
ヘ

ー

ゲ

ル

の

根

拠

論

―

―

知

と

存

在

と

の

相

即

山

脇

雅

夫

序ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
論
理
の
学
』
に
お
い
て

「
直
接
性
の
多
く
の
形

、

式
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
は
「
直
接
性
」
と
は
存

在
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
発
言
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

存
在
の
多
義
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
実
存
在
（

）
は
そ
れ
ら
の
存
在
の
諸
形
式
の
一
つ
で

E
xistenz

あ
る

そ
れ
は

た
だ
の
存
在
で
は
な
い

ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う

事

。

、

。

、「

象
（

）
は
現
実
存
在
す
る
以
前
に
、
存
在
し
て
い
る
」
と
。
彼

S
ache

（
一
）

に
よ
れ
ば
、
あ
る
事
象
の
す
べ
て
の
条
件
が
そ
ろ
っ
た
と
き
、
事
象

は
そ
の
根
拠
か
ら
生
じ
て
来
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
現

実
存
在
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
細
な
内
容
は
さ
て
お
き
、
現

実
存
在
は
根
拠
と
条
件
と
に
よ
る
媒
介
の
運
動
と
一
な
る
も
の
と
し

て
、
き
わ
め
て
動
的
な
生
成
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
は
思
考
と
存
在
と
の
相
即
的
関
係
性
を
示
す

も
の
で
も
あ
る
。
根
拠
付
け
の
働
き
は
反
省
的
思
考
の
働
き
に
よ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
省
的
思
考
に
よ
り
把
持
さ
れ
る
こ
と
が
、

現
実
存
在
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
構
造
契
機
な
の
で
あ
る
。
要
点
を

先
取
り
し
て
お
く
な
ら
、
事
象
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在

性
を
得
、
ま
た
逆
に
こ
の
存
在
性
に
お
い
て
理
解
が
支
え
ら
れ
る
。

事
象
の
持
つ
こ
う
し
た
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
「
根
拠
」
の
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章
を
考
察
す
る
際
の
わ
れ
わ
れ
の
目
標
で
あ
る
。

し
か
し
、
錯
綜
を
極
め
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
拠
論
の
要
点
だ
け
を
述

べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
議
論
が
宙
に
浮
い
た
も
の
と
な
る
危
険
を
避
け

が
た
い
。
そ
こ
で
以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
順
に
再
構
成
し
な
が

ら
、
事
象
の
存
在
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
、
最
後
の
反
省
規
定
と
し
て
の
根
拠

ヘ
ー
ゲ
ル
は
根
拠
を
「
最
後
の
反
省
規
定
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま

ず
こ
の
こ
と
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
本
質
論
」
は
、
直
接
的
デ
ー
タ
（
存
在
）
を
普
遍
的
本
質
へ
と

S
ein

も
た
ら
す
、
反
省
的
思
惟
の
活
動
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

「、
(

)

、
存
在
は
本
質
（
へ
と
還
帰
し
て
）
あ

ist
reflektiert

in
W
esen

る
」
と
い
う
形
に
定
式
化
し
て
お
こ
う
。
こ
の
コ
プ
ラ
を
そ
れ
だ
け

単
独
で
考
察
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
特
定
の
内
容
を
持
た
ぬ
反
省
的

思
惟
の
純
粋
態
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
扱
う

反
省
規
定
は
、
こ
の
コ
プ
ラ
の
中
に
含
ま
れ
る
思
惟
の
構
造
契
機
を

取
り
出
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
コ
プ
ラ

に
は
右
辺
と
左
辺
と
を
等
置
す
る
働
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
反
省
規
定

と
し
て
の
「
同
一
性
」
に
対
応
し
て
い
る
。

根
拠
が
反
省
規
定
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
れ
と
同
様
に
理
解

で
き
る
。
コ
プ
ラ
の
表
す
反
省
的
思
惟
の
運
動
の
最
終
局
面
は
普
遍

的
な
レ
ベ
ル
へ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
運
動
自
身
の
中
に
普
遍
的
本

質
が
、
い
わ
ば
目
的
地
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
地

に
対
応
す
る
も
の
が
「
根
拠
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
う
な
ら
ば
、
先
の
定
式

「

(

へ
と
還
帰
し
て
い

、

ist
reflektiert

in

る
も
の
）
で
あ
る
」
の
「

へ
と
」
に
対
応
す
る
も
の
が
根
拠
で
あ

in

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
反
省
規
定
同
様
、
根

拠
も
ま
た
コ
プ
ラ
の
構
造
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
は
「
最
後

の
反
省
規
定
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
根
拠
を
「
絶

対
的
根
拠

「
実
在
的
根
拠

「
条
件
」
の
三
段
階
に
分
け
て
論
じ

」
、

」
、

て
い
る
。
以
下
、
そ
の
叙
述
を
追
っ
て
み
よ
う
。

二
、
絶
対
的
根
拠

「

」

、

絶
対
的
根
拠

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
の
は

ま
だ
特
定
の
内
容
を
持
つ
前
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
形
式
と

、

本
質

・

形
式
と
質
料

・

形
式
と
内
容
」
の
三
つ
の
サ
ブ
セ
ク
シ

」
「

」
「
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ョ
ン
に
分
か
た
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
形
式
と
、
そ
れ
の
対
規
定

と
し
て
の
質
料
や
内
容
と
い
っ
た
概
念
と
の
連
関
が
考
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
質
料
や
内
容
が
形
式
に
応
じ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

「

」

。

の
意
味
で

形
式
の
支
配

の
も
と
に
あ
る
と
い
う
事
が
示
さ
れ
る

形
式
と
、
質
料
や
内
容
な
ど
の
直
接
的
な
も
の
の
こ
の
相
即
こ
そ
、

。

、

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
察
す
る
事
態
の
核
心
で
あ
る

そ
こ
で
ま
ず

形
式
と
い
う
概
念
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

二
―
一
、
形
式
と
本
質

ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
い
て
根
拠
は
直
接
的
な
事
物
を
根
拠
づ
け

る
も
の
と
い
う
規
定
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
直
接
的
な
事
物

の
世
界
と
の
区
別
が
根
拠
に
と
っ
て
意
味
構
成
的
で
あ
る
。
ま
た
直

接
的
な
事
物
も
根
拠
と
の
関
係
に
お
い
て

「
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も

、

の
」
と
い
う
新
た
な
規
定
を
受
け
る
。
こ
の
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ

た
も
の
と
の
区
別
・
相
関
が
こ
こ
で
の
考
察
の
主
対
象
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
は
、
区
別
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
不
可
分
の
関
係
に
も
あ
る
。
根
拠
な
く
し

て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
根
拠
づ
け
る
べ
き
も
の
な
く

し
て
は
根
拠
は
根
拠
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
一
を
な
し

て
い
る
。
こ
の
一
性
を
通
じ
て
の
み
両
者
は
存
在
す
る
。
そ
の
意
味

で
、
根
拠
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
結
び
つ
け
ら
れ
て
・
在
る
と

い
う
こ
と
と
等
し
い
。

問
題
と
な
る
の
は
こ
の
一
性
の
担
い
手
で
あ
る
。
根
拠
と
根
拠
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
を
つ
な
ぐ
も
の
は
何
な
の
か
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

、「

」

は
そ
れ
を
両
者
の
根
底
に
存
在
す
る
共
通
項
と
し
て

本
質
一
般

と
名
付
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
そ

の
本
質
一
般
が
ま
と
う
「
形
式
」
と
さ
れ
る
。

根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
関
係
を
、
そ
の
区
別
相
に
お

い
て
み
た
も
の
が
形
式
、
そ
の
一
性
に
お
い
て
み
た
も
の
が
本
質
一

般
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
本
質
一
般
は
形
式
が
そ
こ
に
お
い

て
成
り
立
つ
よ
う
な
基
盤
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区

別
と
一
性
と
の
様
々
な
相
関
が

「
絶
対
的
根
拠
」
論
の
テ
ー
マ
で

、

あ
る
。

二
―
二
、
形
式
と
質
料

本
質
一
般
は
形
式
の
基
盤
を
な
す
と
は
言
え
、
そ
れ
は
形
式
に
と

っ
て
や
は
り
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
、
形
式
に
と
っ
て
他
な
る
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も
の
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て
、
本
質
一
般
を
捉
え
た
も
の
が
ヘ
ー

