
に
こ
移
行

し
て
い
る
こ
と
を
'
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
超
越
論
的
哲
学
は
(
中
略
)
因
果
連
関
を
少
し
も
正
し
い
も
の
と
し
て
認
め
な
い
が
'
現
象
が
(
絶
対
者
と
)
同
時
に
存
立
す
べ

き
で
あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
が
廃
棄
さ
れ
る
関
係
と
は
別
の
'
絶
対
者
の
現
象
へ
の
関
係
が
現
存
す
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
'

(
超
越
論
的
哲
学
は
)
因
果
連
関
を
導
入
し
'
現
象
を
従
属
的
な
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
'
こ
の
(
フ
ィ
ヒ
テ
の
)
哲
学
は
超
越
論

的
直
観
を
主
観
的
に
定
立
す
る
に
す
ぎ
ず
'
(
中
略
)
同
一
性
を
現
象
の
う
ち
に
定
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
(
中
略
)
-
し
　
こ
の
同

一
性
は
単
な
る
当
為
で
は
な
い
其
の
総
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
D
i
f
f
.
,
3
3
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
現
象
へ
可
分
性
の
領
域
へ
　
つ
ま
る
と
こ
ろ
非
我
そ
の
も
の
を
'
絶
対
者
と
並
存
す
る
も
の
と
し
て
立
て
、
し
か

(

る
の
ち
に
両
者
の
間
に
こ
因
果
連
関
的
な
主
従
関
係
を
設
定
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
う
理
解
す
れ
ば
'
同
1
性
の
直
観
で
あ
る
超

越
論
的
直
観
は
'
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
勿
論
へ
　
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
右
で
述
べ
た
第
1
原
則
と
第
二
原
則
を
並
立
的
に

捉
え
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤
読
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
へ
　
い
ま
論
じ
て
い
る
の
は
'
絶
対
者
と
現
象
の
関
係
を
因
果
連

関
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
批
判
す
る
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
立
脚
点
で
あ
る
。
そ
の
立
脚
点
と
は
'
既
に
述
べ
た
絶
対
者
と
現
象
の
関
係
を

「
実
体
性
の
連
関
」
と
し
て
捉
え
る
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
表
象
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
'
1
八
〇
1
年
の
(
-
ゲ
ル
は
'
少
な
-
と
も

こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
的
理
解
を
立
脚
点
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
描
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
ク
に
対
す

る
「
限
の
な
い
ポ
リ
エ
ペ
モ
ス
」
批
判
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
0

三
　
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル

〔
〓
　
問
題
の
定
位
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我
々
は
、
本
稿
第
二
早
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
批
判
を
取
り
上
げ
'
そ
の
批
判
が
認
識
論
的
必
然
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
'
さ
ら

に
こ
の
認
識
論
的
基
礎
付
け
を
求
め
る
批
判
の
観
点
は
『
精
神
現
象
学
』
　
へ
至
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
重
要
な
立
脚
点
に
な
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
次
に
、
本
稿
第
二
章
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
取
り
上
げ
'
こ
の
批
判
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
三
原
則
の
構
造
に
つ
い
て
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤
読
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
こ
と
'
し
か
も
さ
ら
に
、
こ
の
誤
読
は
絶
対
者
と
そ
の
現
象
と
の
関
係
を
「
実
体
性
の
連
関
」

と
し
て
把
握
す
る
シ
ェ
リ
ソ
グ
と
共
同
の
実
体
観
に
由
来
す
る
こ
と
,
を
併
せ
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
故
に
逆
に
、
フ
ィ
ヒ
デ
の
シ
ェ

リ
ソ
グ
批
判
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
'
い
ま
L
が
た
指
摘
し
て
お
い
た
。
だ
が
'
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ

ィ
ヒ
テ
批
判
、
す
な
わ
ち
反
省
の
立
場
に
と
ど
ま
る
主
観
性
の
哲
学
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
批
判
は
'
な
お
有
効
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
'
ま
ず
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
お
け
る
「
知
」
　
の
あ
り
か
た
を
明
確
に
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
一
七
九
四
年
へ
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
い
て
'
自
分
の
「
知
識
学
」
　
の
立
場
は
「
批
判
哲
学
」
を
徹
底
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
」
　
の
立
場
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
第
二
章
で
「
正
立
」
　
の

働
き
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
い
た
が
'
こ
の
働
き
は
「
最
高
の
総
合
」
と
し
て
反
立
と
総
合
を
基
礎
づ
け
る
'
い
わ
ば
超
越
論
的
働
き

で
あ
っ
た
。
で
は
'
正
立
の
働
き
自
身
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
'
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
フ
ィ
、
ビ
テ
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
み
ず
か
ら
の
論
理
的
主
語
が
絶
対
的
に
限
定
不
可
能
な
自
我
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
判
断
(
正
立
判
断
)
は
'
そ
れ
よ
り
高

次
の
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
'
絶
対
我
は
そ
れ
よ
り
高
次
の
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
G
d
W
.
,
1
1
9
)

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
へ
絶
対
我
を
主
語
と
す
る
判
断
に
お
い
て
は
'
述
語
付
け
に
よ
る
主
語
と
述
語
と
の
総
合
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
'

正
立
判
断
の
基
礎
付
け
は
不
可
能
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
経
験
の
成
立
し
な
い
絶
対
我
に
つ
い
て
の
知

は
断
念
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
1
方
で
'
「
同
等
と
反
立
」
(
G
d
W
.
,
1
1
3
)
　
の
存
在
す
る
反
立
判
断
と
総
合
判
断
の
成
立
す

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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五
六

る
領
域
へ
可
分
性
の
領
域
へ
換
言
す
れ
ば
'
可
能
的
経
験
の
範
囲
t
　
に
知
は
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
'
知
識
学
が

批
判
哲
学
の
徹
底
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。

勿
論
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
批
判
哲
学
的
立
場
か
ら
'
「
自
我
を
超
え
て
い
-
」
超
越
的
哲
学
を
「
独
断
論
」
と
し
て
批
判
す
る
。
こ
の

批
判
は
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
'
ス
ピ
ノ
ザ
を
し
て
「
自
我
を
超
え
て
」
「
唯
1
無
限
の
実
体
」
か
ら
出
発

さ
せ
た
原
因
が
'
「
自
我
の
実
践
的
法
則
の
下
に
1
切
の
非
我
を
必
然
的
に
従
属
せ
し
め
統
1
し
よ
う
と
す
る
感
情
」
(
G
d
W
.
,
1
2
1
)
に

求
め
ら
れ
る
o
批
判
哲
学
を
徹
底
す
る
立
場
に
立
つ
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
統
1
は
「
理
念
の
対
象
」
で
あ
り
「
現
存
す
べ

き
も
の
　
(
e
t
w
a
s
 
d
a
s
 
d
a
 
s
e
i
n
 
s
o
i
l
)
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
o
　
し
か
し
な
が
ら
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
は
'
「
絶
対
者
は
す
で
に
現
存
し
て
い
る
　
(
D
a
s
 
A
b
s
o
l
u
t
e
 
i
s
t
 
s
c
h
o
n
 
v
o
r
h
a
n
d
e
n
)
」
(
D
i
f
f
.
,
1
5
)
　
の
で
あ
り
'
そ
う
で
あ
る
以
上
へ

絶
対
者
と
の
関
係
こ
そ
が
「
認
識
の
唯
1
の
実
在
性
」
(
D
i
f
f
.
,
1
9
)
　
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
主
観
的
な
「
概
念
と
存
在
の
一
致
」
に
そ
の

其
理
性
を
有
す
る
経
験
知
は
'
単
な
る
主
観
的
個
別
的
知
と
し
て
絶
対
者
と
の
関
係
を
欠
い
て
い
る
が
故
に
、
非
学
的
知
と
し
て
排
除
さ

れ
る
。
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
知
の
あ
り
か
た
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
知
の
あ
り
か
た
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
'
ノ
,
r
J
の
よ
う
に
知
の
あ
り
か
た
を
二
つ
に
類
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
す
べ
て
は
事
足
れ
り
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
双
方
か
ら
の
批
判
を
無
効
に
す
る
哲
学
の
怠
惰
に
繋
が
る
。
と
は
い
え
'
こ
の
こ
と
は
'
相
手
を
抑
旅
す
る
よ
う
な
単

純
な
批
判
は
'
批
判
と
し
て
の
い
か
な
る
資
格
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
批
判
が
真
に
批
判
で
あ
る
た
め
に
は
、
批

判
さ
れ
る
立
場
を
自
ら
の
哲
学
体
系
の
中
に
受
け
入
れ
へ
　
そ
の
中
で
内
在
的
に
批
判
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ナ
に
お

け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
生
成
は
'
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
道
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ナ
に
お
い
て
フ
ィ

ヒ
テ
哲
学
を
受
け
入
れ
'
そ
れ
を
内
在
的
に
批
判
し
っ
つ
体
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
-
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
関

わ
り
方
に
お
い
て
初
め
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
は
有
効
性
を
も
ち
う
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
は
確
か
に
誤
読
で
あ
る
に
し
て
も
'
反
省
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
そ
の
意
図
は
、
紛
れ
も
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な
-
ヘ
ー
ゲ
ル
が
目
指
し
て
い
た
方
向
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
青
年
時
代
の
理
想
は
反
省
形
式
へ
'
そ
れ
と
同
時
に
ひ
と
つ
の
体
系
へ

と
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
た
シ
ェ
リ
ソ
グ
宛
の
あ
の
有
名
な
書
簡
(
1
八
〇
1
年
十
一
月
二
日
付
け
)
で
既
に
表
明
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
書
簡
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
無
限
な
生
」
を
'
「
反
省
形
式
」
に
も
た
ら
す
こ
と
へ
換
言
す
れ
ば
無
限
な
生
を
「
対
日
化
」
L
t

自
覚
さ
れ
た
知
と
な
す
体
系
化
の
試
み
を
表
明
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
4
　
7
八
〇
1
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
に
は
、
フ

ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
試
み
が
挫
折
す
る
姿
し
か
映
ら
な
か
っ
た
㍗
　
し
か
し
す
で
に
へ
第
〓
早
第
四
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う

に
'
イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
形
成
の
過
程
は
'
同
時
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
受
容
と
そ
の
再
解
釈
の
過
程
で
も
あ
る
。
我
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
受

容
と
そ
の
再
解
釈
の
痕
跡
を
「
根
拠
律
」
の
思
想
の
展
開
の
中
に
「
内
容
的
に
」
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ろ
本
稿
の

ヽ

主
目
的
は
イ
エ
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
成
立
過
程
を
'
右
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
と
の
関
係
の
な
か
で
迫
思
考
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
生
成
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
.
そ
の
た
め
に
へ
我
々
は
も
う
1
度
『
差
異
論
文
』
に
立
ち
返
り
'

そ
れ
に
密
着
し
な
が
ら
へ
根
拠
律
の
思
想
に
収
蝕
す
る
形
で
論
述
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

C
」
)

〔
二
〕
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
絶
対
者
へ
の
上
り
道

『
差
異
論
文
』
の
な
か
で
t
 
T
八
〇
1
年
の
時
点
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
立
場
を
窺
う
と
し
た
ら
'
「
緒
論
」
に
競
-
第
1
部
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
へ
　
こ
の
部
分
で
は
知
が
絶
対
者
へ
と
迫
り
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
へ
換
言
す
れ
ば
絶
対
者
へ
の
上
り
道
の
見
取
り
図
が

他
の
哲
学
者
(
カ
ン
ト
'
フ
ィ
ヒ
テ
へ
　
ラ
イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
)
批
判
を
媒
介
に
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
'
こ
の

絶
対
者
へ
の
上
り
道
の
方
法
を
論
述
し
て
い
こ
う
。

J

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
哲
学
の
前
提
と
な
る
の
は
'
「
哲
学
の
欲
求
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
反
省
に
対
し
て
定
立
さ
れ
る
「
総
体
性
の
回

復
へ
の
欲
求
」
(
D
i
f
f
.
,
1
5
)
と
し
て
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
(
-
ゲ
ル
は
へ
　
こ
の
欲
求
の
前
提
と
し
て
二
つ
の
前
提
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

い
わ
ば
前
提
の
前
提
が
'
「
分
裂
(
E
n
t
z
w
e
i
u
n
g
)
」
と
「
絶
対
者
(
d
a
s
 
A
b
s
o
l
u
t
e
)
」
で
あ
る
o

ま
ず
'
分
裂
は
「
存
在
と
非
存
在
'
概
念
と
存
在
'
有
限
と
無
限
へ
の
分
裂
」
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
よ

へ
-
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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ヘ
ー
ゲ
ル
学
報
　
第
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

れ
は
'
古
代
ギ
リ
シ
ア
は
「
最
高
の
美
的
完
全
性
」
(
D
i
f
f
.
,
1
4
)
を
有
し
な
が
ら
も
へ
他
方
で
そ
の
完
全
性
は
バ
ル
ナ
ハ
ロ
イ
と
も
形
容
さ

れ
る
ほ
ど
直
接
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
調
和
的
完
全
性
は
そ
れ
故
に
こ
そ
分
裂
を
免
れ
え
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
分
裂
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
「
悟
性
が
自
分
自
身
に
成
っ
て
い
る
」
　
こ
と
と
し
て
'
つ
ま
り
悟
性
の
成
長
と
し
て
把
捉
す
る
。
悟
性
の
成
長
で
あ
る
こ

の
分
裂
は
'
啓
蒙
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
「
教
養
形
成
」
　
の
な
か
で
ま
す
ま
す
大
き
く
深
く
な
り
'
い
ま
や
主
観
性
と
客
観
性
の
絶
対
的

対
立
を
伴
っ
た
「
悟
性
の
王
国
」
が
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
`
う
な
歴
史
認
識
に
支
え
ら
れ
て
'
哲
学
の
欲
求
が
'
失
わ
れ

た
「
総
体
性
の
回
復
の
欲
求
」
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
分
裂
は
哲
学
の
必
要
条
件
で
し
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
'
我
々
が
「
総
体
性
の
回
復
」
を
求
め
ざ
る
を
え
ぬ
必
然

性
は
導
出
で
き
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
O
　
で
は
'
総
体
性
を
求
め
ざ
る
を
え
ぬ
我
々
の
内
的
必
然
性
は
'
何
処
か
ら
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
そ
の
必
然
性
を
「
絶
対
者
の
臨
在
」
と
し
て
'
次
の
よ
う
に
措
い
て
い
る
。