ゲ
ル
の
言
う
「
質
料
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
、

「
質
料
は
、
し
た
が
っ
て
、
本
質
〔
一
般
〕
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
の
、
単
純
で
無
区
別
な
同
一
性
で
あ
る
。
た
だ
し
、
形
式
に
と
っ

て
他
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
伴
っ
た
そ
れ
で
あ
る

。」
（
二
）

こ
こ
で
の
質
料
は
、
あ
る
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
つ

な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
根
拠
Ａ
と
根
拠

づ
け
ら
れ
た
も
の
Ｂ
と
を
同
じ
質
料
が
別
々
の
形
式
を
与
え
ら
れ
た

も
の
と
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
間
の
つ
な
が
り
を
捉
え
る
よ
う
な
考

え
方
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
定
義
さ
れ
た
質
料
と
形
式
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
質
料
が
形
式
に
と
っ
て
他
的
な
も
の

で
あ
る
の
と
同
時
に
、
両
者
が
相
互
に
前
提
し
あ
う
関
係
に
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
両
者
が
元
来
同
じ
関
係
を
区
別
相
で
見

る
か
統
一
相
で
見
る
か
の
違
い
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
と
の
帰
結
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
間
の
相
互
前
提
の
関
係
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

「
し
た
が
っ
て
、
質
料
は
形
式
を
与
え
ら

。

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
形
式
は
自
己
に
質
料
を
与
え
ね
ば
な
ら
な

い
、
す
な
わ
ち
、
質
料
に
お
い
て
自
己
と
の
同
一
性
な
い
し
存
立
を

自
ら
に
与
え
ね
ば
な
ら
な
い

。
こ
う
し
て
、
形
式
と
質
料
の
統
一

」（
三
）

の
必
然
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
で

「
形
式
を
与
え
ら
れ
た
質
料
」
と

、

し
て
の
「
内
容
」
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
と

い
う
概
念
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
は
混
乱
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は

「
内
容
」
は
「
形
式
を
与
え
ら
れ

、

た
質
料
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
形
式
を
内
在
化
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
に
、
そ
の
一
方
で
形
式
か
ら
区
別
さ
れ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
は
見
か
け

上
の
混
乱
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
、
そ
の
見
か
け
上
の
混
乱
を
整
理
し

て
み
よ
う
。

二
―
三
、
形
式
と
内
容

内
容
と
は
形
式
を
与
え
ら
れ
た
質
料
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
際
、
さ

し
あ
た
り
二
つ
の
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
拠
と
い
う

形
式
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

後
続
す
る
「
形
式
的
根
拠
」
と
い
う
節
で
、
根
拠
と
い
う
形
式
を
本

質
性
の
形
式
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
形
式
を
定
立
さ
れ
た
も
の

の
形
式
と
い
う
概
念
で
置
き
換
え
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
て
い

る
具
体
例
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
惑
星
の
公
転
は
定
立
さ
れ
た
も
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の
と
い
う
形
式
を
持
ち
、
そ
れ
に
対
し
、
引
力
は
本
質
性
の
形
式
を

。

「

」

持
つ

引
力
も
惑
星
の
公
転
も

一
定
の
形
式
を
与
え
ら
れ
た
質
料

と
し
て

「
内
容
」
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

、

そ
れ
で
は
形
式
が
内
容
に
と
っ
て
、
時
に
内
的
な
も
の
で
あ
り
、

時
に
外
的
な
も
の
と
な
る
と
主
張
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
わ
た
し
は
、
こ
の
区
別
は

内
容
を
考
察
す
る
観
点
の
相
違
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
内
容
を
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
見

る
か
、
そ
れ
と
も
相
関
す
る
他
の
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
か

、

、

と
い
う
違
い
に
応
じ
て

形
式
が
そ
れ
に
外
的
な
も
の
と
な
っ
た
り

内
的
な
も
の
と
な
っ
た
り
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
こ

と
を
、
具
体
例
に
即
し
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

（
四
）

引
力
が
根
拠
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
を
例
に
し
て
議
論
を
進
め

よ
う
。
根
拠
と
し
て
の
引
力
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
質
性
の
形

式
を
持
っ
て
い
る
。
本
質
性
の
形
式
と
は
、
反
省
的
思
考
の
運
動
に

よ
っ
て
た
て
ら
れ
る
普
遍
性
の
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来

的
に
直
接
的
存
在
の
規
定
と
相
関
的
関
係
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
場
合

で
言
え
ば
、
そ
れ
は
本
来
「
定
立
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
形
式
と
の

相
関
の
中
で
の
み
意
味
を
持
つ
。

今
、
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
引
力
を
、
こ
う
し
た
相
関
を
考
え

ず
に
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
場
合
を
考

え
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
引
力
の
持
つ
本
質
と
し
て
の
形
式
は
、

背
景
に
後
退
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
引
力
は
惑
星
の
公
転
等
々
と
い
っ

た
直
接
的
デ
ー
タ
と
の
相
関
の
中
で
の
み
、
普
遍
的
本
質
と
し
て
の

意
味
を
持
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
引
力
を
そ
れ
自
体
単
独
で
考

察
す
れ
ば
、
引
力
と
い
う
内
容
は
何
か
の
根
拠
と
し
て
で
な
く
、
直

接
的
に
受
け
取
ら
れ
、
た
だ
の
「
規
定
そ
の
も
の
」
と
な
る
。
本
質

と
い
う
形
式
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
外
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
形
式
が

内
容
に
対
し
て
外
的
で
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
引
力
が
地
球
の
公
転
等
の
直
接
的
な
デ
ー
タ
、
こ

こ
で
の
言
葉
で
言
え
ば

「
定
立
さ
れ
た
も
の
」
と
の
相
関
で
捉
え

、

ら
れ
る
と
き
、
引
力
と
い
う
概
念
の
成
立
に
と
っ
て
普
遍
的
本
質
性

の
形
式
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
自
分
の

相
関
者
で
あ
る
定
立
さ
れ
た
も
の
と
の
結
び
つ
き
が
顕
在
化
す
る
こ

と
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
相
関
者
と
の
関
係
が
引
力
に
と
っ
て
本
質

的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
相
関
関
係
を
通
じ
て
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
本
質
性
の
形
式
が
引
力
に
と
っ
て
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
露
と
な
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
本
来
相
関
的
に
の
み
意
味
の
あ
る
も
の
を

そ
う
し
た
相
関
を
無
視
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も

の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

秘
密
は
、
質
料
と
い
う
概
念
の
構
造
に
あ
る
。
形
式
は
本
来
、
根
拠

と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
区
別
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
質
料
は
両
者
の
統
一
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
が

前
面
に
で
て
く
れ
ば
、
区
別
関
係
は
背
景
に
退
く
。
関
係
が
隠
れ
る

こ
と
で
、
関
係
項
を
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
も
の
、
直
接
的
な

も
の
と
し
て
考
察
す
る
視
野
を
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
野
の

内
に
お
い
て
は
、
元
来
は
根
拠
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
引
力
も
、
そ

れ
自
体
で
存
在
す
る
直
接
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

関
係
項
が
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

と
き
、
関
係
項
に
と
っ
て
形
式
は
外
的
な
も
の
と
な
り
、
相
関
者
と

の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
形
式
は
関
係
項
に
と
っ
て
内

的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は

「
形
式
を
与
え
ら
れ
た
質
料
」
と
い

、

う
構
造
の
「
質
料
」
の
側
面
に
重
点
を
置
い
て
内
容
を
捉
え
る
か
、

「
形
式
」
の
面
に
重
点
に
置
い
て
内
容
を
捉
え
る
か
の
違
い
な
の
で

あ
る
。

（
五
）

「
し
た
が
っ
て
、
内
容
は
こ
れ
〔
根
拠
関
係
〕
を
、
自
ら
の
本
質

的
な
形
式
と
し
て
持
つ
。
逆
に
、
根
拠
は
内
容
を
持
つ

。
こ
れ
ま

」（
六
）

で
の
叙
述
を
ま
と
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。
こ
う
し

て
、
内
容
を
持
っ
た
根
拠
を
考
察
す
る
段
階
に
『
論
理
の
学
』
の
議

論
は
進
む
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
う
し
た
内
容
を
持
っ
た
根
拠
を
「
規

定
さ
れ
た
根
拠

と
呼
び

形
式
的
根
拠

・

実
在
的
根
拠

・

完

」

、「

」
「

」
「

全
な
根
拠
」
の
三
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、

、

。

そ
の
順
番
を
た
ど
っ
て

彼
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

三
、

規
定
さ
れ
た
根
拠

こ
の
節
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
具
体
的
内
容
を
持
っ
た
根
拠
関

係
を
取
り
扱
う
。
そ
れ
は
、
前
述
の
ご
と
く
三
つ
の
段
階
に
分
け
て

論
ぜ
ら
れ
る
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
根
拠
関
係
が
、
根
拠
関
係
を
は

み
出
す
直
接
的
な
も
の
に
依
拠
せ
ざ
る
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
直
接
的
な
も
の
と
根
拠
関
係
の
相
互
媒
介
の
叙
述
ま

で
議
論
は
続
い
て
い
く
。
以
下
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
順
に
追
っ
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
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三
―
一
、
形
式
的
根
拠

ヘ
ー
ゲ
ル
が
形
式
的
根
拠
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
る
の
は
、
根
拠

と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
内
容
が
共
通
で
、
そ
の
形
式
だ
け
が

異
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
内
容
は
形
式
に
と

っ
て
外
的
で
没
交
渉
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る

「
根
拠
を
問
わ
れ
る
と
き

〔
形
式
的
根

。

、

拠
を
捉
え
る
よ
う
な
〕
ひ
と
は
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同
じ
規
定
を

二
重
に
見
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
度
は
定
立
さ
れ
た
も
の
と

い
う
形
式
に
お
い
て
、
別
の
時
に
は
自
己
内
に
反
省
し
た
定
在
あ
る

い
は
本
質
性
の
形
式
に
お
い
て

。」
（
七
）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
然
学
的
学
問
の
中
か
ら
そ
の
例
を
引
い
て
い
る
。

「
た
と
え
ば
、
惑
星
が
太
陽
の
回
り
を
運
動
す
る
根
拠
と
し
て
、
惑

星
と
太
陽
と
の
間
の
引
力
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
内

容
的
に
は
現
象
が
含
む
も
の
と
、
す
な
わ
ち
運
動
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
天
体
の
間
の
関
係
が
含
む
も
の
と
別
の
こ
と
は
何
も
言
い
表
さ
れ

て
い
な
い
。
た
だ
、
力
と
い
う
、
自
己
内
反
省
し
た
〔
普
遍
的
な
〕

形
式
で
〔
同
じ
内
容
が
〕
言
い
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

。
こ

」（
八
）

こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
形
式
的
根
拠
の
実
例
と
し
て
、
引
力
を
挙
げ
、
根

拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
惑
星
の
公
転
を
挙
げ
て
い
る
。
先
の
定

式
化
に
し
た
が
う
な
ら
、
引
力
は
あ
る
同
じ
内
容
を
本
質
性
の
形
式

に
お
い
て
見
た
も
の
で
あ
り
、
惑
星
の
公
転
は
定
立
さ
れ
た
も
の
と

い
う
形
式
に
お
い
て
見
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
改
め
て
、
形
式
と
内
容
と
の
関
係
を
さ
ら
に
正
確
に
考
察

し
た
い
。
ま
ず
、
二
つ
の
形
式
で
言
い
表
さ
れ
る
共
通
の
内
容
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
に
よ
れ
ば
、
引

力
は
惑
星
の
公
転
と
同
じ
内
容
を
「
自
己
内
反
省
し
た
形
式
」
で
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
自
己
内
反
省
し
た
形
式
と
は
普

遍
的
本
質
の
形
式
の
こ
と
だ
か
ら
、
引
力
と
は
、
惑
星
の
公
転
と
同

じ
こ
と
を
、
本
質
的
形
式
の
下
で
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
本
質
的
形
式
が
内
容
に
と
っ
て
外
的
な
没
交
渉
的
な
も

の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
質
的
形
式
の
下

「

」

、

、

で
と
り
こ
ま
れ
て
い
る

内
容

に
当
た
る
も
の
は

一
見
す
る
と

惑
星
の
公
転
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て

考
え
て
み
れ
ば
、
惑
星
の
公
転
も
ま
た
「
定
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う

形
式
」
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の

二
つ
の
形
式
を
離
れ
て
い
て
、
両
者
に
共
通
の
「
内
容
」
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
内
容
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は

定
義
上
、
形
式
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
直
接
性
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の
形
式
を
そ
れ
が
持
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
公
転
で
あ
り
、
そ
れ
が
本

質
性
の
形
式
を
持
つ
な
ら
ば
、
引
力
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

が
両
者
以
外
の
内
容
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
持
つ
形
式
は
直
接

性
で
も
本
質
性
で
も
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
直
接
性

で
も
な
け
れ
ば
本
質
性
で
も
な
い
よ
う
な
形
式
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
シ

ス
テ
ム
の
中
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
根

拠
は
本
質
性
の
形
式
で
あ
り
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
直
接
性
の

形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
形
式
に
分
類
で
き
な
い
形
式
は
な
い

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
形
式
的
根
拠
で
考
察
さ
れ
る
内
容
も
、
結
局
、
根

拠
と
し
て
の
内
容
か
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
内
容
か
の

ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
形
式
を
異
に
す
る
の
だ

、

（

、

か
ら

別
の
内
容
と
呼
ば
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る

そ
し
て
実
際

後
続
の
「
実
在
的
根
拠
」
の
章
で
は
、
違
う
形
式
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
別
々
の
内
容
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

。
そ
れ
で
は
、
両
者
に

）

共
通
の
「
同
じ
内
容
」
な
る
も
の
を
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
。

「

」

、

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は

同
じ

と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か

に
あ
る
。

同
じ
内
容
が
異
な
っ
た
形
式
で
表
現
さ
れ
る
と
聞
く
と
、
わ
れ
わ

れ
は
所
与
と
し
て
な
ん
ら
か
の
内
容
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
い
ろ
い

ろ
な
形
式
が
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た

想
定
を

「
同
じ
Ｘ
が
個
別
的
仕
方
で
記
述
さ
れ
る
と
公
転
に
、
普

、

」

、

遍
的
仕
方
で
記
述
さ
れ
る
と
引
力
に
な
る

と
い
う
形
で
表
す
な
ら

こ
の
Ｘ
は
形
式
を
持
た
ぬ
直
接
所
与
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
今
の
場
合
そ
う
し
た
直
接
の
所
与
は
あ
る
だ
ろ
う

か
。
も
し
直
接
の
所
与
を
求
め
ら
れ
る
な
ら
、
惑
星
の
公
転
と
い
う

現
象
こ
そ
が
そ
れ
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
惑
星
の
公

転
は
「
定
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
形
式
」
あ
る
い
は
直
接
性
の
形
式

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
う
し
て
考
え
て

く
る
と
、
形
式
を
与
え
ら
れ
る
以
前
の
、
無
垢
な
る
内
容
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
内
容
の
同
一

性
に
引
力
と
地
球
の
公
転
の
同
一
性
が
基
づ
い
て
い
る
と
言
う
こ
と

も
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
両
者
の
同
一
性
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
引
力
が
惑
星
の
公
転
を
記
述
し
直
し
た
も

の
だ
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
個
別
的
・
存
在
的
仕
方
で
の
記
述
を
普

遍
的
・
本
質
的
記
述
に
書
き
直
せ
る
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
引
力
と
地

球
の
公
転
と
が
同
一
の
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
の
実
質
的
中
身
で
あ
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り
、
そ
れ
以
外
に
両
者
の
同
一
性
に
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス
の
『
椿
姫
』
と
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
『
椿
姫
』

は
、
前
者
は
小
説
で
あ
り
、
後
者
は
歌
劇
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
そ

の
形
式
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
。
歌
劇
で
な
い
『
ラ
・
ト
ラ
ヴ
ィ

ア
ー
タ
』
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
両
者
に
先
行
す
る
小
説
で
も

歌
劇
で
も
な
い
『
椿
姫
』
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ

ら
ず
、
両
者
は
同
じ
内
容
だ
と
言
わ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

後
者
が
前
者
を
書
き
直
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書

き
直
し
の
関
係
が
成
り
立
つ
二
つ
の
内
容
は
、
た
と
え
形
式
は
異
な

っ
て
い
て
も
同
じ
内
容
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
内
容
が
い
ろ
い
ろ
な
形
式
を
与
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
「
同
じ
Ｘ
が
個
別
的
仕
方
で
記
述
さ
れ
る
と
公
転