「
絶
対
者
は
す
で
に
現
存
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
'
絶
対
者
は
ど
う
し
て
求
め
ら
れ
え
よ
う
か
.
理
性
は
'
意
識
が
制
限
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
'
絶
対
者
を
産
出
す
る
o
　
こ
の
よ
う
に
意
識
が
制
限
を
捨
て
去
る
こ
と
は
へ
　
そ
の
前
提
で

あ
る
制
限
さ
れ
な
い
も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
」
(
D
i
f
f
.
,
1
5
)

こ
こ
で
は
~
二
つ
の
論
点
を
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
1
つ
は
'
意
識
は
己
の
制
限
を
捨
て
去
る
こ
と
な
し
に
は
絶
対
者
を
認
識

し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
も
う
1
つ
は
へ
　
そ
の
捨
て
去
る
こ
と
自
体
が
'
我
々
の
許
に
臨
在
し
て
い
る
絶
対
者
の
働
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
悟
性
の
活
動
は
意
識
自
身
が
産
み
出
す
制
限
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
t
.
.
悟
性
が
み
ず
.
か
ら
の
「
特
殊
性
」
や
「
制
限
性
」
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
活
動
そ
れ
自
身
の
な
か
に
'
悟
性
の
制
限
さ

れ
た
姿
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
そ
の
よ
う
な
悟
性
の
活
動
を
「
理
性
の
見
か
け
」
を
装
う
「
偽
善
(
H
e
u
c
h
e
-

r
e
i
)
」
と
し
て
厳
し
-
批
判
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
の
哲
学
や
ラ
イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
の
適
用
の
哲
学
が
'
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
哲
学
と

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
'
偽
善
が
偽
善
で
あ
る
た
め
に
は
'
偽
ら
れ
る
善
が
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
装
わ
れ
る
善
と
し
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
を
指
名
し
'
そ
れ
に
　
「
筏
　
(
T
u
g
e
n
d
)
」
と
い
う
称
号
を
与
え

る
。
こ
う
し
て
、
偽
善
が
善
を
装
え
ば
装
う
ほ
ど
へ
尊
で
あ
る
徳
は
お
の
れ
の
存
在
を
強
-
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
る
。
偽
善
と
徳
と

は
'
す
な
わ
ち
悟
性
と
理
性
と
は
相
関
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
'
総
体
性
の
回
復
つ
ま
り
徳
は
'
「
最
高
の
分
離
」
(
D
i
f
f
.
,
1
3
)
'

つ
ま
り
偽
善
の
徹
底
に
お
い
て
現
れ
る
。
だ
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
更
に
一
歩
突
っ
込
ん
で
'
悟
性
の
偽
善
的
働
き
と
い
え
ど
も
「
理
性
の
関

与
」
な
い
し
「
理
性
の
隠
さ
れ
た
働
き
」
(
D
i
f
f
.
,
1
7
)
で
あ
る
t
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
観
点
に
'
悟
性
と
理
性
と
の
相
関
の
あ
り
方
が

如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
理
性
は
絶
対
者
の
否
定
的
な
力
と
し
て
'
従
っ
て
否
定
す
る
絶
対
的
な
働
き
と
し
て
現
れ
る
が
'
同
時
に
反
立
す
る
客
乱
的
総
体

性
と
主
観
的
総
体
性
を
定
立
す
る
力
と
し
て
も
現
れ
る
。
」
(
e
b
e
n
d
a
)

引
用
文
の
後
半
が
'
悟
性
の
働
き
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
「
否
定
的
な
絶
対
者
の
否
定
す
る
絶
対
的
な
働
き
」
で
あ
る
理
性
の
働
き
と
し
て
'

明
確
に
理
性
の
働
き
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
欲
求
の
前
提
と
し
て
の
「
絶
対
者
の
臨
在
」
は
'
こ
の
よ
う

に
悟
性
に
内
在
す
る
理
性
と
い
う
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
哲
学
の
欲
求
の
前
提
と
し
て
の
「
絶
対
者
の
臨
在
」
と
「
分
裂
」
は
'
二
つ
の
働
き
と
し
て
現
れ
る
1
つ

の
働
き
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
こ
れ
が
反
省
哲
学
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
と
'
二
つ
の
「
矛
盾
す
る
命
題
」

(
D
i
f
f
.
,
1
6
)
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
1
原
則
に
よ
っ
て
「
絶
対
者
の
臨
在
」
を
捉
え
へ
第
二
原
則
に
よ
っ
て
「
分

裂
」
　
の
側
面
を
捉
え
つ
つ
も
'
そ
れ
ら
を
並
立
さ
せ
'
矛
盾
す
る
二
つ
の
原
則
と
し
て
立
論
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
'
ヘ
ー
ゲ
ル

は
指
摘
し
て
い
る
。
(
二
つ
の
原
則
を
こ
の
よ
う
に
立
て
る
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤
読
で
あ
る
こ
と
を
前
章
で
指
摘
し
て
お
い
た
。
)
だ
が
'

他
方
で
こ
の
指
摘
の
う
ち
に
反
省
哲
学
を
超
え
て
い
-
方
途
へ
　
つ
ま
り
「
哲
学
の
課
題
」
が
-
つ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
課
題
を
「
意
識
の
う
ち
に
(
i
n
)
絶
対
者
を
構
成
す
る
こ
と
」
(
D
i
f
f
.
,
l
l
)
あ
る
い
は
「
意
識
に
対
し
て
(
f
u
r
)
絶
対
者
を

(
2
)

構
成
す
る
こ
と
」
(
D
i
f
f
.
,
1
6
)
と
定
式
化
す
る
が
'
周
知
の
よ
う
に
こ
の
課
題
は
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
絶
対
者
は
反
省

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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六
〇

に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
'
そ
れ
は
絶
対
者
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
'
先
の
引
用
文
に
お
い
て
示
さ
れ

た
よ
う
に
'
絶
対
者
は
「
制
限
さ
れ
な
い
も
の
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
'
定
式
化
さ
れ
た
哲
学
の
課
題
は
'
制
限
す
る
働
き
で
あ
る
反
省

が
い
か
に
し
て
「
制
限
さ
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
絶
対
者
を
お
の
れ
の
知
と
し
て
把
握
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
と
し
て
翻
訳
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
問
い
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
矛
盾
を
克
服
す
る
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
絶
対
者
へ
の
上
り
道
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
へ

こ
の
矛
盾
を
媒
介
す
る
働
き
を
'
「
哲
学
的
反
省
(
d
i
e
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
R
e
f
l
e
x
i
o
n
)
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
に
求
め
る
。
こ
の
反
省
は
'
「
存
在
と

制
限
の
能
力
」
と
し
て
の
悟
性
的
反
省
が
'
絶
対
者
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
「
孤
立
し
た
反
省
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
「
理
性
と
し
て
の

反
省
」
と
換
言
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
反
省
が
理
性
と
し
て
「
絶
対
者
へ
の
関
係
」
(
D
i
f
f
,
1
7
)
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
へ
　
こ

1

の
反
省
が
絶
対
者
へ
の
上
り
道
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
働
-
の
か
を
簡
潔
に
見
て
み
よ
-
。

ま
ず
へ
悟
性
は
ま
悟
性
な
り
の
仕
方
で
知
を
産
出
す
る
。
し
か
し
悟
性
に
と
っ
て
は
'
「
規
定
さ
れ
た
も
の
」
だ
け
が
知
ら
れ
た
る
「
存

在
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
'
「
規
定
さ
れ
な
い
も
の
」
は
悟
性
に
と
っ
て
は
「
無
」
で
あ
る
。
存
在
と
非
存
在
の
こ
の
よ
う
な
固
定
化
が
'

悟
性
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
理
性
は
さ
し
あ
た
り
か
か
る
限
界
を
超
え
る
働
き
と
し
て
現
れ
て
-
る
が
'
ひ
と
ま
ず
理
性
は
客
観
を
否

定
す
る
J
J
A
J
に
よ
っ
て
'
主
観
の
う
ち
に
客
観
に
制
約
さ
れ
な
い
自
由
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
だ
が
へ
　
こ
の
自
由
は
実
際
に
は
「
客

観
的
世
界
に
反
立
さ
れ
た
自
由
の
国
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
に
す
ぎ
な
い
.
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
と
ラ
イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
'

こ
の
よ
う
な
理
性
の
働
き
を
理
性
の
「
誤
用
(
M
i
R
b
r
a
u
c
h
)
」
(
D
i
f
f
.
,
1
8
)
　
と
な
す
。
も
と
よ
り
、
理
性
は
「
否
定
的
な
絶
対
者
の
絶
対

的
な
否
定
す
る
働
き
」
と
し
て
'
か
か
る
対
立
の
う
ち
に
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
的
自
由
に
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
性
は
対
立
す
る
二
つ

の
世
界
を
破
棄
す
る
(
v
e
r
n
i
c
h
t
e
n
)
　
こ
と
に
よ
っ
て
へ
両
者
を
合
T
す
る
(
v
e
r
e
i
n
i
g
e
n
)
。
こ
の
合
1
の
働
き
に
よ
っ
て
両
者
は
絶
対

者
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
こ
れ
が
「
両
者
の
総
合
(
S
y
n
t
h
e
s
e
 
b
e
i
d
e
r
)
」
と
さ
れ
る
。
「
意
識
に
こ
対
し
て
絶
対
者
を
構

成
す
る
(
k
o
n
s
t
r
u
i
e
r
e
n
)
」
と
は
'
こ
の
総
合
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
'
い
ま
す
こ
し
細
か
に
こ
の
総
合
を
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
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と
総
合
を
反
省
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
'
次
の
よ
う
な
事
態
と
な
る
。

「
反
省
は
自
己
自
身
を
自
分
の
対
象
と
な
す
か
ぎ
り
'
理
性
に
よ
っ
て
反
省
に
与
え
ら
れ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
反
省
が
理
性
と
な
る
反

省
の
最
高
の
法
則
は
'
反
省
の
自
己
破
棄
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
-
'
反
省
は
絶
対
者
の
う
ち
に
の
み
存
し
て
い
る
。
と

は
い
え
反
省
は
や
は
り
反
省
で
あ
る
か
ら
絶
対
者
に
対
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
反
省
は
存
立
す
る
た
め
に
は
自
己
破
壊
の
法
則
を
自

分
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
」
(
e
b
e
n
d
a
)

主
観
と
客
観
を
合
7
L
t
両
者
を
絶
対
者
に
関
係
づ
け
る
総
合
が
「
哲
学
的
反
省
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
反
省
が
自
分
の
制
限
を
自
覚
す

る
と
い
う
経
路
を
経
て
'
自
己
を
破
棄
す
る
働
き
で
あ
る
。
反
省
の
内
在
的
法
則
が
「
矛
盾
律
」
で
あ
り
'
そ
れ
に
止
ま
り
続
け
る
こ
と

が
反
省
に
と
っ
て
「
永
遠
の
法
則
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
こ
の
自
己
破
棄
と
は
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
反
省
」
　
の
立
場
を
捨
て
去
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
矛
盾
律
に
固
執
す
る
「
純
粋
な
反
省
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
こ
に
お
い
て
は
そ
れ
に
対
立
す

る
も
の
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
「
純
粋
な
反
省
」
と
い
う
表
現
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
の
鉾
先
が
直
接
に
向
か
っ
て
い
る
の
は
'
固
定
化
さ

れ
た
対
立
の
1
方
に
す
ぎ
な
い
ラ
イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
の
抽
象
的
悟
性
概
念
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
批
判
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
1
原
則
に
も
及
ん
で
い
l

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
'
反
省
は
自
己
破
棄
に
よ
っ
て
'
ま
ず
反
省
に
よ
っ
て
捨
象
さ
れ
て
い
る
も
の
を
回
復
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
'
対
立
す
る
も
の
(
自
我
と
非
我
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
1
原
則
と
第
二
原
則
)
　
の
対
立
を
ア
ン
チ
ノ
,
,
,
-

(
二
律
背
反
)
と
し
て
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
思
弁
が
単
な
る
反
省
の
側
か
ら
見
ら
れ
る
限
り
へ
絶
対
的
同
一
性
は
'
対

立
者
の
総
合
に
お
い
て
'
そ
れ
故
ア
ソ
チ
ノ
ミ
-
に
お
い
て
現
れ
る
」
(
D
i
f
f
.
,
2
7
)
-
反
省
が
自
己
を
破
棄
し
て
到
達
し
う
る
最
高
の
知
は
'

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
あ
る
。
一
方
へ
　
こ
の
よ
う
な
反
省
の
自
己
破
棄
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
の
側
か
ら
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
直
観
は
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
-
'
反
省
の
仕
事
の
1
両
性
を
補
完
し
完
成
す
る
た
め
に
'
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ

る
。
そ
れ
は
直
観
と
反
省
と
が
お
互
い
に
対
立
し
続
け
る
の
で
は
な
-
'
1
つ
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
.
要
請
と
い
う
こ
の
様
式

の
全
体
は
'
反
省
な
る
一
面
性
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
点
に
の
み
そ
の
根
拠
を
も
つ
。
こ
の
1
両
性
は
反
省
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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反
省
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
対
立
者
を
要
請
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
o
」
(
D
i
f
f
.
,
2
9
)

こ
こ
で
は
'
反
省
の
自
己
破
棄
の
真
相
が
'
「
理
性
に
よ
る
直
観
の
要
請
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
へ

こ
の
要
請
は
単
に
「
意
識
さ
れ
た
も
の
」
に
対
し
て
「
無
意
識
的
な
も
の
」
を
回
復
L
t
両
者
の
同
1
性
の
直
観
を
立
て
る
だ
け
で
は
な

い
。
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
同
1
性
の
意
識
(
直
観
)
と
非
同
1
性
の
意
識
(
反
省
)
と
の
対
立
を
止
揚
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
o
「
超
越
論
的
知
は
反
省
と
直
観
の
両
者
を
合
1
す
る
」
(
D
i
f
f
.
,
2
7
)
へ
あ
る
い
は
「
思
弁
的
知
は
反
省
と
直
観
の
同
1
性
と
し
て

把
捉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
D
i
f
f
.
,
2
9
)
　
の
で
あ
る
o
思
弁
的
知
へ
超
越
論
的
知
'
そ
し
て
超
越
論
的
直
観
と
し
て
語
ら
れ
る
'
こ

の
絶
対
的
同
一
性
の
直
観
こ
そ
が
'
絶
対
者
へ
の
知
の
上
り
道
の
頂
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
反
省
(
悟
性
)
と
思
弁
(
理
性
)
と
の
相
関
'
す
な
わ
ち
絶
対
者
へ
の
上
り
道
で
あ
る
反
省
的
な
知
の
産
出
と
そ
れ

(
2
)

へ
の
理
性
の
関
与
と
の
相
関
の
う
ち
に
'
『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
論
」
で
語
ら
れ
る
学
の
方
法
の
萌
芽
を
観
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
'
「
神
の
受
肉
や
始
元
の
言
葉
の
証
し
」
(
D
i
f
f
.
,
7
5
)
へ
　
つ
ま
り
神
と
人
間
と
の
和
解
の
姿
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
'

ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
表
現
を
使
え
は
'
「
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
'
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
(
P
d
G
.
,
2
8
)
　
の
で
あ
る
.