に
、
普
遍
的
仕
方
で
記
述
さ
れ
る
と
引
力
に
な
る
」
と
表
現
し
た
。

こ
の
Ｘ
と
い
う
、
形
式
化
さ
れ
る
以
前
の
内
容
が
考
え
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
「
引
力
＝
地
球
の
公
転
」
と
い
う
式
の
等
号
を
実
体

化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
論
じ
ら
れ
る
根
拠
関
係
は
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
内
容
を
持
つ
よ
う
な
根
拠
関
係
で
あ
る
。

そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
実
在
的
根
拠
」
と
呼
ん
で
い
る
。
次
に
、
こ

の
根
拠
関
係
に
対
す
る
彼
の
考
察
を
節
を
変
え
て
追
っ
て
い
こ
う
。

三
―
二
、
実
在
的
根
拠

、

、

形
式
的
根
拠
に
お
い
て
は

根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
は

同
じ
内
容
を
別
々
の
形
式
で
表
現
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

。

、

、

た

し
か
し
こ
の
場
合
で
も
や
は
り

根
拠
は
根
拠
で
内
容
を
持
ち

根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
内
容
を
持
っ
て

い
た
。
た
と
え
ば
惑
星
の
公
転
と
引
力
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内

容
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
内
容
が
同
じ
内
容
だ
と
さ

れ
た
だ
け
で
あ
る
。
実
在
的
根
拠
で
は
、
こ
の
二
つ
の
内
容
が
別
々

の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
両
者
の
形
式

の
違
い
が
前
面
に
出
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
内
容
が
あ
く
ま
で
特
定
の
形
式
に
お
い
て
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
形
式
が
内
容
に
と
っ
て
本
質

的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、
形
式
的
根
拠
か
ら
実
在
的

根
拠
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
る
。
前
章
で
論
じ
た
形
式
と
内
容
の
関
係

の
内
、
形
式
的
根
拠
で
は
内
容
が
形
式
か
ら
独
立
し
て
い
る
面
が
前

面
に
出
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
内
容
に
と
っ
て
形
式
が
本
質

的
で
あ
る
面
が
前
面
に
出
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
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、

、

そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は

こ
う
し
た
実
在
的
根
拠
と
い
う
こ
と
で

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
関
係
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

幸
い
に
、
彼
は
こ
の
根
拠
関
係
に
対
し
て
多
く
の
具
体
的
実
例
を
与

え
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
テ
キ
ス
ト
本
文
へ
の
注
解
の
中
で
与
え

ら
れ
た
具
体
的
事
例
を
検
討
し
、
そ
の
後
で
テ
キ
ス
ト
本
文
の
叙
述

の
考
察
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
在
的
根
拠
が
問
題
と
な
る
場
面
を
次
の
よ
う
に

定
式
化
し
て
い
る

「
或
る
も
の
（

)

は
、
次
の
よ
う
な
多
様

。

E
tw
as

な
規
定
か
ら
な
る
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
規
定
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
皆
同
様
に
常
住
不
変
に
そ
の
或
る
も
の
に
お
い

て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て

〔
そ
れ
ら
の
規
定
の
内
の
〕
或
る
規
定

、

は
他
の
規
定
と
同
様
に
根
拠
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
本
質
的
な
規
定
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
そ
の
場
合
、
そ
の
規
定
と
比
べ
れ
ば
他
の
規
定
は
単
に
定
立
さ
れ

」
。

、

た
も
の
で
あ
る

こ
こ
で
常
住
不
変
的
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は

（
九
）

本
質
的
と
同
じ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
具
体
的
事
物
は
多
く
の
本
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
本
質
的
規
定
の
中
か
ら
ど
れ
が
根
拠
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す

か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
質
複
合
体
の
内
的
構
造
な
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
本
質
の
絡
み
合
っ
た
具
体
的
な
も
の
の
例
を
、
彼
は

い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
刑
罰
の
事
例
を
検
討
し
て
み

よ
う
。
刑
罰
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
見
せ

し
め
や
復
讐
、
あ
る
い
は
犯
罪
者
の
改
悛
等
々
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
は
刑
罰
に
は
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
要
素
で
あ
り
、
刑

罰
に
お
い
て
「
常
住
不
変
的
」
に
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

、

。

、

ら
の
内
の
ど
れ
で
も

刑
罰
の
根
拠
と
見
な
さ
れ
得
る

た
と
え
ば

な
ぜ
刑
罰
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
犯
罪
者
を
改
悛
さ

せ
る
た
め
と
答
え
る
よ
う
な
場
合
、
犯
罪
者
の
改
悛
と
い
う
要
素
が

刑
罰
に
含
ま
れ
る
他
の
要
素
よ
り
も
本
質
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、

他
の
要
素
は
こ
の
中
心
的
要
素
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
、

つ
ま
り
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
直
接
的
な
デ
ー
タ
の

持
つ
多
様
を
統
一
的
に
把
握
す
る
も
の
が
本
質
に
他
な
ら
な
い
わ
け

だ
か
ら
、
こ
れ
は
つ
ま
り
犯
罪
者
の
改
悛
が
、
刑
罰
に
含
ま
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
の
中
で
も
中
心
的
な
要
素
と
し
て
、
全
体
を
統
合
す

る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
全
体
を

統
合
す
る
働
き
に
お
い
て
、
こ
の
要
素
は
刑
罰
の
本
質
と
し
て
の
機

能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
実
在
的
根
拠
関
係
は
、
具
体
的
事
物
の
持
つ
諸
本

質
の
中
か
ら
、
そ
れ
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
規
定
を
抜
き
出
し
、
も

。

、

と
の
事
物
の
根
拠
と
し
て
言
い
立
て
る
こ
と
で
あ
る

し
た
が
っ
て

実
在
的
根
拠
は
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
規
定
以

外
の
規
定
も
持
つ
。
刑
罰
に
見
せ
し
め
や
復
讐
と
い
っ
た
別
の
要
素

が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
他
の
内
容
を
持
っ
て
い
る

の
で
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
根
拠
と
は
別
の
内
容
だ
と
言
わ
れ

得
る
の
で
あ
る
。
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
根
拠
で
あ
る
要
素
と

そ
れ
以
外
の
要
素
と
の
複
合
体
で
あ
る
。

実
在
的
根
拠
関
係
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
、
形
式
的
根
拠
の
持
っ
て
い
た
同
語
反
復
的
説
明

と
い
う
空
疎
を
脱
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
実
在
的
根
拠
は
形
式
的
根

拠
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の

実
在
的
根
拠
関
係
が
根
拠
関
係
そ
の
も
の
の
解
消
へ
の
傾
向
を
も
含

ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た

も
の
に
含
ま
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
規
定
の
間
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
中
の
ど
れ

か
一
つ
が
根
拠
と
し
て
た
て
ら
れ
れ
ば
、
他
の
規
定
は
そ
れ
に
従
属

し
、
そ
れ
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
に
な
る
。
別
言
す
れ
ば

「
定
立
さ
れ
た
も
の
」
に
な
る
。
し
か
し
ど
の
内
容
も
そ
の
質
料
性

の
面
か
ら
見
れ
ば
、
直
接
的
な
も
の
、
つ
ま
り
他
と
の
関
わ
り
を
欠

い
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
同
列
な

規
定
で
あ
る
。
先
に
用
い
た
具
体
例
で
言
え
ば
、
刑
罰
と
い
う
事
象

の
中
で
、
脅
し
や
威
嚇
や
犯
罪
者
の
改
悛
は
同
等
な
資
格
を
も
っ
て

並
立
し
て
い
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
内
容
の
ど
れ
が
根
拠
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
根
拠
で
あ
る
と
か
、
根
拠
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
か
い
っ
た
関
係
付
け
は
、
こ
れ
ら
の
内
容

に
と
っ
て
外
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

形
式
的
根
拠
に
お
い
て
は
、
同
じ
内
容
が
別
々
の
形
式
で
言
い
表

さ
れ
て
い
る
だ
け
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た

も
の
と
の
間
の
結
び
つ
き
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
在

的
根
拠
で
は
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
は
別
々
の
内
容
を

持
つ
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
内
容
相
互
の
関
係
が
没
交
渉
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た

も
の
と
の
結
び
つ
き
を
保
証
す
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
う
し
て
、
実
在
的
根
拠
関
係
に
お
い
て
、
根
拠
と
根
拠
づ
け

ら
れ
た
も
の
と
の
関
係
は
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
実
在
的
根
拠
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
く
と
、
根
拠

関
係
そ
れ
自
体
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
根
拠
と
根
拠

づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
結
び
つ
き
は
ど
う
や
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
結
び
つ
き
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
そ
れ
ら
の
外
面
的
な

結
び
つ
き
と
し
て
の
一
者
な
い
し
或
る
も
の

」

E
ins

oder
E
tw
as （

一
〇
）

の
う
ち
に
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
或
る
も
の
と
は
、
わ

れ
わ
れ
が
最
初
に
考
察
し
た
、
多
様
な
規
定
を
持
っ
た
具
体
的
な
も

の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
も
の
は
多
く
の
本
質
的
規
定
の

絡
み
合
い
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
な
も
の
に
お
け
る

絡
み
合
い
以
外
に
、
根
拠
関
係
を
支
え
る
も
の
は
な
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
具
体
的
な
も
の
は
、
実
は
根
拠
関
係
と
は
本
来
異

質
な
あ
る
別
の
地
平
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
る
別
の
地

平
と
は
、
直
接
性
で
あ
る
。
根
拠
関
係
は
直
接
的
な
も
の
へ
の
言
及

な
し
に
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
を
論
じ
る
の
が
、
後
続
す
る
「
完
全

な
根
拠
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
接
性
の
地
平
を
主
題
的
に
論

じ
る
の
が
「
条
件
」
の
節
な
の
で
あ
る
。

三
―
三
、

完
全
な
根
拠

実
在
的
根
拠
に
お
い
て
、
根
拠
関
係
は
或
る
意
味
で
解
消
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
多
様
な
本
質
規
定
を
含
ん
だ
具

体
的
な
も
の
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
本
質
規
定
の
内
の
ど
れ
が
根

拠
と
な
り
、
ど
れ
が
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
の
か
が
偶
然
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
の
関
係
を
保
証
す
る
も
の
が
、
こ
の
根
拠
関
係
の
外
に
求
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
実
在
的
根
拠
関
係
そ
れ
自
体
に
対
す

。

、

る
新
た
な
根
拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を

根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
間
の
直
接
的
統
一
の
内
に
求
め

る
。
実
在
的
根
拠
関
係
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
規
定
の
独
立
性
が
前

面
に
出
て
い
た
が
、
両
者
を
直
接
的
に
統
一
し
て
い
る
よ
う
な
も
の

が
、
こ
の
根
拠
関
係
自
体
の
根
拠
と
し
て
述
べ
た
て
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
完
全
な
根
拠
に
お
い
て
は
二
種
類
の
根
拠
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
的
根
拠
関
係
の
な
か
の
根
拠
と
、

も
う
一
つ
は
こ
の
根
拠
関
係
全
体
を
根
拠
づ
け
る
根
拠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
係
の
具
体
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
考
え
ら
れ
る
。
三
角
形
の
三
つ
の
辺
の
比
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、

そ
の
三
角
形
の
角
の
大
き
さ
は
決
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
辺
の
比
を
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。

、

角
の
大
き
さ
の
根
拠
と
し
て
述
べ
た
て
る
こ
と
が
で
き
る

し
か
し

辺
の
比
と
角
の
大
き
さ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
で

き
、
相
互
に
独
立
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

と
い
う
比

３
：

４
：

５

は
、
辺
の
比
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
辺
の
比
と
角
の
大
き
さ
と
が

根
拠
関
係
に
立
ち
得
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
こ
れ
ら
の
属
す
る
三
角
形

に
お
い
て
直
接
に
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
両
者
を

統
一
し
て
い
る
三
角
形
は
、
多
く
の
性
質
を
統
一
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、
一
つ
の
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
反
省
的
思
考
の
働
き
が
、

そ
れ
ら
の
多
く
の
性
質
の
中
か
ら
、
辺
の
比
と
角
の
大
き
さ
を
抽
象

し
、
そ
れ
ら
の
間
に
根
拠
関
係
を
た
て
る
。
こ
の
根
拠
関
係
は
、
し

か
し
、
も
と
も
と
の
具
体
的
三
角
形
の
中
で
両
者
が
統
一
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
保
証
さ
れ
て
い
る
。
言
う
な
ら
ば
、
反
省
の
分
別
の
加
わ

っ
て
い
な
い
直
接
的
な
事
象
に
お
い
て
、
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
が
、
反
省
に
よ
る
分
別
の
加
わ
っ
た
後
で
、
つ
ま
り
別
々
の

規
定
と
し
て
切
り
出
さ
れ
区
別
さ
れ
た
後
で
、
根
拠
関
係
の
内
に
入

り
得
る
た
め
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
反
省
的
思
考
が
た
て
る
根
拠
関

係
は
、
実
は
、
直
接
経
験
さ
れ
る
具
体
的
な
事
象
の
世
界
に
根
拠
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
完
全
な
根
拠
関
係
は
二
つ
の
「
或
る
も
の
」
の
関
係
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
第
一
の
「
或
る
も
の
」
に
お
い
て
は
、
或
る
規

定
が
他
の
規
定
の
根
拠
と
し
て
切
り
出
さ
れ
、
実
在
的
根
拠
関
係
が

た
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
「
或
る
も
の
」
は
反
省
に
よ

る
分
別
以
前
の
、
直
接
的
な
統
一
状
態
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
或

る
も
の
」
は
同
じ
内
容
を
含
む
が
、
そ
れ
ら
が
含
む
規
定
の
間
の
関

係
の
質
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

完
全
な
根
拠
関
係
に
お
い
て
は
、
根
拠
と
な
る
第
二
の
或
る
も
の

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
第
一
の
或
る
も
の
と
は
同
じ

内
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
形
式
的
根
拠
と
同

じ
関
係
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
第
一
の
或
る
も
の
と
第

二
の
或
る
も
の
で
は
、
そ
れ
が
表
す
関
係
が
違
う
の
で
、
二
つ
は
ま

。

。

た
別
の
も
の
で
も
あ
る

こ
れ
は
実
在
的
根
拠
と
同
じ
関
係
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
完
全
な
根
拠
は
形
式
的
根
拠
と
実
在
的
根
拠
と
の
統

一
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
ま
さ
し
く
「
完
全
」
な
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
完
全
な
根
拠
関
係
は
、
も
は
や
狭
い
意
味

で
の
根
拠
関
係
の
枠
を
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

反
省
的
思
考
は
事
象
を
根
拠
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て

事
象
の
中
か
ら
本
質
的
な
要
素
を
抽
出
し
、
事
象
の
根
拠
と
し
て
た
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て
る
。
い
わ
ば
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
「
区
別
」

を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
事
象
を
悟
性
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し

、

「

」

、

か
し

こ
の
根
拠
関
係
と
い
う

区
別

が
意
味
を
持
つ
た
め
に
は

も
と
の
事
象
の
持
っ
て
い
た
根
源
的
「
同
一
性
」
と
の
関
わ
り
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
完
全
な
根
拠
に
お
い
て
、
根
拠

関
係
と
根
拠
関
係
か
ら
は
み
出
す
も
の
と
の
関
わ
り
の
必
然
性
が
示

さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
、
根
拠
関
係
を
支
え
る
直
接
的
な
も
の
を

主
題
化
す
る
の
が
、
後
続
の
「
条
件
」
の
節
で
あ
る
。

四
、
条
件
と
根
拠

わ
れ
わ
れ
は
完
全
な
根
拠
関
係
を
通
じ
て
、
根
拠
関
係
を
は
み
出

す
も
の
を
問
題
と
す
る
地
点
に
ま
で
到
達
し
た
。
実
在
的
根
拠
関
係

を
基
礎
づ
け
る
新
た
な
根
拠
と
し
て
の
直
接
的
な
或
る
も
の
が
、
実

は
根
拠
関
係
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
抽
象
的
に
表
現
す
れ
ば
、
根
拠
関
係
と
い
う
区
別
が
成
り