す
な
わ
ち
へ
絶
対
的
同
一
性
の
認
識
に
お
い
て
、
直
観
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
'
反
省
が
思
弁
の
う
ち
に
'
悟
性
が
理
性

の
う
ち
に
'
そ
し
て
現
象
が
絶
対
者
の
う
ち
に
へ
ま
だ
真
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
論
点

に
つ
い
て
は
へ
　
次
節
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔
三
〕
　
ラ
ウ
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
周
辺

本
章
第
一
節
で
'
フ
ィ
ヒ
テ
的
知
の
あ
り
方
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
知
の
あ
り
方
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
い
た
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
フ
ィ

ヒ
テ
的
知
を
相
対
的
同
1
性
し
か
提
示
し
え
ぬ
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
・
ラ
ウ
J
-
.
は
む
し
ろ
そ
の
点
に
ヘ
ー
ゲ
ル

(
8
)

の
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
無
理
解
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ラ
ウ
ト
も
取
り
上
げ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
的
知
に
対
す
る
批
判
を

再
度
取
り
上
げ
へ
引
用
し
て
お
こ
う
。
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「
多
く
の
個
別
的
経
験
的
知
議
が
存
在
し
う
る
。
そ
れ
ら
は
経
験
の
知
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
経
験
の
う
ち
に
'
す
な
わ
ち
枝
念

と
存
在
へ
主
観
と
客
観
と
の
同
1
性
に
お
い
て
'
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
学
的
知
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
'

そ
れ
ら
は
お
の
れ
の
正
当
性
を
制
限
さ
れ
た
相
対
的
同
1
性
の
う
ち
に
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
'
お
の
れ
を
意
識
に
お
い
て

有
機
化
さ
れ
た
認
識
の
全
体
の
そ
の
必
然
的
部
分
と
し
て
正
当
化
す
る
の
で
も
な
く
絶
対
者
へ
の
関
係
が
そ
れ
ら
に
お
い
て
思
弁

に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
絶
対
的
同
1
性
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
D
i
f
f
.
,
1
9
)

こ
こ
で
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
は
所
詮
主
観
的
同
7
性
を
扱
う
に
す
ぎ
な
い
反
省
哲
学
で
あ
る
と
い
う
お
馴
染
み
の
観
点
か
ら
」
そ
こ
に

生
じ
る
悟
性
的
知
が
非
学
的
知
と
し
て
斥
け
ら
れ
'
思
弁
と
さ
れ
る
理
性
的
知
が
学
的
知
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の

フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
借
り
て
自
己
の
知
の
立
場
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
勿
論
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
真
理
は
1
つ
な
い
し
は
数
個
の
命
題

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
底
の
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
知
が
相
対
性
を
脱
却
L
t
絶
対
性
を
獲
得
す
る
の
は
'
個
別
的
知
が

有
機
化
さ
れ
、
「
全
体
の
必
然
的
部
分
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
学
的
知
に
他
な
ら
な
い
が
'
こ
の
知
は
個
別
的
な
非

学
的
知
が
'
同
一
性
の
直
観
で
あ
る
超
越
論
的
直
観
に
よ
っ
て
'
絶
対
者
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
'
絶
対
者
が
い
か
に
し
て
悟
性
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
個
別
的
知
の
根
拠
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
絶
対
者
は

(S)

い
か
に
し
て
か
か
る
個
別
的
知
と
し
て
現
象
す
る
の
か
が
少
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
論
点
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'

絶
対
者
と
現
象
と
の
関
係
を
実
体
性
の
関
係
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
の
だ
が
'
ま
さ
に
こ
の
点
に
ラ
ウ
-
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
悟
性
理
解
の
不
十
分
さ
を
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
ラ
ウ
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
悟
性
を
単
な
る
制
限
作
用
と
し
て
し
か
捉
え
き

れ
て
い
な
い
と
判
定
す
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
ラ
ウ
ト
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ソ
ト
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
の
み
な
ら
ず
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事

(
8
)

行
」
と
し
て
の
「
絶
対
我
」
を
も
理
解
し
て
い
な
い
と
論
断
す
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
ラ
ウ
-
の
主
張
の
論
拠
を
本
章
第
二
節
で
論
述

し
た
'
悟
性
知
経
験
知
の
否
定
を
導
く
反
省
の
自
己
破
棄
へ
　
さ
ら
に
は
「
直
観
の
要
請
」
　
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
へ
　
ヘ

ー
ゲ
ル
は
悟
性
に
内
在
し
て
働
く
「
絶
対
者
の
否
定
的
な
力
」
と
し
て
の
理
性
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
'
直
観
を
要
話
せ
ざ
る
を
え

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容



730

ヘ
ー
ゲ
ル
学
報
　
第
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

な
い
と
こ
ろ
に
、
内
在
的
理
性
把
捉
の
不
十
分
さ
が
は
か
ら
ず
も
表
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
ラ
ウ
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル

批
判
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
ま
だ
へ
悟
性
の
立
て
る
反
省
諸
規
定
が
'
根
拠
で
あ

る
絶
対
者
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
下
で
は
'
『
差
異
論
文
』
の
「
絶
対
的
原
則
の
形
式
に
お
け
る
哲
学
の
原
理
」
の
節
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
取
り

上
げ
へ
そ
れ
に
ラ
ウ
ト
の
反
批
判
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
ラ
ウ
ト
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対

我
な
い
し
事
行
を
知
ら
な
い
と
批
判
す
る
所
以
を
い
ま
少
し
詳
し
-
観
て
み
た
い
。

こ
こ
ま
で
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
7
原
則
と
第
二
原
則
と
を
並
立
的
原
則
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
'
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤

読
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
い
た
。
し
か
し
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
勿
論
こ
の
節
で
も
へ
　
こ
の
理
解
に
従
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。
つ
ま
り
'

反
省
は
絶
対
的
総
合
'
絶
対
的
同
7
性
を
表
現
で
き
な
い
か
ら
へ
絶
対
的
同
1
性
の
う
ち
に
あ
る
二
つ
の
部
分
'
総
合
(
同
1
性
)
と
反

立
(
非
同
一
性
)
を
別
々
の
命
題
で
衷
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
　
<
-
<
と
し
て
印
さ
れ
る
前
者
は
'
確
か
に
純
粋
思
惟
、
理
性

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
は
'
不
等
性
'
対
立
が
捨
象
さ
れ
る
か
ら
、
悟
性
的
同
1
性

あ
る
い
は
純
粋
統
一
と
い
う
意
義
し
か
も
た
な
い
。
こ
の
反
省
の
不
備
を
補
う
た
め
へ
　
こ
こ
に
前
者
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
た
不
等
性
の
定

立
が
l
「
要
請
」
さ
れ
る
。
こ
れ
が
後
者
へ
第
二
命
題
で
あ
り
t
 
A
-
非
A
な
い
し
A
-
B
と
し
て
印
さ
れ
る
。
こ
[
)
に
二
つ
の
命
題
は
'

非
矛
盾
と
矛
盾
の
命
題
と
し
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
両
命
題
は
逆
の
意
味
で
矛
盾
の
命
題
で
あ
る
。
同
1
性
の
第
1
命
題
は
矛
盾
が
O
で
あ
る
L
と
を
言
表
し
て
い
る
。
第
二
命
題
も

そ
れ
が
第
一
命
題
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
'
矛
盾
は
非
矛
盾
と
同
じ
よ
う
に
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
言
表
し
て
い
る
。

両
命
題
は
命
題
'
つ
ま
り
そ
れ
自
身
で
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
同
等
の
ポ
テ
ソ
ツ
を
有
す
る
。
」
(
D
i
f
f
.
,
2
5
)

ラ
ウ
ト
は
こ
こ
で
第
二
命
題
を
矛
盾
の
命
題
と
し
て
捉
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
把
握
に
こ
対
し
て
'
次
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
A
と
B
は
勿
論
同
1
で
は
な
い
が
'
そ
こ
か
ら
1
挙
に
A
と
B
は
矛
盾
す
る
と
結
論
す
る
の
は
飛
権
で
は
な
い
か
t
　
と
言
う
の
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<n>

で
あ
る
。
そ
し
て
'
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
対
立
を
矛
盾
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
や
は
り
フ
ィ
ヒ
テ
を
理
窮
し
て
い
な
い

と
し
て
'
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
か
ら
次
の
文
章
を
提
出
す
る
。
「
A
=
B
と
い
う
命
題
は
'
両
者
が
Ⅹ
で
あ
る
か
ぎ
り
妥
当
す
る
」
(
G
d
-

W
.
,
I
l
l
)
。
<
と
B
は
A
-
X
t
 
B
-
X
で
あ
る
な
ら
へ
　
Ⅹ
に
お
い
て
同
等
で
あ
る
.
こ
こ
で
は
Ⅹ
は
A
と
B
の
「
根
拠
(
G
r
u
n
d
)
」
で

あ
り
t
 
A
と
B
は
X
を
根
拠
と
す
る
「
可
分
性
(
T
e
i
l
b
a
r
k
e
i
t
)
」
で
あ
る
.
従
っ
て
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
可
分
性
」
と
い
う
概
念
を
知
ら

な
い
か
'
あ
る
い
は
意
図
的
に
埼
外
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
'
・
い
ず
れ

に
せ
よ
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
絶
対
我
」
お
よ
び
「
事
行
」
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
勿
論
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
第
1
命
題
に
も
関
わ
っ
て
-
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
第
1
命
題
に
つ
い
て
「
A
肘
A

は
主
観
と
し
て
の
A
と
客
観
と
し
て
の
A
の
区
別
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
同
7
性
を
含
ん
で
い
る
」
(
D
i
f
f
.
,
2
6
)
と
語
っ
て
い
る
が
'
こ
れ

は
不
等
性
へ
非
同
1
性
の
抽
象
に
よ
っ
て
成
立
す
る
命
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
ラ
ウ
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
A
=
A
を
「
自
我
の
反
省
統
1
に
.

(
3
)

対
す
る
定
式
」
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
よ
う
な
把
捉
の
う
ち
に
は
'
「
事
行
と
し

て
の
絶
対
我
の
働
き
」
は
'
い
さ
さ
か
も
読
み
込
ま
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
て
ラ
ウ
ト
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ

テ
批
判
に
対
す
る
反
批
判
を
'
あ
た
か
も
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
を
紡
沸
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
'
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
る
ほ
ど
悟
性
の
理
性
を
知
っ
て
い
る
が
'
し
か
し
理
性
の
悟
性
を
知
ら
な
い
'
た
と
え
彼
は
こ
れ
を
必
然
的
に
自
分
で

(S)

止
揚
し
て
い
る
と
し
て
も
」
へ
　
と
。

四
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
拠
律

さ
て
、
我
々
に
と
っ
て
ほ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の
よ
う
な
カ
ソ
ト
'
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
へ
す
な
わ
ち
へ
彼
ら
の
哲
学
は
「
理
性
が
悟
性
に
よ
っ

て
取
扱
わ
れ
」
(
D
i
f
f
.
,
6
)
'
「
理
性
を
悟
性
に
委
ね
る
」
(
e
b
e
n
d
a
)
哲
学
で
あ
る
t
　
と
い
う
批
判
が
存
立
可
能
で
あ
る
の
と
同
様
に
'
右

で
述
べ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
も
存
立
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
'
イ
エ
ナ
期
へ
-

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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六
六

ゲ
ル
哲
学
の
発
展
は
'
「
眼
の
な
い
ポ
リ
ユ
べ
モ
ス
」
と
い
う
標
語
に
集
約
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
的
立
場
か
ら
の
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
を
ヘ
ー

ゲ
ル
が
受
容
L
t
自
己
の
哲
学
体
系
形
成
の
バ
ネ
と
な
す
過
程
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
よ
い
o
以
下
で
は
へ
　
こ
の
想
定
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
根
拠
律
」
　
の
思
想
の
深
化
発
展
と
し
て
押
え
て
い
き
た
い
。

〔
〓
　
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
根
拠
律

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差
異
論
文
』
で
根
拠
律
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
関
連
し
て
そ
れ
を
論
じ

て
い
る
.
と
り
わ
け
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
二
原
則
が
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
(
V
g
1
.
.

D
i
f
f
.
,
2
5
)
へ
当
然
の
こ
と
な
が
ら
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
知
識
学
に
お
け
る
自
我
と
非
我
の
関
係
も
同
じ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ
て

い
る
　
(
V
g
1
.
,
D
i
f
f
.
,
4
5
f
f
.
)
-
我
々
は
こ
こ
で
'
前
章
第
三
節
で
論
じ
た
第
二
命
題
を
取
り
上
げ
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
根
拠
律
を
ど
の
よ
う
に

理
解
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

「
A
が
根
拠
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
t
 
A
と
い
う
存
在
で
は
な
い
存
在
が
A
に
こ
必
然
的
に
帰
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
L
t
 
A
は
A

と
い
う
定
立
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
定
立
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
'
そ
れ
故
A
-
-
非
A
t
 
A
=
B
を
意
味
す
る
.
」
(
D
i
f
f
.
,
2
5
)

第
二
命
層
A
=
非
A
t
あ
る
い
は
A
=
B
は
'
あ
る
定
立
さ
れ
た
存
在
A
が
何
で
あ
る
か
を
へ
　
そ
の
根
拠
で
あ
る
A
で
な
い
も
の
t
 
B

に
よ
っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
'
因
果
律
は
t
 
A
を
A
で
な
い
も
の
t
 
B
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
t
 
A
に
と

(S)

っ
て
「
外
面
的
関
係
」
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
'
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
は
A
が
A
自
身
に
こ
お
い
て
何
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
t
 
A
が
根
拠
と
し
て
非
A
な
い
し
B
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
'
も
し
も
根
拠
で
あ
る
B
が
定
立

さ
れ
て
い
る
A
と
不
同
の
も
の
で
あ
る
な
ら
へ
　
A
そ
れ
自
身
を
説
明
で
き
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
L
t
他
方
t
 
B
と
A
が
同
1
で
あ

る
と
す
る
な
ら
'
こ
の
命
題
は
単
な
る
同
語
反
復
に
す
ぎ
ず
t
 
A
に
な
に
も
の
も
付
け
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
A
は
B
に
移
行

し
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
命
題
を
純
粋
に
保
持
す
る
た
め
に
は
t
 
A
を
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は

捨
象
す
べ
き
で
あ
る
と
論
断
L
t
「
第
二
命
題
は
A
が
定
立
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
」
(
D
i
f
f
.
,
e
b
e
n
d
a
)
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と
結
論
づ
け
る
。
こ
こ
に
第
1
命
題
と
第
二
命
題
と
は
t
 
A
の
定
立
と
A
の
非
定
立
と
し
て
'
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
'
根
拠
律
が
因
果
律
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
き
'
根
拠
律
は
対
立
項
の
外
面
的
関
係
し
か
表
現
し
え
ず
'
そ
れ
に
よ
っ
て
根

拠
律
は
「
最
高
に
従
属
的
な
意
味
」
し
か
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
同

時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
来
の
根
拠
律
を
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
か
ら
明
確
に
区
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
で
は
'

1

ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
で
は
な
い
根
拠
律
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
ま

ず
'
ア
ソ
チ
ノ
,
,
,
I
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
述
を
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
根
拠
律
が
A
を
定
立
i
t
)
れ
た
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
定
立
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
'
つ
ま
り
A
と
非
A
を
ア
ソ
チ
ノ
ミ
I
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
「
す
で
に
第
一
命
題
と
第

二
命
馬
の
総
合
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
へ
　
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
「
知
と
其
の
最
高
の
形
式
的
表
現
」

(
D
i
f
f
.
,
2
6
)
　
で
あ
る
と
と
も
に
　
「
悟
性
に
よ
る
理
性
の
最
高
に
可
能
な
表
現
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
と
も
換
言
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
よ
う
に
ア
ン

(S>

チ
ノ
ミ
I
は
'
悟
性
'
す
な
わ
ち
反
省
哲
学
に
お
け
る
最
高
の
総
合
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
'
理
性
'
す
な
わ
ち
思
弁
哲
学

に
お
け
る
総
合
が
'
悟
性
の
総
合
で
あ
る
ア
ソ
チ
ノ
ミ
I
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
も
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
ア
ソ
チ
ノ
ミ
I
の
否
定
こ
そ
'
前
章
第
二
節
で
述
べ
た
思
弁
へ
と
高
ま
る
「
哲
学
的
反
省
」
　
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
'
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
を
因
果
律
と
し
て
で
は
な
く
'
哲
学
的
反
省
へ
と
導
く
根
拠
と

根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
へ
す
な
わ
ち
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
で
は
な
い
別
の
根
拠
律
構
想
が
あ
っ
た
と
予
測
で
き
る
。
し
か

し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
新
た
な
根
拠
律
は
悟
性
的
反
省
の
も
た
ら
す
ア
ソ
チ
ノ
ミ
I
を
包
摂
し
っ
つ
'
そ
れ
超
え
る
原
理
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0
　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
よ
う
な
根
拠
と
し
て
採
用
し
た
の
が
「
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
る

ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
概
念
」
(
D
i
f
f
.
,
2
4
)
　
で
あ
っ
た
　
　
　
f
f
i
　
ト
レ
ー
デ
は
へ
　
い
み
じ
-
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
採
用
の
目
論
見

を
「
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
概
念
の
傾
向
と
諸
前
提
を
'
同
時
代
の
反
省
哲
学
の
体
系
的
批
判
的
論
究
を
通
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
興
す

C
o
o
-
i

る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
総
合
が
ア
ソ
チ
ノ
ミ
I
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
ぬ
反
省
哲
学
の
制
約
の
も
と
で
'

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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六
八

「
自
己
原
因
と
し
て
の
実
体
」
が
か
か
る
制
約
を
超
え
る
原
理
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

我
々
は
右
の
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
が
思
弁
に
高
ま
る
哲
学
的
反
省
の
頂
点
に
お
い
て
、
「
反
省
の
自
己
破
棄
」
=
「
理
性
に
よ
る
直
観
の
要
請
」

と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
'
前
章
で
「
現
象
が
絶
対
者
の
う
ち
に
へ
　
ま
だ
真
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
と
し
て
批
判

的
に
述
べ
て
お
い
た
。
だ
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
右
の
因
果
律
と
し
て
の
根
拠
律
批
判
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
に

(S)

基
づ
-
「
実
体
性
の
連
関
の
(
因
果
性
に
対
す
る
)
優
位
」
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
M
・
.
ハ
ウ
ム
は
こ

の
論
点
に
つ
い
て
「
両
命
題
は
(
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
観
れ
ば
)
A
の
根
拠
に
つ
い
て
何
ご
と
も
語
っ
て
は
い
な
い
.
従
っ
て
'
こ
こ
で
も
ま

た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
無
限
の
後
退
へ
導
-
あ
る
事
柄
の
そ
の
原
田
に
よ
る
基
礎
付
け
を
'
あ
る
事
柄
が
そ
の
実
体
に
内
属
す
る
こ
と
に
還

C
8
)

元
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
把
握
は
'
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
照
ら
し
て
み
て
も
十
分
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'

ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
二
原
則
を
'
因
果
律
と
し
て
構
想
さ
れ
た
根
拠
律
と
し
て
批
判
す
る
と
き
へ
当
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
よ
っ
て
立
つ

栂
平
は
'
実
体
性
の
連
関
と
し
て
構
想
さ
れ
る
よ
う
な
根
拠
律
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

根
拠
律
を
実
体
性
の
連
関
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
へ
根
拠
で
あ
る
実
体
と
属
性
で
あ
る
対
立
者
と
の
関
係
が
同
一
性
と
非
同
一
性
の

関
係
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
が
一
八
〇
一
年
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル

の
根
拠
律
理
解
で
あ
る
。
だ
が
'
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
に
お
い
て
は
'
根
拠
律
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
差
異
論
文
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
こ
理
解
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

〔
二
〕
　
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
根
拠
律

の
フ
ィ
ヒ
テ
~
は
ま
ず
'
根
拠
律
は
第
三
原
則
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
同
時
に
限
定
さ
れ
る
と
し
つ
つ
へ
　
二
つ
の
根
拠
を
指
摘
す
る
。

そ
れ
が
結
合
根
拠
(
B
e
z
i
e
h
u
n
g
s
-
G
r
u
n
d
)
と
区
別
根
拠
(
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
-
G
r
u
n
d
)
　
で
あ
る
。
前
者
は
'
反
立
す
る
も
の
の
問
に
、

自
我
が
そ
れ
ら
を
同
等
と
な
す
徴
表
(
結
合
根
拠
)
を
求
め
る
t
　
と
い
う
総
合
の
働
き
に
繋
が
り
へ
後
者
は
'
同
等
と
さ
れ
た
も
の
の
問

に
'
自
我
が
反
立
的
徴
表
(
区
別
根
拠
)
を
求
め
る
、
と
い
う
反
立
の
働
き
に
繋
が
っ
て
い
る
。
す
で
に
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
フ
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ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
我
の
自
己
定
立
は
'
こ
の
反
立
と
だ
台
に
お
い
て
具
作
化
す
る
の
T
・
)
あ
る
"
携
吉
子
7
.
は
'
白
完
と
芳
完
と
'
・
ォ
ま
す
H

の
総
合
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
て
い
る
限
り
へ
す
な
わ
ち
根
拠
に
ょ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
へ
両
者
の
な
か
に
残
さ
れ
た
反
立
的

徴
表
を
求
め
へ
　
こ
れ
を
新
た
な
結
合
根
拠
に
よ
っ
て
総
合
L
t
次
に
こ
の
総
合
の
な
か
に
再
び
新
た
な
反
立
を
求
め
'
さ
ら
に
こ
の
反
立

を
新
た
な
結
合
根
拠
に
よ
っ
て
総
合
し
'
完
全
に
結
合
で
き
な
い
反
立
者
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
で
実
践
的
領
域
に
移
行
す
る
と
い
う
'
そ

う
い
う
仕
方
で
「
知
識
学
」
は
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
根
拠
律
が
示
し
て
い
る
区
別
根
拠
と
結
合
根
拠
と
を
革
め
る
反
立
と
総

合
の
働
き
こ
そ
へ
認
識
の
発
生
的
原
理
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
'
第
二
章
で
論
述
し
た
よ
う
に
'
第
三
原
則
が
第
一
原
則
の
具
体
相

と
し
て
認
識
の
発
生
的
原
理
た
り
う
る
の
は
'
第
1
原
則
が
知
識
学
の
体
系
の
「
全
体
に
対
し
て
支
え
と
完
成
を
与
え
」
(
G
d
W
.
,
1
1
5
)

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
我
々
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
結
合
根
拠
の
導
出
を
'
絶
対
我
の
根
源
的
働
き
に
基
づ
-
自
我
に

よ
る
総
合
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
も
既
に
第
三
章
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
'
反
立
と
総
合
が
目
指
す
絶
対
的
統
1
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て

は
「
完
成
さ
れ
た
無
限
へ
の
接
近
」
で
あ
り
'
自
体
的
に
不
可
能
と
さ
れ
る
。
だ
が
'
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
拠
律
理
解
か
ら
の
当
然
の

帰
結
と
言
え
よ
う
0
　
と
い
う
の
も
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
根
拠
律
の
妥
当
範
囲
は
'
「
同
等
と
反
立
の
あ
る
と
こ
ろ
」
に
制
限
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
根
拠
律
は
'
「
全
て
の
可
能
な
判
断
を
基
礎
づ
け
る
」
根
源
的
働
き
で
あ
る
絶
対
我
へ
す
な
わ
ち
根
拠
そ
の
も
の
の

認
識
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
　
(
V
g
1
.
,
G
d
W
.
,
l
l
l
f
.
)
-
こ
の
こ
と
は
'
絶
対
我
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
正
立
判
断
の
本
性
に
由
来
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
の
が
「
人
間
は
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
積
極
的

判
断
と
し
て
は
「
人
間
は
自
由
な
存
在
者
の
部
類
に
属
す
る
」
と
い
う
判
断
に
な
る
。
だ
が
へ
　
こ
の
判
断
が
成
立
す
る
に
は
人
間
と
自
由

な
存
在
者
と
の
間
の
結
合
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
は
与
え
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
'

そ
も
そ
も
正
立
判
断
は
無
限
判
断
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
正
立
判
断
の
典
型
は
「
自
我
は
あ
る
」
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
判
断
に
は
述
語
が

な
い
。
そ
こ
で
は
述
語
は
無
限
の
問
の
中
に
あ
っ
て
'
主
語
と
結
合
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
へ
「
人
間
は
自
由
で
あ
る
」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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七
〇

と
い
う
判
断
も
'
主
語
=
有
限
へ
述
語
-
無
限
と
い
う
形
を
取
る
無
限
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
結
果
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の

判
断
は
「
自
我
の
理
念
」
に
お
い
て
だ
け
合
1
さ
れ
る
、
と
語
ら
ざ
る
を
え
な
-
な
る
(
V
g
1
.
,
G
d
W
.
,
1
1
7
)
-
こ
の
よ
う
な
理
念
は
'
勿

論
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
認
識
不
可
能
で
あ
り
'
最
高
の
実
践
的
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ

る
。

〔
三
〕
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
根
拠
律

フ
ィ
ヒ
テ
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
け
る
三
原
則
は
'
論
理
的
原
則
と
し
て
は
順
に
同
7
律
-
矛
盾
律
-
根
拠
律
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
四
～
五
年
の
『
論
理
学
・
形
而
上
学
』
の
そ
の
「
形
而
上
学
」
を
「
原
則
の
体
系
と
し
て
の
認
識
」
か
ら

始
め
て
お
り
へ
そ
の
構
成
は
同
1
律
な
い
し
矛
盾
律
-
排
中
律
-
根
拠
律
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
構
成
の
内
に
'
ヘ
ー
ゲ

ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
'
「
原
則
の
体
系
」
の
排
中
律
と
根
拠
律
に
着
目

し
て
'
そ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
受
容
の
痕
跡
を
読
み
へ
　
ま
た
そ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
か
ら
の
超
出
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
生
成
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
8
)
　
問
題
の
所
在

だ
が
'
そ
の
前
に
へ
問
題
の
所
在
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
我
々
は
第
三
章
で
'
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
シ
ェ
リ
ソ
ク
へ
宛
て
た
有

名
な
書
簡
を
取
り
上
げ
'
そ
こ
に
'
反
省
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
明
確
な
意
図
を
見
た
.
し
か
し
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
は

『
叙
述
』
に
お
い
て
は
'
理
性
の
立
場
で
あ
る
思
弁
に
悟
性
の
立
場
と
し
て
の
反
省
を
対
置
す
る
だ
け
で
'
反
省
に
体
系
上
の
な
ん
ら
の

CS)

地
位
も
与
え
よ
ト
と
し
な
い
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
の
書
簡
に
お
い
て
確
実
に
'
反
省
に
「
肯
定
的
積
極
的
意
味
」
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
へ
　
と
言
え
よ
う
O
　
こ
の
観
点
は
'
い
わ
ば
周
知
の
部
類
に
属
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
'
こ
の
観
点
を
整
理
し
て
K
∴
ア
ユ
-

ジ
ソ
グ
ほ
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差
異
論
文
』
に
お
い
て
初
め
て
'
(
中
略
)
体
系
に
お
け
る
絶
対
者
の
認
識
に
お
い
て
'
反
省
の
正
当
な
使
用

(
c
o
)

を
論
じ
た
。
そ
れ
故
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
認
識
の
可
能
性
の
問
題
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
我



ncft

我
は
こ
の
　
「
絶
対
者
の
語
義
に
立
ち
向
か
う
」
　
へ
-
ゲ
ル
の
姿
を
'
第
三
茸
に
お
い
て
は
　
F
.
短
対
着
へ
の
上
り
道
」
と
し
て
'
ま
た
末
輩

で
は
ア
ソ
チ
ノ
・
、
、
-
論
と
し
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
'
悟
性
の
働
き
は
「
理
性
の
隠
さ
れ
た
働
き
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
へ

そ
の
働
き
は
究
極
点
に
お
い
て
は
論
理
的
帰
結
と
し
て
ア
ソ
チ
ノ
・
,
、
I
に
至
り
へ
結
局
は
反
省
の
自
己
破
壊
な
い
し
直
観
の
要
請
と
い
う

仕
方
で
絶
対
者
に
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
o
そ
の
よ
う
滋
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
論
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
た
の
は
'
絶
対
者
と
有
限

者
の
関
係
を
「
実
体
性
の
連
関
」
に
お
い
て
捉
え
る
ス
ピ
ノ
ザ
的
表
象
で
あ
っ
た
0

さ
て
'
い
ま
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
'
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
の
冒
頭
に
配
さ
れ
て
い
る
「
原
則
の
体
系
」
の
解
釈
で
あ
る
.