立
つ
に
は
統
一
と
の
関
係
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時

に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
反
対
も
言
え
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
つ

ま
り
、
区
別
な
し
に
は
統
一
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す

る
。
こ
の
区
別
と
統
一
と
の
相
即
こ
そ
が
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
示

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
相
即
が
成
り
立
つ
地
点

に
こ
そ
事
象
が
成
り
立
つ
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

事
態
が
ど
の
よ
う
に
論
述
さ
れ
て
い
る
の
か
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

四
―
一
、
相
対
的
に
無
条
件
的
な
も
の

ヘ
ー
ゲ
ル
が
条
件
と
呼
ぶ
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
落
体

の
法
則
が
石
が
落
ち
る
と
い
う
現
象
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
場

合
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
落
体
の
法
則
だ
け
で
は
こ
の
現
実
の
石
が
落

。

、

ち
る
と
い
う
事
象
は
説
明
さ
れ
な
い

落
ち
始
め
る
と
き
石
の
高
さ

運
動
の
開
始
時
間
と
終
息
時
間
、
初
期
の
速
度
と
い
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
の
情
報
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
現
実
の
石
の
落
下
に
際

し
て
落
体
の
法
則
と
と
も
に
こ
の
事
象
を
構
成
し
て
い
る
。
根
拠
と

し
て
の
落
体
の
法
則
と
、
現
実
の
石
の
落
下
と
の
つ
な
が
り
を
保
証

し
た
の
は
、
現
実
の
石
の
落
下
と
い
う
直
接
的
な
事
象
に
含
ま
れ
、

こ
の
具
体
的
な
統
一
を
構
成
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
他
の
規
定
た
ち
な

の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
条
件
と
呼
ぶ
の
は
こ
う
し
た
規
定
た
ち
の
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こ
と
で
あ
る
。

（
一
一
）

彼
は
条
件
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の

、「

」「

」「

」

。

段
階
は
そ
れ
ぞ
れ

定
在

素
材

即
自
存
在

と
呼
ば
れ
る

ま
ず
第
一
の
定
在
の
段
階
は
根
拠
関
係
と
無
関
係
な
直
接
的
な
も
の

と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
と
第
三
の
段
階
は

根
拠
関
係
と
の
一
定
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
の
素
材
の
段

階
で
は
、
条
件
は
一
応
根
拠
と
関
係
し
て
い
る
が
、
ま
だ
根
拠
関
係

か
ら
独
立
を
守
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
根
拠
関
係
に
対
し
て
、
没
交
渉

、

、

的
で
あ
り

こ
れ
か
ら
根
拠
関
係
の
内
容
に
な
る
べ
き
も
の
と
し
て

素
材
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
即
自
存
在

の
段
階
で
は
、
条
件
と
根
拠
関
係
の
間
の
つ
な
が
り
が
確
立
す
る
。

根
拠
関
係
は
条
件
に
お
い
て
同
一
性
を
得
、
条
件
が
根
拠
関
係
の
即

自
存
在
を
な
す
と
さ
れ
る
。

石
が
落
ち
る
と
い
う
事
象
は
そ
れ
だ
け
で
直
接
に
捉
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
が
落
体
の
法
則
に
よ
っ
て
統
一
的
に
把

握
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
未
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
い
ま
だ

反
省
の
分
別
の
加
わ
る
前
の
あ
り
方
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
直
接
的
な

」

。

、

定
在

と
呼
ん
だ
あ
り
方
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る

そ
れ
に
対
し

こ
の
事
象
を
落
体
の
法
則
に
即
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
段
階
が
対
置

で
き
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
反

省
の
分
別
が
働
き
、
落
体
の
法
則
が
こ
の
事
象
か
ら
切
り
出
さ
れ
た

段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
根
拠
と
し
て
の
落
体
の
法
則
と
そ

。

、

の
ほ
か
の
規
定
と
の
間
の
関
係
付
け
は
ま
だ
行
わ
れ
な
い

し
か
し

と
に
か
く
、
根
拠
と
の
関
係
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
で
、
他
の
規
定
は

潜
在
的
に
こ
の
根
拠
関
係
を
支
え
る
も
の
と
な
る
べ
く
予
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
根
拠
の
「
素
材
」
と
呼
ん
だ
も
の
で

あ
る
。

続
く
段
階
に
お
い
て
根
拠
は
い
よ
い
よ
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
具
体

的
な
事
象
、
た
と
え
ば
石
が
落
ち
る
と
い
う
事
象
を
落
体
の
法
則
で

説
明
す
る
た
め
に
は
、
落
ち
始
め
る
と
き
の
ス
ピ
ー
ド
、
投
下
地
点

の
高
さ
、
投
下
の
時
刻
と
運
動
の
終
息
の
時
刻
な
ど
の
条
件
が
確
定

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
具
体
的
な
石

の
落
下
と
い
う
事
象
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
視

野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
根
拠
と
し
て
の
落
体
の
法
則
は
、
根
拠
づ
け

ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
石
の
落
下
と
い
う
具
体
的
事
象
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

は
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
結
び
つ
き
の
中
で
初
め
て
、
根
拠
は
リ

ア
ル
な
意
味
を
持
ち
得
る
。
こ
の
と
き
、
条
件
は
根
拠
を
支
え
る
も
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の
と
な
る
。
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
即
自
存
在
」
と
呼
ん
だ
あ
り
方

で
あ
る
。

第
三
段
階
の
、
根
拠
の
即
自
存
在
と
な
っ
た
条
件
が
「
無
条
件
的

な
も
の

」
と
呼
ば
れ
る
。
条
件
と
は
反
省
が
根
拠

das
U
nbedingte

関
係
を
た
て
る
出
発
点
と
な
る
具
体
的
な
事
象
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
が
無
条
件
的
な
も
の
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
具
体
的
事
象
か
ら

そ
れ
以
上
遡
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
無
条
件
性
は
な
お
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
ヘ
ー
ゲ

ル
は
言
う
。
な
ぜ
こ
こ
で
の
無
条
件
性
は
相
対
的
な
も
の
に
止
ま
る

の
か
。
そ
れ
は
、
根
拠
関
係
と
条
件
と
が
こ
こ
で
は
ま
だ
十
分
統
一

さ
れ
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
根
拠
関
係
と
条
件
と
が

互
い
に
対
し
て
没
交
渉
的
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
追
っ

て
み
よ
う
。

四
―
二
、
条
件
と
根
拠
関
係
の
独
立
性

「
或
る
も
の
は
、
自
分
の
条
件
の
他
に
根
拠
も
持
つ

。

ヘ
ー
ゲ

」
（
一
二
）

ル
は
こ
う
言
っ
て
、
条
件
と
根
拠
と
が
別
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
そ
し
て
、
あ
る
面
に
お
い
て
条
件
と
根
拠
と
が
お
互
い
に
独
立

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
根
拠
関
係
が
持
つ
内
容

と
条
件
の
持
つ
内
容
と
は
別
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
件
に
は
根

拠
関
係
に
入
ら
な
い
内
容
も
含
ま
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る

「
そ
れ

。

〔
す
な
わ
ち
条
件
の
持
つ
内
容
〕
は
根
拠
の
規
定
の
内
容
と
関
係
の

な
い
自
立
し
た
内
容
と
、
根
拠
の
規
定
の
内
に
入
り
、
そ
れ
の
素
材

と
し
て
根
拠
の
規
定
の
モ
メ
ン
ト
に
な
る
べ
き
内
容
と
の
、
混
合
で

あ
る

。」
（
一
三
）

こ
の
主
張
は
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う

に
も
見
え
る
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
条
件
を
、
根
拠
と
根
拠
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
保
証
す
る
直
接
的
な
も
の
と
し
て

考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
は
根
拠
関
係
か
ら
独
立
な
内
容
と
い
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
先
の
引
用
部
に
見
ら
れ
る
、
根
拠
関
係

か
ら
独
立
な
内
容
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
条
件
が
属
し
て
い
る
存
在
領
域

で
あ
る
直
接
性
の
領
域
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
石
が
落
ち
る
と
い
う
具
体
的
事
象
は
、
落
ち
る
石
の
高
さ
、
落

ち
始
め
の
時
間
と
落
ち
終
わ
っ
た
時
間
、
初
期
速
度
か
ら
成
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
落
体
の
法
則
に
と
っ
て
の
条
件
と
な
る
こ
と
を
わ
れ