「
形
而
上
学
」
の
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
論
理
学
」
は
'
勿
論
ま
だ
後
年
の
思
弁
的
論
理
学
で
は
な
く
へ
有
限
な
認
識
批
判
と
し
て
'

「
形
而
上
学
」
　
へ
の
導
入
を
司
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
へ
　
こ
の
「
論
理
学
」
か
ら
「
形
而
上
学
」
　
へ
の
導
入
の
過
程
を
詳
細
に
論
じ
る
こ

3
岨
E

と
は
で
き
な
い
が
'
『
イ
エ
ナ
論
理
学
』
　
の
課
題
が
「
反
省
哲
学
の
体
系
的
批
判
」
で
あ
り
へ
　
そ
の
批
判
の
完
成
を
ま
っ
て
思
弁
的
形
而

上
学
が
始
ま
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
'
『
差
異
論
文
』
　
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
R
e
f
l
e
x
i
o
n

か
ら
S
p
e
k
u
l
a
t
i
o
n
　
へ
の
道
程
が
'
1
八
〇
四
～
五
年
に
お
い
て
は
t
 
L
o
g
i
k
か
ら
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
　
へ
の
道
程
と
し
て
完
遂
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
観
点
に
つ
い
て
は
'
ト
レ
ー
デ
も
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
も
同
1
の
見
解
で
あ
る
.
し
か
も
ト
レ
ー
デ
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
理

学
の
終
わ
り
を
'
唯
一
可
能
な
理
性
的
命
題
と
し
て
の
根
拠
律
の
思
弁
的
構
造
へ
の
洞
察
に
よ
っ
て
へ
悟
性
が
理
性
に
高
ま
る
と
い
う
意

lT-upVi

味
に
お
い
て
構
想
し
た
」
と
語
っ
て
も
い
る
。
管
見
に
お
い
て
も
'
「
論
理
学
」
に
お
け
る
有
限
な
認
識
批
判
の
成
果
は
'
「
形
而
上
学
」

冒
頭
の
「
原
則
の
体
系
」
'
と
り
わ
け
「
根
拠
律
」
　
の
節
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
新
し
さ
は
へ
　
こ
の
成
果
を
フ
ィ
ヒ
テ

の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
三
原
則
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
0

(
b
)
　
排
中
律

排
中
律
は
「
あ
る
も
の
は
A
で
あ
る
か
ま
た
は
非
A
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
へ
第
三
の
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
原
則
で

(
」
)

あ
り
'
『
大
論
理
学
』
で
は
「
本
質
論
」
　
の
注
解
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
排
中
律
は
一
般
的
に
は
「
あ
る
物
に
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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七
二

全
て
の
述
語
の
な
か
で
こ
の
述
語
そ
の
も
の
か
そ
れ
の
非
存
在
か
が
属
す
る
」
(
W
d
L
.
,
2
8
5
)
と
さ
れ
て
い
る
o
　
な
る
ほ
ど
へ
　
1
般
的
な

意
味
で
の
同
1
律
や
矛
盾
律
は
「
同
時
に
A
で
あ
り
t
　
か
つ
ま
た
非
A
で
あ
る
よ
う
な
あ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
り
'

こ
の
悟
性
的
原
則
を
遵
守
す
る
と
す
れ
ば
'
排
中
律
は
「
A
で
も
非
A
で
も
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
L
へ
対
立
に
対
し
て
無
関
心
で
あ

る
第
三
の
も
の
も
存
在
し
な
い
」
(
W
d
L
.
,
2
8
6
)
と
い
う
原
則
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o
 
L
か
L
t
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
排
中
律
の
う
ち

に
は
'
「
対
立
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
第
三
の
も
の
が
存
在
す
る
'
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
A
そ
の
も
の
が
現
存
す
る
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
語

り
へ
一
般
的
な
排
中
律
理
解
と
は
全
-
相
反
す
る
立
場
に
立
つ
。
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
排
中
律
理
解
は
'
以
下
の
言
説
の
中
に
明
快
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
命
題
(
排
中
律
)
は
ま
ず
へ
一
切
の
も
の
は
対
立
し
た
も
の
で
あ
り
'
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
か
否
定
的
な
も
の
と
し
て
か

の
い
ず
れ
か
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
お
り
へ
　
(
従
っ
て
)
同
1
性
は
差
異
性
へ
'
そ
し
て
差
異
性

は
対
立
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
点
に
お
の
れ
の
必
然
性
を
有
し
て
い
る
真
要
な
命
題
で
あ
る
。
」
(
W
d
L
.
,
2
8
5
)

こ
の
よ
う
に
排
中
律
は
'
規
定
性
の
定
立
と
'
規
定
性
の
移
行
'
換
言
す
れ
ば
止
揚
と
い
う
運
動
を
含
ん
で
い
る
命
題
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
排
中
律
理
解
に
お
い
て
は
、
第
三
の
も
の
は
,
規
定
性
の
対
立
の
「
根
拠
」
と
さ
れ
,
対
立
す
る
規
定
性
が

帰
っ
て
い
-
「
反
省
の
統
こ
(
w
d
L
.
,
2
8
6
)
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
が
『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
排
中
律
理
解
の
概

要
で
あ
る
。
し
か
し
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
に
お
い
て
'
こ
の
よ
う
な
排
中
律
理
解
に
到
達
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
以
下
で
は
'
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
に
密
着
し
て
排
中
律
の
展
開
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
(
l
八
〇
四
～
五
年
)
に
お
い
て
'
排
中
律
は
「
多
」
(
d
a
s
 
V
i
e
l
e
)
と
「
多
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
「
　
J
(
d
i
e

E
i
n
h
e
i
t
)
と
の
対
立
関
係
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
多
と
い
う
規
定
性
に
と
っ
て
'
一
と
い
う
規
定
性
を
排
除
す
る
こ
と
は

「
自
分
の
外
に
は
い
か
な
る
他
者
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
(
J
M
.
,
1
3
3
)
'
こ
れ
に
よ
っ
て
「
1
切
の
第
三
の
も
の
」

が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
排
中
律
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
排
中
符
に
済
む
論
弁
を
以
下
の
よ
う
に
丑
冒
し
て
い
る
o
　
そ
も
そ
も
多
が
多
と
し
て
存
在
す
る
の

は
'
な
ん
ら
か
の
規
定
性
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
多
で
あ
る
こ
と
は
当
然
「
1
着
」
(
E
i
n
s
)
で
あ
る
こ
と
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
多
は
一
者
と
し
て
多
で
あ
る
。
つ
ま
り
多
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
'
「
自
己
自
身
の
反
対
」
で
あ
る
一
を
自
分
の

「
構
成
要
素
」
(
G
l
i
e
d
e
r
)
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
多
は
こ
の
よ
う
蝣
ォ
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
多
が
否
定
的
に
排
除
す
る
1
は
'
多
に
と
っ

て
「
無
関
心
な
も
の
」
で
は
な
い
。
一
は
多
自
身
の
「
他
者
」
で
あ
る
か
ら
へ
多
は
一
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
逆
に
一
を
「
自
分

自
身
の
他
者
」
と
し
て
定
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
へ
多
は
一
の
否
定
に
よ
っ
て
へ
多
と
し
て
の
自
分
を
「
存
在
」
と
し
て
定

立
す
る
と
同
時
に
へ
も
う
1
方
で
は
'
1
と
し
て
の
自
分
を
「
無
」
と
し
て
定
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
多
は
そ
れ
自
身
に
お
い

て
「
絶
対
的
矛
盾
」
(
d
e
r
 
a
b
s
o
l
u
t
e
 
W
i
d
e
r
s
p
r
u
c
h
)
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
'
そ
れ
を
他
面
か
ら
見
れ
ば
'
多
は
1
の
否
定
に
よ
っ
f
V
t

お
の
れ
の
単
純
な
規
定
性
か
ら
抜
け
出
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
'
多
は
な
る
ほ
ど
多
(
A
)
で
あ
る
と
き
に
'
1
　
(
非
A
)
で
あ
る

か
ら
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
逆
に
'
多
で
も
1
で
も
あ
る
「
多
そ
の
も
の
」
へ
　
つ
ま
り
排
中
律
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
て
い
た

A
と
非
A
の
「
第
三
の
も
の
」
　
へ
と
'
多
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
第
三
の
も
の
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
実
際
に
は
こ
れ
ら
構
成
要
素
の
第
三
の
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
第
三
の
も
の
は
t
の
両
項
の
絶
対
的
な
直
接

的
統
1
で
あ
り
'
そ
し
て
の
自
己
自
身
に
お
け
る
単
純
な
自
己
破
壊
で
あ
り
'
用
自
己
自
身
に
お
い
て
規
定
性
の
反
対
で
あ
り
'
ま

た
廃
棄
さ
れ
た
規
定
性
の
反
対
で
も
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
概
念
で
あ
る
。
」
(
J
M
.
,
1
3
4
)

こ
こ
に
排
中
律
の
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
。
排
中
律
に
お
い
て
は
'
第
三
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
排
中
律
自
体
が

第
三
の
も
の
の
1
つ
の
現
れ
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
0
存
在
す
る
の
は
第
三
の
も
の
で
あ
り
'
そ
の
第
三
の
も
の
は
'
引
用
文
で

示
さ
れ
た
よ
う
に
三
つ
の
存
在
様
式
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
の
直
接
的
統
1
　
(
同
1
性
)
t
は
自
己
自
身
に
お
け
る
単

(
8
0

純
な
破
壊
(
非
同
l
性
)
'
川
絶
対
的
概
念
(
同
1
性
と
非
同
1
性
の
同
l
性
)
　
で
あ
る
。
1
般
的
な
意
味
で
の
排
中
律
は
川
を
捨
象
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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七
四

て
t
の
と
脚
を
抽
象
的
対
立
的
に
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
(
1
八
〇
四
～
五
年
)
の

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
'
『
大
論
理
学
』
と
同
様
に
'
排
中
律
は
第
三
の
も
の
へ
す
な
わ
ち
根
拠
へ
向
か
う
反
省
の
一
断
面
と
し
て
把
捉

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
三
原
則
批
判
を
再
考
す
る
と
き
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
三
原
則
を
単
純
に
一
般
的

な
排
中
律
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
一
原
則
と
第
二
原
則
を
並
立
的
原
則
と
し
て
理
解
し

し
ゆ
つ
た
い

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
'
彼
が
第
三
原
則
を
排
中
律
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
'
基
本
的
に
は
こ
こ
か
ら
出
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
へ
第
三
原
則
は
自
我
と
非
我
と
の
反
立
(
対
立
)
を
扱
う
が
'
そ
こ
で
は
'
非
我
は
自
我
の
負
量
と
し
て
'
自
我
の
定
立
さ
れ
る

部
分
で
は
定
立
さ
れ
な
い
'
従
っ
て
へ
彼
が
第
三
原
則
を
t
 
A
か
非
A
か
'
自
我
か
非
我
か
の
ど
ち
ら
か
が
真
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る

(S)

法
則
と
し
て
'
つ
ま
り
排
中
律
と
し
て
み
な
し
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
フ
ィ
ヒ
テ
に

お
い
て
は
第
三
原
則
は
排
中
律
で
は
な
-
'
根
拠
律
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
へ
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
と
非
我
t
 
A
と
非
A
の
反

立
を
根
拠
へ
の
発
展
の
契
機
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
そ
う
で
あ
る
な
ら
1
八
〇
1
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
観
点
を
十
分
に

理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
先
述
し
た
ラ
ウ
ト
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
視
点
も
生
じ
て
-
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
'
い
ま
や
ヘ
ー
ゲ
ル
は
排
中
律
を
根
拠
と
の
連
関
の
な
か
で
思
惟
し
う
る
地
平
を
切
り
拓
い
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
'
ヘ

ー
ゲ
ル
は
や
っ
と
フ
ィ
ヒ
テ
三
原
則
を
そ
の
深
み
に
お
い
て
理
解
す
る
地
点
に
到
達
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

O
)
　
結
び
に
付
え
て
　
-
　
根
拠
待

排
中
律
の
場
合
と
同
様
に
'
こ
こ
で
も
『
大
論
理
学
』
か
ら
始
め
よ
う
。
『
大
論
理
学
』
は
'
「
矛
盾
(
律
)
」
を
媒
介
に
し
て
「
根
拠
」

へ
と
進
展
す
る
の
で
あ
る
が
'
ま
ず
こ
の
移
行
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
矛
盾
に
つ
い
て
の
1
殻
的
な
考
え
方
は

「
矛
盾
は
主
観
的
な
反
省
の
産
み
出
す
誤
謬
」
で
あ
り
'
「
矛
盾
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
基
本
的
に
は
こ

の
よ
う
な
矛
盾
論
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
章
第
二
節
で
触
れ
て
お
い
た
が
'
絶
対
我
の
絶
対
性
と
は
無
限
で
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あ
る
と
同
時
に
有
限
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
'
無
限
と
有
限
と
は
'
い
わ
ば
絶
対
我
の
表
と
頁
で
あ
っ
て
'
そ
れ
ら
を
決

し
て
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
'
「
理
論
的
知
識
学
」
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
矛
盾
'
す
な
わ
ち
「
非
我

は
自
己
自
身
に
お
い
て
実
在
性
を
有
す
る
」
と
い
う
命
局
と
「
非
我
は
自
己
の
う
ち
に
い
か
な
る
実
在
性
も
有
し
て
い
な
い
」
と
い
う
命

題
と
の
矛
盾
は
'
「
交
互
限
定
」
に
お
い
て
は
解
か
れ
え
ぬ
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
も
'
所
詮
は
「
み
か
け
上
の
　
(
s
c
h
e
i
n
b
a
r
)
矛
盾
」

(
G
d
W
.
,
1
3
4
)
　
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
'
矛
盾
は
外
的
反
省
に
起
因
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
'
事
柄
そ
れ
自
体
に
現
存
す
る
も
の

で
あ
り
'
「
あ
ら
ゆ
る
自
己
運
動
の
原
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
　
(
W
d
L
.
,
2
8
7
)
-
以
下
の
引
用
文
が
へ
　
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
矛
盾

と
根
拠
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
あ
る
も
の
が
生
け
る
も
の
で
あ
る
の
は
'
そ
れ
が
矛
盾
を
自
己
の
う
ち
に
含
み
へ
　
し
か
も
矛
盾
を
自
己
の
う
ち
に
把
握
し
保
持
す

る
力
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
(
中
略
'
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
)
そ
れ
は
生
け
る
統
一
そ
れ
自
身
で
は
な
く
へ
根
拠
で
も
な
く
'

矛
盾
に
お
い
て
没
落
す
る
。
」
(
e
b
e
n
d
a
)

こ
こ
で
は
'
根
拠
が
「
生
け
る
統
こ
と
さ
れ
'
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
は
'
そ
れ
が
「
矛
盾
を
自
己
の
う
ち
に
包
摂
す
る
力
」
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
t
と
さ
れ
て
い
る
。
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
の
「
排
中
律
」
に
お
い
て
導
出
さ
れ
た
「
第
三
の
も
の
」
が
'
か
か
る
も
の

と
し
て
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
「
根
拠
律
」
に
お
い
て
は
へ
　
そ
の
観
点
が
よ
-
深
め
ら
れ
て
'
「
規
定
性
」
が
根
拠
を
も

つ
と
い
う
こ
と
が
二
重
の
意
味
で
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
意
味
は
'
根
拠
は
「
規
定
さ
れ
た
も
の
の
根
拠
と
し
て
の
統
二
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
規
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
見
た
根
拠
で
あ
る
t
　
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
意
味
は
'
「
規
定
性
が

根
拠
か
ら
産
出
さ
れ
る
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
「
根
拠
が
自
己
白
身
の
反
対
と
な
り
へ
自
己
自
身
に
対
立
す
る
」
と
い
う

根
拠
の
働
き
か
ら
規
定
性
を
見
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
(
V
g
1
.
,
J
M
.
,
1
3
5
)
-
こ
の
よ
う
に
根
拠
は
'
規
定
性
と
し
て
自
ら
を
産
出
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
己
に
対
立
す
る
働
き
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
こ
の
よ
う
な
根
拠
の
働
き
を
「
自
己
同
1
的
規
定
性
(
e
i
n
e
s
i
c
h
 
s
e
l
b
s
t
-

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容



742

ヘ
ー
ゲ
ル
学
報
　
第
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

g
l
e
i
c
h
e
 
B
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
)
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
名
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
自
己
同
1
的
規
定
性
と
し
て
の
根
拠
の
働
き
が
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n

(
認
識
す
る
働
き
)
自
身
の
「
反
省
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
(
e
b
e
n
d
a
)
。
こ
の
視
点
は
'
イ
エ
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
生
成
に
お

い
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
視
点
が
も
つ
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
'
ま
ず
根
拠
と
E
r
k
e
n
n
e
n
と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
8
)

E
r
k
e
n
n
e
n
は
『
イ
エ
ナ
論
理
学
』
に
お
け
る
有
限
な
認
識
批
判
を
通
じ
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
導
出
の
過
程
で
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n

は
「
自
己
同
1
的
規
定
性
」
と
し
て
即
日
的
に
は
「
絶
対
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
　
(
V
g
1
.
,
J
L
.
,
1
2
4
)
。
他
方
で
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
E
r
k
e
n
n
e
n

と
根
拠
に
関
し
て
'
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
の
始
ま
り
に
お
い
て
は
「
そ
れ
ら
は
我
々
に
と
っ
て
は
同
1
で
あ
る
」
(
J
M
.
(
1
3
6
)
が
'
「
そ

れ
ら
は
そ
れ
ら
自
身
に
と
っ
て
は
ま
だ
1
つ
の
も
の
で
は
な
い
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
根
拠
と
E
r
k
e
n
n
e
n
の
関
係

の
な
か
に
'
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
根
拠
律
」
に
お
い
て
語
ろ
う
と
し
た
も
の
を
明
確
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
'
以
下
の
引
用
文
を

媒
介
に
し
な
が
ら
へ
　
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
従
っ
て
へ
根
拠
は
E
r
k
e
n
n
e
n
自
身
の
反
省
と
し
て
'
自
己
自
身
の
う
ち
で
完
結
し
た
単
純
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
E
r
k
e
n
n
e
n

は
こ
の
よ
う
に
し
て
'
根
拠
へ
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
に
到
達
し
て
い
る
。
(
そ
し
て
そ
こ
で
)
自
分
を
自
体
(
d
a
s

A
n
 
s
i
c
h
)
と
し
て
兄
い
だ
す
o
　
(
こ
れ
ま
で
は
)
我
々
に
と
っ
て
E
r
k
e
n
n
e
n
が
自
体
で
あ
っ
た
の
だ
が
'
(
い
ま
や
)
根
拠
が

E
r
k
e
n
n
e
n
に
対
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
E
r
k
e
n
n
e
n
が
E
r
k
e
n
n
e
n
に
と
っ
て
自
体
で
あ
る
。
」
(
J
M
.
,
1
3
5
)

「
(
こ
れ
ま
で
は
)
我
々
に
と
っ
て
E
r
k
e
n
n
e
n
が
自
体
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
'
「
論
理
学
」
の
境
地
で
の
こ
と
で
あ
り
'
こ

の
過
程
が
E
r
k
e
n
n
e
n
の
「
第
1
の
生
成
」
(
J
M
,
1
3
6
)
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
を
経
て
E
r
k
e
n
n
e
n
は
規
定
性
の
根
拠
に
辿
り
着
い
て
い

る
。
「
我
々
に
と
っ
て
は
」
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n
は
そ
れ
自
身
娩
定
性
の
根
拠
で
あ
る
か
ら
へ
　
こ
れ
に
よ
っ
て
E
r
k
e
n
n
e
n
2
2
ま
'
根
拠
と
し
て
の

自
分
に
達
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
ま
だ
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n
の
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n

に
と
っ
て
根
拠
は
、
「
即
日
的
E
r
k
e
n
n
e
n
」
と
も
呼
ば
れ
る
娩
定
性
の
へ
そ
の
否
定
的
統
1
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
勿
論
「
我
々
に
と
っ
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て
は
」
へ
　
つ
ま
り
本
来
的
に
は
'
か
か
る
否
定
的
統
一
と
し
て
の
根
拠
は
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n
の
「
自
己
自
身
へ
の
反
省
」
(
e
b
e
n
d
a
)
で
あ
り
'

(S)

E
r
k
e
n
n
e
n
が
自
分
を
自
分
の
内
容
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n
は
「
こ
の
他
者
で
あ
る
E
r
k
e
n
n
e
n
(
否
定
的
統
1

と
し
て
の
枚
拠
)
を
ま
だ
自
己
自
身
と
し
て
は
承
認
し
て
い
な
い
」
(
e
b
e
n
d
a
)
　
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
へ
　
こ
の
他
者
と
し
て
の
根

拠
を
自
分
と
し
て
承
認
し
、
自
覚
し
て
い
-
過
程
が
必
要
と
な
る
が
'
そ
の
過
程
が
E
r
k
e
n
n
e
n
の
「
第
二
の
生
成
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
し
て

の
「
形
而
上
学
」
に
他
な
ら
な
い
.
こ
の
よ
う
な
E
r
k
e
n
n
e
n
の
生
成
の
過
程
が
E
r
k
e
n
n
e
n
の
「
自
己
自
身
へ
の
還
帰
(
R
i
i
c
k
g
a
n
g
)

の
円
環
運
動
」
(
J
M
.
,
1
3
5
)
と
形
容
さ
れ
る
と
き
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
根
拠
律
」
に
お
い
て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
。

さ
て
'
根
拠
律
は
「
す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
の
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
で
言
表
さ
れ
る
。
『
大
論
理
学
』
の
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
根
拠
律
は
1
般
的
に
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
へ
存
在
す
も
も
の
は
直
接
的
な
も
の
で
は

な
-
'
む
し
ろ
根
拠
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
従
っ
て
存
在
す
る
も
の
は
根
拠
の
う
ち
に
あ
り
へ
根
拠
へ
帰
っ
て
行
-
べ
き

も
の
で
あ
る
t
　
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
　
(
V
g
1
.
,
W
d
L
.
,
2
9
3
)
-
勿
論
へ
　
へ
I
ゲ
ル
は
根
拠
律
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
意
味

を
承
認
す
る
が
'
さ
ら
に
1
歩
突
っ
込
ん
で
'
根
拠
律
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
充
足
理
由
律
」
と
し
て
も
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
充
足
理
由
律
が
因
果
律
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
'
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
'
因
果
律
は
存
在
の
関
係
を
「
外
的
偶
然
的
」
に
し
か
結
合
で
き
ず
'
本

質
的
統
1
に
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
'
そ
の
理
由
は
因
果
律
が
立
て
る
「
機
械
原
田
」
　
の
根
底
に
'
1
切
の
も
の
を
本
質

的
統
1
に
も
た
ら
し
ひ
と
つ
の
全
体
と
な
す
「
日
的
」
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
へ
最
後
に
'
充
足
理
由
律
に
お

け
る
根
拠
は
'
因
果
的
な
諸
原
因
を
も
根
拠
づ
け
る
根
拠
へ
全
体
を
「
日
的
」
に
お
い
て
統
T
 
L
結
合
す
る
「
究
極
原
因
」
(
E
n
d
u
r
s
a
c
h
e
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
7
八
〇
四
～
五
年
に
'
す
で
に
こ
の
よ
う
な
根
拠
の
構
想
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
　
E
r
k
e
n
n
e
n
の
運
動
は
'
ま
ず

「
根
拠
」
と
し
て
の
E
r
k
e
n
n
e
n
自
身
の
反
省
で
あ
る
が
'
こ
の
反
省
が
「
E
r
k
e
n
n
e
n
が
自
己
自
身
に
対
し
て
自
分
と
は
別
の
も
の
と
な

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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七
八

る
」
　
こ
と
(
J
M
.
,
1
3
6
)
へ
す
な
わ
ち
自
己
他
化
と
捉
え
ら
れ
る
。
次
に
へ
　
こ
の
自
己
他
化
か
ら
の
反
省
が
根
拠
と
し
て
の
自
己
自
身
に

至
る
「
自
己
自
身
へ
の
還
帰
の
円
環
運
動
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
'
根
拠
と
し
て
の
E
r
k
e
n
n
e
n
は
'
自
己
自
身
を
目
的
と
す

る
「
究
極
原
因
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
の
引
用
文
は
へ
　
こ
の
観
点
を
ま
す
ま
す
明
瞭
に
す
る
。

「
(
根
拠
が
も
つ
区
別
は
)
根
拠
が
E
r
k
e
n
n
e
n
に
対
し
て
　
(
f
u
r
)
あ
り
へ
　
か
つ
　
E
r
k
e
n
n
e
n
　
の
内
に
　
(
i
n
)
あ
る
t
　
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
(
中
略
)
根
拠
が
反
省
の
道
程
を
切
り
抜
け
て
い
-
(
d
u
r
c
h
m
a
c
h
e
n
)
必
然
性
が
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
、
る
o
(
中
略
)
E
r
k
e
n
n
e
n
は
'
根
拠
に
根
拠
の
道
程
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
J
M
.
,
1
3
7
)

こ
の
文
章
の
f
u
r
は
E
r
k
e
n
n
e
n
　
の
自
己
他
化
を
t
 
i
n
は
E
r
k
e
n
n
e
n
が
自
己
他
化
に
お
い
て
自
己
に
止
ま
り
続
け
る
あ
り
方
を
表
し
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
。
根
拠
と
し
て
の
E
r
k
e
n
n
e
n
　
の
か
か
る
二
重
性
が
'
反
省
が
「
直
線
的
(
l
i
n
e
a
r
)
」
(
J
M
.
,
1
2
7
,
J
L
.
,
1
2
2
)
　
に
無

限
進
行
す
る
の
で
は
な
-
'
自
己
還
帰
す
る
円
環
運
動
と
な
る
必
然
性
を
保
証
す
る
と
同
時
に
'
そ
の
日
的
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

(S)

我
々
は
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
E
r
k
e
n
n
e
n
と
し
て
の
絶
対
者
の
う
ち
に
'
自
己
意
識
的
構
造
を
も
っ
た
思
惟
主
体
へ
す
な
わ
ち
も
は

や
「
眼
の
な
い
ポ
リ
ユ
べ
モ
ス
」
で
は
な
い
　
「
眼
の
つ
い
た
ポ
リ
ユ
ペ
モ
ス
」
を
へ
　
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
結
合
根
拠
の
導
出
は
'
絶
対
我
の
根
源
的
働
き
に
基
づ
く
自
我
に
よ
る
総
合
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

右
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
'
い
ま
や
ヘ
ー
ゲ
ル
も
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
根
拠
律
を
認
識
の
発
生
的
原
理
と
し
て
承
認
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
t
l
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
受
容
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
'
そ
れ
が
絶
対
者
で

あ
る
㌢
e
n
n
e
n
の
自
己
自
身
へ
の
「
反
省
」
'
な
い
し
「
円
環
運
動
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
,
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
至
る
生
成
の

必
然
性
が
絶
対
知
へ
の
道
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
は
根
拠
律
を
「
同
等
と
反
立
の
あ
る
と
こ

ろ
」
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
的
絶
対
知
へ
の
道
を
閉
ざ
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
O
 
L
か
L
t
　
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ

テ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
己
の
哲
学
体
系
の
な
か
で
内
在
的
に
批
判
す
る
地
歩
を
『
論
理
学
・
形
而
上
学
』
(
一
八
〇
四
～
五
年
)
に
お
い
て
固

め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
(
他
者
を
廃
棄
す
る
)
E
r
k
e
n
n
e
n
は
絶
対
我
へ
す
な
わ
ち
否
定
的
1
着
と
し
て
の
E
r
k
e
n
n
e
n



tJK

で
あ
る
」
C
J
M
.
,
1
2
7
)
　
と
語
る
o
　
こ
こ
で
は
絶
対
我
は
'
規
定
性
の
否
定
的
統
1
と
い
う
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
f
P
　
へ
I
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
'
か
か
る
統
1
を
自
己
と
し
て
認
識
し
て
い
-
過
程
が
'
形
而
上
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ

(
W

ィ
ヒ
テ
哲
学
の
位
置
づ
け
は
'
な
お
反
省
哲
学
の
枠
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
他
の
機
会
に
詳

細
に
論
じ
た
い
。
と
も
あ
れ
'
イ
エ
ナ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
生
成
に
お
い
て
'
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
拠
律
の
思
想
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
発

展
の
大
き
な
'
バ
ネ
に
な
っ
た
。
だ
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
は
'

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
真
に
フ
ィ
ヒ
テ
を
超
え
て
い
く
こ
と
で
も

l(了)

「

引
用
省
喝
記
号

フ
ィ
ヒ
テ

Z
u
r
=
Z
u
r
 
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
v
o
n
 
S
c
h
e
l
l
i
n
g
.
s
 
l
d
e
n
t
i
t
a
t
s
y
s
t
e
m
e
.
G
A
.
d
e
r
 
B
a
y
e
r
i
s
c
h
e
n
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 
d
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
.
N
a
c
h
-

g
e
l
a
s
s
e
n
e
 
S
c
h
r
i
f
t
e
n
,
B
d
.
5
,
1
9
7
9
.
　
『
叙
述
の
た
め
に
』
と
略
す
。

G
d
W
-
G
r
u
n
d
l
a
g
e
 
d
e
r
 
g
e
s
a
m
m
t
e
n
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
F
i
c
h
t
e
s
 
W
e
r
k
e
,
B
d
.
1
,
h
r
s
g
.
v
.
I
.
H
.
F
i
c
h
t
e
,
1
9
7
1
.