わ
れ
は
主
張
し
た
。
し
か
し
、
実
際
の
石
の
落
下
は
こ
れ
ら
の
側
面

か
ら
の
み
成
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
石
は
高
さ
を
持
つ
だ
け
で
は
な
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く
、
何
ら
か
の
場
所
に
あ
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
色
や
形
を
持
つ
も

の
で
も
あ
る
し
、
大
き
さ
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
。
直
接
的
な
事
象

。

、

と
し
て
の
石
の
落
下
は
こ
れ
ら
の
規
定
を
も
伴
っ
て
い
る

そ
し
て

こ
れ
ら
を
抜
き
に
し
て
は
具
体
的
な
出
来
事
は
成
り
立
た
な
い
。
こ

れ
ら
は
根
拠
と
し
て
の
落
体
の
法
則
に
は
関
係
な
い
の
で
、
落
体
の

法
則
に
対
し
て
は
条
件
と
は
成
ら
な
い
が
、
落
体
の
法
則
の
条
件
と

な
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
と
、
直
接
性
の
領
野
に
お
い
て
切
り
離
し
が

た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
条
件
の
一
部
を
な
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

「
諸
条
件
は
こ
の
〔
存
在
と
い
う
〕

。

形
式
の
た
め
に
、
事
象
そ
れ
自
体
の
内
に
あ
る
内
容
の
規
定
〔
つ
ま

〕

。

り
根
拠
関
係
の
内
容
と
な
る
よ
う
な
規
定

と
は
別
の
形
態
を
持
つ

〔
す
な
わ
ち
〕
諸
条
件
は
、
非
本
質
的
な
も
の
や
他
の
事
情
と
混
合

さ
れ
た
、
統
一
を
欠
い
た
多
様
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
規
定
さ
れ
た

事
象
の
根
拠
で
あ
る
限
り
で
の
定
在
の
範
囲
に
は
、
そ
う
し
た
非
本

質
的
な
も
の
や
他
の
事
情
は
属
さ
な
い
の
で
あ
る

。」
（
一
四
）

、

、

こ
の
よ
う
に

条
件
が
根
拠
関
係
か
ら
独
立
な
内
容
を
持
つ
の
は

直
接
性
と
い
う
領
域
の
特
性
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ゆ
え
に
、

根
拠
関
係
と
条
件
と
は
互
い
に
独
立
な
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
さ
ら
な
る
目
標
は
、
根
拠
関
係
と
条
件
と
の
相
即
的
一

体
性
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
を
遂
行
す
る
の
が
後
続
の
「
絶
対

的
に
無
条
件
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

四
―
三
、
絶
対
的
に
無
条
件
的
な
も
の

事
象
そ
れ
自
体

―

「
相
対
的
条
件
」
の
段
階
で
は
、
根
拠
関
係
と
の
関
わ
り
が
直
接

的
な
定
在
に
と
っ
て
外
面
的
な
形
式
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
な
様
相

を
呈
し
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
外
観
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
破
壊
の
た
め
に
彼
が
挙
げ
る
論
拠
は
二
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
直
接
的
な
定
在
と
い
う
も
の
に
対
し
て
『
論
理
の
学
』

が
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
考
察
の
成
果
を
、
彼
は
こ
こ
で
持
ち
出
し

て
く
る

『
論
理
の
学
』
の
展
開
は
「
存
在
論
」
か
ら
「
本
質
論
」

。

へ
と
進
ん
で
き
た
の
だ
が
、
こ
の
展
開
こ
そ
、
直
接
的
な
も
の
が
本

質
と
の
連
関
で
捉
え
直
さ
れ
る
必
然
性
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い

と
言
う
の
で
あ
る
。
直
接
的
定
在
が
条
件
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ

と
自
体
、
本
質
と
の
連
関
で
捉
え
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
一
例
で

あ
り
、
そ
れ
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
『
論
理
の
学
』
の
展
開
は
示

し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

第
二
の
論
点
は
、
直
接
性
と
い
う
地
平
自
体
が
、
本
来
的
に
根
拠

関
係
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
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根
拠
を
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
き
、
そ
こ

に
は
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
区
別
と
同
時
に
、
二
つ
の

も
の
の
つ
な
が
り
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
つ
な
が
り
の
側
面
が
前

面
に
で
れ
ば
こ
の
区
別
関
係
は
背
景
に
退
か
ざ
る
を
得
な
い
。
直
接

性
と
は
元
来
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う

「
直
接
性
は

、

本
質
的
に
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
止
揚

す
る
根
拠
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

。

こ
う
し
て
、
最

」
（
一
五
）

初
の
直
接
的
な
定
在
そ
れ
自
体
が
実
は
根
拠
関
係
の
産
物
で
あ
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
省
と
直
接
性
と
の
相
即
の
う
ち
に
は
、
根
拠
関
係
と

条
件
と
を
包
摂
す
る
全
体
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
全
体
が
「
事
象
そ

れ
自
体
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
根
拠
関
係
と
条
件
を
統
一
し

た
全
体
と
し
て
の
「
事
象
」
こ
そ
が
、
真
の
意
味
で
無
条
件
的
な
も

の
と
呼
ば
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
を
事
象
の
概
念
内
容
に
照
ら
し
て
確

認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
事
象
は
自
分
自
身
の
中
に
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の

の
区
別
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
落
体
の
法
則
と
石
の
落

下
と
の
よ
う
な
区
別
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
第
二
に
、
事
象
は
こ
う

し
た
根
拠
関
係
を
支
え
る
条
件
を
も
含
ん
で
い
る
。
石
の
落
下
の
例

で
言
え
ば
、
初
期
速
度
、
高
さ
、
運
動
の
開
始
時
間
と
終
息
時
間
と

い
っ
た
条
件
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
落
体
の
法
則
は
石

の
落
下
と
い
う
出
来
事
と
の
結
び
つ
き
を
保
証
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
事
象
に
お
い
て
、
根
拠
関
係
は
自
足
的
で
あ
る
。
こ
の
事

象
に
含
ま
れ
る
も
の
以
外
の
何
か
を
、
そ
の
成
立
の
た
め
に
必
要
と

し
な
い
。
事
象
と
は
、
根
拠
関
係
と
い
う
分
節
化
と
、
そ
れ
の
直
接

的
統
一
と
を
あ
わ
せ
た
、
構
造
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
一
言
で
言

え
ば
、
そ
れ
は
区
別
と
統
一
と
の
統
一
と
い
う
構
造
を
持
つ
存
在
な

の
で
あ
る
。

ま
た
、
根
拠
関
係
が
こ
の
よ
う
に
成
立
す
る
こ
と
で
、
事
象
に
は

独
特
の
存
在
性
が
宿
る
こ
と
に
な
る
。
落
体
の
法
則
は
具
体
的
な
適

用
を
持
つ
こ
と
で
、
妥
当
す
る
も
の
と
な
る
。
逆
に
ま
た
石
の
落
下

の
方
も
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
バ
ラ
バ
ラ
の
多
様
な

も
の
か
ら
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
出
来
事
へ
と
ま
と
め
ら
れ

る
。
そ
う
し
て
、
根
拠
も
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
本
来
、
事
象
そ
れ

自
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
事

象
は
自
分
以
外
の
何
か
か
ら
得
て
い
る
の
で
は
な
い
。
事
象
は
自
分
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自
身
が
含
む
と
こ
ろ
の
根
拠
関
係
を
通
じ
て
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得

て
い
る
の
で
あ
り
、
事
象
は
い
わ
ば
自
分
自
身
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
事
象
こ
そ
は
自
分
自
身
を
通
じ

て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
お
い
て
根
拠
を
備
え

、

「

」

。

た
も
の
で
あ
り

真
の
意
味
で

無
条
件
的
な
も
の

な
の
で
あ
る

事
象
の
概
念
内
容
は
、
お
お
よ
そ
、
上
述
の
ご
と
き
こ
と
と
し
て

理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試
み
は
、
現
実

が
そ
の
現
実
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
根
拠
関
係
を
た
て
る
反
省
の
運
動
は
そ
う

し
た
現
実
理
解
の
試
み
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

。

、

、

、

る

そ
し
て

さ
ら
に
彼
は

そ
う
し
た
根
拠
関
係
を
支
え
る
の
は

当
の
事
象
自
体
の
内
に
あ
る
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
事
象
は
そ