シ
ェ
リ
ン
グ

D
a
r
-
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
m
e
i
n
e
s
 
S
y
s
t
e
m
s
 
d
e
r
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
,
S
c
h
e
l
l
i
n
g
s
 
W
e
r
k
e
,
B
d
.
3
,
h
r
s
g
.
v
.
M
.
S
c
h
r
o
t
e
r
,
1
9
2
7
.
-
　
『
叙
述
』

と
略
す
。

m
^

D
i
f
f
-
D
i
f
f
e
r
e
n
z
 
d
e
s
 
F
i
c
h
t
e
s
c
h
e
n
 
u
n
d
 
S
c
h
e
l
l
i
n
g
s
c
h
e
n
 
S
y
s
t
e
m
s
 
d
e
r
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
G
.
W
.
F
.
H
e
g
e
l
,
G
W
.
,
h
r
s
g
.
v
.
D
e
u
-

t
s
c
h
e
n
 
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
,
B
d
.
4
,
1
9
6
8
.

J
L
-
J
e
n
a
e
r
 
S
y
s
t
e
m
e
n
t
w
i
i
r
f
e
 
I
I
,
e
b
e
n
d
a
,
B
d
.
7
.
1
9
7
1
.

J
M
=
E
b
e
n
d
a
.

W
d
L
-
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
d
e
r
 
L
o
g
i
k
,
e
b
e
n
d
a
,
B
d
.
l
l
,
1
9
7
8
.

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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P
d
G
=
P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
G
e
i
s
t
e
s
,
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
B
i
b
l
i
o
t
h
e
k
 
1
1
4
,
h
r
s
g
.
v
.
J
.
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
1
9
5
2
.

*
な
お
'
引
用
文
中
の
(
　
)
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

珪
(

蝣

-

0

 

V

g

l

,

W

.

W

i

n

d

e

l

b

a

n

d

,

D

i

e

 

E

r

n

e

u

e

r

u

n

g

d

e

s

 

H

e

g

e

l

i

a

n

i

s

m

u

s

,

i

n

‥

P

r

a

l

u

d

i

e

n

;

　

A

u

f

s

a

t

z

e

 

u

n

d

R

e

d

e

n

 

z

u

r

 

P

h

i

l

o

s

o

p

h

i

c

u
n
d
i
h
r
e
r
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
B
d
.
1
,
1
9
2
4
.

0
)
　
R
.
K
r
o
n
e
r
,
H
e
g
e
l
z
u
m
 
1
0
0
.
T
o
d
e
s
t
a
g
e
,
1
9
3
2
.

H
.
G
l
o
c
k
n
e
r
,
H
e
g
e
l
 
u
n
d
 
s
e
i
n
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
(
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
r
e
d
e
 
z
u
 
s
e
i
n
e
m
 
h
u
n
d
e
r
t
s
t
e
n
 
T
o
d
e
s
t
a
g
e
 
a
m
　
1
4
.
N
o
v
e
m
b
e
r
,

1
9
3
1
)
,
1
9
3
1
.

/
.
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
r
e
d
e
,
1
9
3
2
.

(

ォ

)

　

V

g

1

.

,

K

.

B

u

s

i

n

g

,

U

b

e

r

d

a

s

 

V

e

r

h

巴

t

n

i

s

 

H

e

g

e

l

s

z

u

 

F

i

c

h

t

e

,

i

n

‥

P

h

i

l

o

s

o

p

h

i

s

c

h

e

R

u

n

d

s

c

h

a

u

,

2

0

.

.

1

9

7

3

.

(
"
*
)
　
V
g
1
.
,
L
.
S
t
e
p
,
H
e
g
e
l
s
 
F
i
c
h
t
e
k
r
i
t
i
k
u
n
d
d
i
e
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
v
o
n
1
8
0
4
,
1
9
7
0
.

(

m

)

　

V

g

1

.

,

R

.

L

a

u

t

h

,

H

e

g

e

l

s

 

s

p

e

k

u

l

a

t

i

v

e

 

P

o

s

i

t

i

o

n

 

i

n

 

s

e

i

n

e

r

サ

D

i

f

f

e

r

e

n

z

 

d

e

s

 

F

i

c

h

t

e

s

c

h

e

n

 

u

n

d

 

S

c

h

e

l

l

i

n

g

s

c

h

e

n

 

S

y

s

t

e

m

s

d
e
r
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
"
i
m
 
L
i
c
h
t
e
 
D
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
.
i
n
:
K
a
n
t
 
S
t
u
d
i
e
n
,
7
2
.
J
a
h
r
g
a
n
g
,
1
9
8
1
.
(
翻
訳
　
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
批
判
』
'
限
元
忠
敬
へ
協
同
出
版
へ
　
1
九
八
七
年
?
)

V
g
1
.
,
R
.
L
a
u
t
h
,
D
i
e
 
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
 
v
o
n
S
c
h
e
l
l
i
n
g
s
 
l
d
e
n
t
i
t
a
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
i
n
 
d
e
r
A
u
s
e
i
n
a
n
d
e
r
s
e
t
z
u
n
g
 
m
i
t
 
F
i
c
h
t
e
s
 
W
i
s
s
e
n
-

s
c
h
a
f
s
l
e
h
r
e
,
1
9
7
5
.
(
翻
訳
　
『
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ソ
グ
へ
』
、
隈
元
忠
敬
、
以
文
社
へ
　
1
九
八
二
年
。
)

(
<
o
)
　
H
.
G
l
o
c
k
n
e
r
,
H
e
g
e
l
r
e
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
u
n
d
 
N
e
u
h
e
g
e
l
i
a
n
i
s
m
u
s
.
i
n
:
L
o
g
o
s
,
X
X
.
S
.
1
6
9
.
1
9
3
1
.

(
7
)
　
ヽ
G
.
F
i
c
h
t
e
,
V
o
r
a
r
b
e
i
t
e
n
 
g
e
g
e
n
 
S
c
h
e
l
l
i
n
g
,
G
A
.
d
e
r
 
B
a
y
e
r
i
s
c
h
e
n
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 
d
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
N
a
c
h
g
e
l
a
s
s
e
n
e

S
c
h
r
i
f
t
e
n
,
B
d
.
5
,
1
9
7
9
.

(

サ

)

　

E

b

e

n

d

a

,

S

.

4

8

3

f

.

(
o
>
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
4
8
4
.



747

(
S
)
　
E
b
e
n
d
a
.

(
u
)
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
よ
う
な
欠
落
に
対
し
て
デ
ュ
ー
ジ
ソ
ク
は
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
は
『
叙
述
』
で
は
反
省
が
思
弁
に
と
っ
て
必
要
な
使
命
を
も
た

な
い
の
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
な
い
t
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
'
彼
は
'
反
省
を
方
法
化
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
が
'
『
叙
述
』
以
後

の
シ
ェ
リ
ソ
グ
'
例
え
は
『
ブ
ル
ー
ノ
』
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
て
い
る
。
V
g
1
.
,
K
.
D
t
i
s
i
n
g
,
S
p
e
k
u
l
a
t
i
o
n
u
n
d
R
e
f
l
e
x
i
o
n
,
i
n
:
H
e
g
e
1
-

S
t
u
d
i
e
n
,
B
d
.
5
,
S
.
1
1
6
.
1
9
6
9
.

(
誓
　
フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
こ
で
絶
対
我
で
は
な
く
、
絶
対
者
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
こ
の
こ
i
)
は
フ
ィ
ヒ
テ
の

変
節
問
題
と
絡
ん
で
く
る
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
こ
れ
を
議
論
し
な
い
。

(
1
)
　
フ
ィ
ヒ
テ
が
矛
盾
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
.
第
四
革
三
節
で
論
じ
る
。

(
1
)
　
デ
ュ
ー
ジ
ソ
グ
は
'
シ
ェ
リ
ソ
グ
に
お
い
て
は
t
 
W
e
s
e
n
と
存
在
の
F
o
r
m
と
の
区
別
を
'
純
粋
同
1
性
と
し
て
の
絶
対
者
の
概
念
か
ら
は

区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
主
語
の
A
と
述
語
の
A
の
区
別
を
有
す
る
A
=
A
と
い
う
命
題
も
存
立
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
(
V
g
1
.
㌧
K
.
′
、

D
i
i
s
i
n
g
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
1
2
)
。

(
」
)
　
V
g
1
.
,
R
.
K
r
o
n
e
r
,
V
o
n
 
K
a
n
t
 
b
i
s
 
H
e
g
e
l
,
B
d
.
1
,
S
.
4
1
7
.
(
1
9
2
1
u
n
d
1
9
7
7
)

(
2
)
　
原
語
は
T
h
e
s
i
s
で
あ
り
t
 
l
般
的
に
は
定
立
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
t
 
S
e
t
z
e
n
も
定
立
で
あ
る
か
ら
へ
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
正

ヽ立
と
訳
す
隈
元
訳
に
従
っ
た
。

C
M
　
ラ
ウ
ト
は
『
差
異
論
文
』
の
第
一
部
の
「
哲
学
の
欲
求
」
以
後
の
叙
述
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
く
「
絶
対
者
へ
の
上
り
道
」
と
し
て
捉
え
て
い
る

(
V
g
l
,
R
.
L
a
u
t
h
,
H
e
g
e
l
s
 
s
p
e
k
u
l
a
t
i
v
e
 
P
o
s
i
t
i
o
n
,
S
.
2
7
5
)
。

(
2
)
　
ハ
ウ
ム
は
こ
の
課
題
は
'
決
し
て
意
識
の
特
殊
性
の
単
な
る
廃
棄
や
対
象
化
さ
れ
な
い
絶
対
者
の
対
象
化
(
フ
ィ
ヒ
テ
)
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
意
識
の
対
立
の
な
か
で
主
観
と
客
観
の
同
一
性
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
と
語
る
。
従
っ
て
'
構
成
は
知
的
直
観
に
導
か
れ

つ
つ
意
識
の
反
省
の
範
囲
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
へ
そ
の
点
で
'
構
成
は
直
観
に
お
け
る
概
念
に
よ
る
作
図
で
あ
る
カ
ソ
ト
の
構
成
規

定
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
(
V
g
1
.
,
M
.
B
a
u
m
,
D
i
e
 
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
d
e
r
 
H
e
g
e
l
s
c
h
e
n
 
D
i
a
l
e
k
t
i
k
,
S
.
8
6
.
1
9
8
6
u
.
1
9
8
9
)
。

(
2
)
　
V
g
1
.
,
G
.
W
.
F
.
H
e
g
e
l
,
P
d
G
.
,
S
.
2
5
.

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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(
8
)
　
v
g
1
.
,
R
.
L
a
u
t
h
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
4
7
5
f
.

(
S
J
)
　
だ
か
ら
と
言
っ
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ス
ピ
ノ
ザ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
列
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
t
ハ
ウ
ム
は
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は
'
両
者
が

矛
盾
を
哲
学
的
方
法
と
し
て
は
全
く
導
入
し
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
矛
盾
を
'
反
省
の
最
高
の
法
則
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
哲
学

の
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
V
g
1
.
,
M
.
B
a
u
m
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
0
3
)
-

(
S
)
　
ラ
ウ
ト
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
悟
性
の
定
立
的
な
定
立
作
用
'
そ
れ
に
な
に
も
の
も
同
1
で
は
な
く
、
な
に
も
の
も
反
立
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の

あ
る
も
の
の
定
立
作
用
t
を
知
ら
な
い
」
(
R
.
L
a
u
t
h
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
2
7
5
)
と
語
る
と
き
'
そ
れ
は
へ
-
ゲ
ル
が
カ
ソ
ト
の
み
な
ら
ず
フ
ィ
ヒ
テ

を
も
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
S
3
)
　
V
g
1
.
,
R
.
L
a
u
t
h
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
2
7
7
.

(
S
i
)
　
E
b
e
n
d
a
.

(
8
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
2
7
8
.

(
8
)
　
M
.
B
a
u
m
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
0
4
.

(
5
5
)
　
キ
ム
メ
ル
レ
は
'
こ
の
よ
う
な
ア
ソ
チ
ノ
ミ
-
理
解
を
「
反
省
哲
学
を
超
え
出
る
た
め
の
基
礎
付
け
で
あ
り
'
そ
し
て
哲
学
を
純
粋
な
思
弁
と

し
て
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
へ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
受
容
す
る
論
点
を
政
治
哲
学
に
関
連
づ
け
て
'
民
族
の
普
遍
性
の

た
め
に
矛
盾
の
正
当
性
を
証
明
し
た
の
だ
と
評
し
て
い
る
(
V
g
1
.
,
H
.
K
i
m
m
e
r
l
e
,
D
a
s
 
P
r
o
b
l
e
m
d
e
r
 
A
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
h
e
i
t
d
e
s
 
D
e
n
k
e
n
s
,

H

計

e

1

-

S

t

u

d

i

e

n

,

B

e

i

h

e

f

t

,

8

,

S

.

1

0

4

.

1

9

7

2

)

-

(

c

3

)

　

/

・

M

.

T

r

e

d

e

,

H

e

g

e

l

s

 

f

r

i

i

h

e

 

L

o

g

i

k

(

1

8

0

1

-

1

8

0

3

/

0

4

)

,

i

n

‥

H

e

g

e

1

-

S

t

u

d

i

e

n

,

B

d

.

7

,

S

.

1

3

9

.

1

9

7

2

.

(
8
)
　
M
.
B
a
u
m
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
0
4
.

(
8
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
0
5
.

C
m
)
　
K
.
D
i
i
s
i
n
g
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
1
6
.

(
8
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
2
6
f
.

C

m

)

　

/

・

H

.

T

r

e

d

e

,

a

.

a

.

0

.

,

S

.

1

6

6

.
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(
3
>
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
6
0
u
n
d
1
6
5
.

(
3
)
　
キ
ム
メ
ル
レ
は
「
認
識
の
原
則
の
体
系
」
の
テ
ー
マ
は
'
『
大
論
理
学
』
と
い
う
変
更
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
'
「
本
質
論
」
と
し
て
再
帰
す
る

と
語
っ
て
い
る
(
V
g
1
.
,
H
.
K
i
m
m
e
r
l
e
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
2
4
)
-

(
8
)
　
こ
の
川
は
す
で
に
根
拠
律
を
表
し
て
い
る
。
ト
レ
ー
デ
は
イ
エ
ナ
期
の
へ
-
ゲ
ー
ル
「
論
理
学
・
形
而
上
学
」
構
想
に
お
い
て
は
'
論
理
学
か
ら

形
而
上
学
へ
の
移
行
は
根
拠
律
の
説
明
を
手
が
か
り
に
し
て
な
さ
れ
た
と
し
'
そ
の
上
で
'
根
拠
律
こ
そ
「
同
一
性
の
命
題
(
同
一
律
)
と
非
同
一

性
の
命
題
(
矛
盾
律
)
と
の
統
こ
を
表
す
「
唯
一
の
命
題
」
で
あ
る
と
す
る
(
V
g
1
.
,
/
.
H
.
T
r
e
d
e
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
6
6
)
-

(
S
o
)
　
例
え
ば
'
近
藤
良
樹
氏
は
'
第
三
原
則
は
A
か
も
し
く
は
非
A
の
真
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
だ
か
ら
排
中
律
に
な
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
と
し
へ
反
立
的
な
も
の
で
あ
る
A
と
非
A
の
可
分
的
合
1
と
い
う
形
式
自
体
か
ら
は
'
根
拠
は
導
出
さ
れ
え
な
い
.
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
疑
問
を

呈
し
て
い
る
。
近
藤
艮
樹
『
弁
証
法
的
範
鴫
論
へ
の
道
程
　
-
　
カ
ソ
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
・
シ
ェ
リ
ソ
グ
』
　
1
九
八
八
年
へ
九
州
大
学
出
版
会
。

(
3
)
　
『
イ
エ
ナ
論
理
学
』
の
最
終
章
の
比
関
係
(
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
)
は
方
法
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
部
分
は
『
精
神
現
象
学
』
の
序
論
で
数
学

的
認
識
の
方
法
を
哲
学
的
認
識
の
方
法
か
ら
批
判
す
る
部
分
と
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
'
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て

は
'
哲
学
的
認
識
が
定
在
の
生
成
と
本
質
の
生
成
の
両
者
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
'
数
学
的
認
識
は
定
在
の
生
成
の
み
を
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
'
こ
の
点
に
お
い
て
数
学
的
認
識
は
批
判
さ
れ
て
い
る
。
『
イ
エ
ナ
論
理
学
』
の
比
関
係
は
'
か
か
る
数
学
的
認
識
の
批
判
に
該
当
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
批
判
を
通
し
て
形
而
上
学
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
は
哲
学
的
認
識
の
地
平
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
V
g
1
.
,
G
.
W
.
F
-

H
e
g
e
l
,
P
d
G
,
S
.
3
5
f
.
)
。

(
8
)
　
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
内
容
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
'
独
立
し
た
対
象
で
は
な
く
て
t
 
E
r
k
e
n
n
e
n
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
へ
形
而
上
学
的
認
識
は
'
「
自
己
認
識
」
で
あ
る
(
V
g
1
.
,
M
.
B
a
u
m
,
Z
u
r
 
M
e
t
h
o
d
e
 
d
e
r
 
L
o
g
i
k
 
u
n
d
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 
b
e
i
m

J
e
n
a
e
r
 
H
e
g
e
l
,
i
n
:
H
e
g
e
l
-
S
t
u
d
i
e
n
,
B
e
i
h
e
f
t
,
2
0
,
S
.
1
3
8
.
1
9
7
7
)
。

C
3
)
　
キ
ム
メ
ル
レ
は
'
ロ
ー
ゼ
ソ
タ
ラ
ソ
ツ
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
で
指
摘
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
接
近
を
、
こ
の
点
に
見
て
い
る
。
こ
の
親
方
は
適
切

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
へ
　
こ
の
観
点
を
キ
ム
メ
ル
レ
は
'
「
認
識
と
い
う
理
念
が
形
而
上
学
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
で
始
ま

る
草
稿
か
ら
直
接
導
出
し
て
い
る
。
こ
の
草
稿
は
ラ
ッ
ソ
ソ
版
で
は
本
文
の
註
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
'
所
謂
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
'
『
全
集
』

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
受
容
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で
は
「
形
而
上
学
の
構
成
草
稿
」
と
し
て
「
付
録
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
へ
ト
レ
ー
デ
は
こ
の
草
稿
は
一
八
〇
四
～
五
年
以
前
の
作
と
し
て

い
る
(
V
g
1
.
,
/
.
H
.
T
r
e
d
e
,
a
.
a
.
O
.
S
.
1
2
0
)
-
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
時
期
に
は
「
認
識
す
る
意
識
の
へ
　
そ
の
認
識
す

る
こ
と
へ
の
関
係
に
つ
い
て
の
反
省
」
(
H
.
K
i
m
m
e
r
l
e
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
2
0
)
を
通
じ
て
へ
真
に
超
越
論
的
立
場
に
立
ち
え
て
い
る
の
で
あ
る
.

キ
ム
メ
ル
レ
が
こ
の
傾
向
を
「
強
化
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
志
向
」
(
e
b
e
n
d
a
)
と
呼
ぶ
の
は
'
至
極
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
キ
ム
メ
ル

レ
の
次
の
叙
述
は
'
『
イ
エ
ナ
形
而
上
学
』
　
へ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
と
り
わ
け
ス
ピ
ノ
ザ
や

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
古
い
前
カ
ソ
ト
的
形
而
上
学
の
装
置
を
自
分
の
叙
述
の
内
に
採
用
す
る
が
'
こ
の
叙
述
に
概
念
の
形

式
を
'
つ
ま
り
自
分
自
身
を
確
信
す
る
学
的
哲
学
的
思
惟
の
形
式
を
(
フ
ィ
ヒ
テ
を
通
じ
て
)
与
え
る
」
(
e
b
e
n
d
a
,
S
.
1
2
1
)
。

(
3
)
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
イ
エ
ナ
論
理
学
』
を
「
弁
証
法
」
'
「
観
念
論
」
(
I
d
e
a
l
i
s
m
u
s
)
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
(
J
M
.
(
S
.
1
2
7
)
。
そ
の
場
合
'
そ
れ
ら

の
タ
ー
ム
は
'
ハ
ウ
ム
の
言
う
よ
う
に
'
反
省
哲
学
と
し
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
意
味
し
て
い
た
(
V
g
1
.
,
M
.
B
a
u
m
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
1
3
8
)
-

付
記本

稿
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
会
京
都
研
究
発
表
大
会
(
一
九
九
六
年
十
二
月
二
十
三
日
)
で
発
表
し
た
『
イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
ゴ
ス
』
を
'
大
幅

に
補
正
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

＼

(
筆
者
　
や
ま
う
ち
・
ひ
ろ
た
か
　
広
島
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
教
授
)

〔
編
輯
老
附
記
〕
　
当
京
都
ヘ
ー
ゲ
ル
読
書
会
は
本
論
文
を
平
成
九
年
八
月
八
日
に
お
預
り
し
た
。



heit" und „die sich wissende Wahrheit" und findet darin ,den einzigen 

Gegenstand und Inhalt der Philosophie". Und er übergibt diesen nicht 

dem Gott, sondern faßt als die ,,Persönlichkeit" auf, woraus geschlossen 

werden kann, daß Hegel die freie Persönlichkeit als Erfolg seiner Suche 

nach dem Absoluten erreicht habe. Also kann festgestellt werden, daß 

Hegel die Konstruktion des Absoluten immer auf dem Standpunkt des 

Menschen konzipiert hat, von dem aus er  dem Gott annähern wollte. 

Und der Sinn des Begriffs kann erst konkretisiert werden, wenn seine 

Metaphysik eben als die Auffassung der menschlichen Freiheit erklärt 

wird. 

Fichte-Kritik und -Rezeption Hegels 
-Entwicklung der Philosophie Hegels in Jena- 

von Hirotaka Yamauchi 

a. o. Professor für Philosophie 

an  der Universität Hiroshima 

Die von Hegel selbst aufgestellte These, daß sich der deutsche Ideali- 

smus, ausgehend von Kants Philosophie, über Fichte und Schelling, end 

lich in seinem System selbst vollende, wurde später durch die Bewegung 

des Neuhegelianismus im zwanzigsten Jahrhundert verstärkt. Heute kön- 

nen wir aber vielfache Einwände gegen diese These anhand der Entwik- 

klung des deutschen Idealismus feststellen. Von Hegels Verhältnis zu 

Fichte her gesehen, finden wir welche zuerst im Werk L. Sieps. Er  hat 

erläutert, daß Hegels Kritik an Fichte in der ,,Differenzschrift" zwar auf 

die „Wissenschaftslehre6' von 1794 zutreffe, aber nicht auf die „Wissen- 

schaftslehre" von 1804. Dadurch hat er  die Eigentümlichkeit der Spätphi- 

losophie Fichtes entdeckt. Dann hat R. Lauth Schellings- und Hegels 

Philosophie als einen Rückgang zum Vorkritizismus kritisiert, weil ihm 

Fichtes Philosophie den Höhepunkt des deutschen Idealismus darstellt. 

Die Studien zur Entwicklung der Philosophie Hegels in Jena hat man in  

tosho-seibi-repo
長方形



diesem geistigen Klima vollzogen. Jedoch klären diese Studien Fichtes 

Einfluß auf Hegels System noch nicht ganz auf. Darum versucht diese 

Abhandlung, die Entwicklung der Philosophie Hegels in Jena im Ver- 

hältnis zu Fichtes Philosophie zu diskutieren. 

Dazu beginnen wir zuerst mit Fichtes Kritik an Schelling. Fichte 

bezeichnet darin das Absolute bei Schelling als 'Polyphem ohne Auge'. 

Dieses Wort bedeutet das sich seiner selbst nicht bewußte Absolute, bzw. 

Spinozas Substanz. Das Absolute als 'Polyphem ohne Auge' entbehrt des 

Selbstbewußtseins. Daher hat es nicht an sich selbst das Prinzip der 

Differenzierung. Dies ist Fichtes Kritik an  Schelling. Wir können die 

Entwicklung der Philosophie Hegels in Jena als den Prozeß auffassen, in 

dem Hegel diese Kritik an Schelling in sein eigenes System einführt. 

Aber in der ,,Differenzschrift" kritisiert Hegel streng das Fundament 

der Philosophie Fichtes. Dagegen halten wir, daß Hegels Kritik an drei 

Grundsätzen der ,,Wissenschaftslehre" von 1794 auf seinem Mißverständ- 

nis beruht. Hegel faßt den ersten und den zweiten Grundsatz als die 

entgegengesetzten Grundsätze auf. Aber in der „Wissenschaftslehre" von 

1794 ist der erste Grundsatz tatsächlich der ursprünglichste Grundsatz, 

nnd andere Grundsätze stützen sich auf den ersten. Und zwar erhält der 

zweite Grundsatz seine Realität erst von dem dritten Grundsatz als dem 

Satz der Entgegensetzung und Synthese des teilbaren Ichs und Nicht- 

Ichs. Insofern erweist sich der dritte Grundsatz als die konkrete Phase 

des ersten Grundsatzes. Aber Hegel konnte dies im Jahre 1801 noch 

nicht genügend verstehen. 

Daher liegt Hegels Auffassung von Fichtes 'Satz des Grundes' das oben 

erwähnte Mißverständnis zugrunde. Solange seine Deutung auf diesem 

Mißverständnis beruht, kann er den Satz des Grundes nur als 'Satz der 

Ausschließung eines Dritten' verstehen. Dies führt dazu, daß das Absolute 

für Hegel als 'Polyphem ohne Augeg gelte. Denn der Satz des Grundes 

bei Fichte umfaßt das genetische Prinzip der Erkenntnis, aber das können 

wir in Hegels Auffassung des Satzes des Grundes nicht erkennen. Im 

Jahre 1801 faßte Hegel den Satz des Grundes im Verhältnisses der Sub- 

V 



stanzialität auf. 

Dagegen faßt er in der ,,Jenenser Logik Metaphysik" (180-1-05) das 

Absolute (Grund) als 'Erkennen' auf. Wir können bestätigen, daß er in 

diesem Punkt unter Fichtes Einfluß steht. Aber Fichte hat behauptet, 

daß der Satz des Grundes nur für einen Teil unserer Erkenntnis gelte. 

Daher hat er seine Gültigkeit eingeschränkt. Dagegen faßt Hegel die 

Bewegung des Erkennens (des Absoluten) als ,die in sich selbst Refle- 

xion des Erkennens" und ,,die Kreisbewegung des Rückgangs in sich selbst" 

auf. Von dieser Auffassung aus kann er folgendes sagen: ,Der Unter- 

schied wie der Grund gesetzt ist, ist, daß er für das Erkennen und im 

Erkennen ist, hiedurch ist nicht an ihm nur, sondern die Notwendigkeit 

ist gesetzt, daß er den Weg der Reflexion durchmache". (Hegel; Gesam- 
melte Werke 7 ,  S.137) Darum kommen Wir zu dem Schluß, daß Hegels 

Fichte-Rezeption zugleich auch die Überwindung der Philosophie Fichtes 

ist. 

Peira (Prüfung) und Elenchos (Widerlegung) 
-Zur Dialektik bei Aristoteles- 

von Kiioaki Akai 

Dozent für Philosophie 

der philosophischen Fakultät 

an der Universität Hiroshima 

Diese Abhandlung versucht, die Möglichkeit der Dialektik als Methode 

der aristotelischen Philosophie zu erklären. 

Aristoteles bestimmt die Dialektik am Anfang der Topik. Laut seiner 

Bestimmung, Dialektik ist eine Methode, ein Syllogismus in bezug auf 

Form, und beruft sich auf allgemeine Ansichten (Endoxa). Mittels Prüf- 

ung und Widerlegung kann sie abhandeln alles, was aufgeworfen wird. 

Die Methode ,,Prüfung und Widerlegung" ist bemerkenswert, daß diese 

folgende zwei Betrachtungen hervorrufen. Erstens: Die Dialektik des 
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