の
意
味
で
自
足
的
な
も
の
で
あ
り
、
何
か
自
分
以
外
の
支
え
を
要
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
事
象
を
そ
れ
自
体
か
ら
理
解
す

る
試
み
か
ら
、
つ
ま
り
根
拠
関
係
を
事
象
に
お
い
て
た
て
る
試
み
か

ら
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
知

か
ら
生
ま
れ
る
存
在
で
あ
る
。
事
象
に
お
い
て
、
知
と
存
在
と
は
相

即
的
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
と
い
う
も
の
が
現
実
味
を
持
っ
て

（
一
六
）

存
立
し
て
い
る
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
う
し
た
複
雑
な
構

造
を
持
つ
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
事
象
の
概
念
の
分
析
を
通
じ
て
示

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結こ
の
事
象
の
構
造
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
根
拠
と
条
件
と
の
運

動
は
総
括
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
独
特
の
存
在
理
解
が
は
っ

き
り
と
現
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
根
拠
関
係
と
い
う
反
省
的
思
考
の

た
て
る
区
別
と
、
条
件
と
い
う
直
接
的
で
具
体
的
な
も
の
と
の
間
の

相
即
的
関
係
で
あ
る
。
こ
の
知
と
存
在
と
の
相
即
こ
そ
、
小
論
の
最

初
か
ら
追
求
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た

『
論
理
の
学
』
の
展
開
は
、

。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
一
度
直
接
的
な
も
の
に
重
点
を
置
い
た
叙
述

へ
と
移
る
。
最
後
に
、
そ
の
新
た
に
た
て
ら
れ
る
直
接
性

「
現
実

、

存
在
」
が
、
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
る
か
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

「
絶
対
的
に
無
条
件
的
な
も
の
は
、
絶
対
的
な
、
自
分
の
条
件
と

統
一
さ
れ
た
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
に
本
質
的
な
事
象
と
し
て
の

直
接
的
な
事
象
で
あ
る

。

こ
こ
に
お
い
て
、
絶
対
的
に
無
条
件
的

」
（
一
七
）

な
も
の
（
つ
ま
り
事
象
そ
れ
自
体
）
は
「
真
に
本
質
的
な
事
象
と
し

て
の
直
接
的
な
事
象
」
と
い
う
規
定
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
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た
び
た
び
触
れ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
直
接
性
は
存
在
の

こ
と
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
「
絶
対
的
に

無
条
件
的
な
も
の
」
は
本
質
と
存
在
と
の
統
一
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
根
拠
関
係
と
条
件
と
の
両
者
が
切
り
離
し
が
た
い
相
即

性
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

の
本
当
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
両
者
を
統
一
す
る
も
の

が
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
根
拠
付
け
の
運
動
も
、
条
件

付
け
の
運
動
も
、
一
つ
の
同
じ
事
象
の
運
動
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ

の
両
者
を
統
一
す
る
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
区
別

そ
れ
自
体
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
条
件
と
根
拠
は
、
両
者
を
統
一

す
る
も
の
の
モ
メ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

根
拠
付
け
と
い
う
媒
介
も
、
条
件
付
け
と
い
う
媒
介
も
、
こ
の
統
一

の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
。
こ
の
媒
介
を
う
ち
に
含
ん
だ
統
一
は
、
し

か
し
、
媒
介
を
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
直
接
的
な

も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
に
生
じ
て
き
た
直
接
性
こ
そ
が

「
現
実

、

存
在
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
概
念
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
現
実
存
在
は
、
根
拠
付
け
と
条
件
付
け
と
い
う
二
つ

の
媒
介
を
経
て
生
成
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
生
成
の
過
程
は
消
え
去

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
現
実
存
在
と
い
う

存
在
概
念
と
と
も
に

『
論
理
の
学
』
の
叙
述
は
外
的
な
直
接
性
を

、

扱
う
第
二
編
「
現
象
」
に
入
る
。
こ
れ
ま
で
は
内
的
な
本
質
か
ら
出

発
し
て
、
そ
れ
が
外
的
な
も
の
と
一
致
す
る
運
動
が
叙
述
さ
れ
て
き

た
が
、
こ
れ
か
ら
は
逆
方
向
の
、
外
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
て
内
的

な
本
質
と
一
致
す
る
運
動
が
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

G
.
W
.
F
.
H
egel

G
esam

m
elte

W
erke

B
d.

11.
S
.
321.

G
.
W
.

（
一
）

（
以
下

と
略
。
な
お
引
用
中
〔

〕
で
く
く
っ
た
箇
所
は
私
が
補
っ
た
部
分
で
あ
る

。
）

G
.
W
.
S.

297.

（
二
）G

.
W
.
S
.
298.

（
三
）

（
四
）
こ
の
点
で
、
わ
た
し
の
解
釈
は
ロ
ー
ス
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
ロ
ー
ス

は
、
こ
こ
で
形
式
規
定
と
は
異
な
る
内
容
規
定
が
登
場
し
、
形
式
規
定
は
内
容

に
と
っ
て
外
的
、
内
容
規
定
の
方
は
内
的
で
あ
る
と
す
る
。
ロ
ー
ス
に
よ
る
根

拠
論
の
解
釈
は
精
緻
で
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
形
式
規
定
と
区
別
さ
れ

る
内
容
規
定
が
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
が
不
明
の
ま
ま
に
止
ま
っ
て
い
る
。

寺
沢
恒
信
訳
『
大
論
理
学
２

（
以
文

P
.
R
ohs,

Form
und

G
rund,

S.
181

ff.

』

社
、
一
九
八
三
年
）
三
三
八
頁
、
訳
注
四
二
。

（
五
）
以
下
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
の
解
釈
の
当
否
の
確
認
を
し
て
い
こ

う
。

「
１
根
拠
は
、
さ
し
あ
た
り
内
容
の
中
で
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
２
し
か
し
、

内
容
は
同
時
に
〔
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
二
つ
の
〕
形
式
規
定

（

）
が
な
す
否
定
的
自
己
内
反
省
で
あ
る
。
３
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あ
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あ
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れ
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ら
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Hegels Lehre von dem Grund

Masao YAMAWAKI

In diesem Aufsatz versucht der Verfasser, den inneren Zusammenhang zwischen
Sein und Denken zu erörtern, indem er den Abschnitt Grund aus Hegels

ausführlich interpretiert.Wissenschaft der Logik
In der Hegelschen Logik sind die vielen Formen des Seins dargestellt. Die

Existenz ist eine davon. Sie wird von dem reinen Sein, das am Anfang der Logik
behandelt wird, strukturell unterschieden. Hegels Auffassung nach könnte eine Sache
sein, eher sie existiert. Die Existenz kann einer Sache erst dann zugeschrieben
werden, wenn die Sache aus ihrem Grund begriffen werden kann und alle ihre
Bedingungen vollständig da sind. Das Charakteristische des Existenzbegriffs besteht
also darin zu bezeichnen, daß eine Sache durch den Grund und die Bedingung
vermittelt ist.

Eine Sache aus ihrem Grund zu begreifen, ist die Tat des reflektierenden
Denkens. Ebendeshalb bezeichnet Hegel die Kategorie des Grundes als die letzte
Reflexionsbestimmung. Daraus erhellt sich, daß die Seiendheit der Existenz von der
Tätigkeit des Denkens abhängt, weil die Vermittlung durch den Grund für die
Existenz konstitutiv ist.

Um den Grund, der eine allgemeine Bestimmung ist, auf die einzelne konkrete
Sache zu beziehen, muß man das beide Verbindende angeben können. Wenn man
z.B. einen Fall eines Stein durch das Fallgesetz begreifen will, sind die vielen
Anfangsbedingungen nötig wie etwa Höhe des Steins, die Anfangsgeschwindigkeit
u.s.w. Durch diese Anfangsbedingungen läßt sich der Grund auf die konkrete Sache
anwenden. Die Anfangsbedingungen sind die unmittelbaren Daten, die in der
Hegelschen Logik zu der Sphäre des Seins gehören. Die den Grund setzende
Tätigkeit des Denkens setzt die Sphäre des Seins voraus. In der ontologischen
Struktur der Existenz vermögen sich Sein und Denken nicht zu trennen.

ii


