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フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
始
ま
り
、
E
・
ラ
ス
ク
や
R
・
ク
ロ
…
ナ
ー
等
の
フ

ィ
ヒ
テ
解
釈
を
経
て
現
代
に
至
る
ま
で
、
カ
ン
ト
か
ら
へ
：
ゲ
ル
へ
の
流
れ
の
中
で
捉
え
ら
れ
、
い
ま
だ
真
の
統
一
に
達
せ
ざ
る
当
為
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
場
と
し
て
、
ま
た
単
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
先
駆
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
種
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
批
判
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
伝
統
的
解
釈
が
孟
に
フ
ィ
ヒ
テ
前
期
の
知
識
学
の
み
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
に
罰
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
生
誕
二
百
年
の
一
九
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

年
以
来
発
表
さ
れ
た
多
く
の
優
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
は
、
絶
対
者
、
存
在
、
あ
る
い
は
神
の
立
場
か
ら
、
そ
の
現
象
と
し
て
自
我
を
捉
え

返
す
後
期
知
識
学
を
主
と
し
て
取
り
あ
げ
、
前
期
と
異
な
る
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

　
ブ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
死
の
直
前
に
至
る
ま
で
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
幾
度
も
繰
り
返
し
知
識
学
を
書
き
改
め
て
い
る
が
、
そ
の
フ
ィ
ヒ
テ
に

と
っ
て
、
元
来
聴
講
生
達
の
た
め
の
草
稿
に
す
ぎ
な
い
一
七
九
四
年
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
け
る
叙
述
は
「
極
め
て
不
完
全
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
不
備
な
も
の
で
あ
る
し
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
「
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
主
要
点
が
詳
細
明
晰
に
表
わ
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
お
り
」
（
H
G
o
q
瞥
）
、
「
精
神
の
火
花
が
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
哲
学
す
る
我
々
欝
身
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
自
我
」
の
悶
題
が
徹
底
的
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
本
稿
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
側
か

　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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山
ハ
ニ

ら
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
解
釈
の
立
場
も
、
前
期
知
識
学
を
後
期
知
識
学
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
立
場
も
と
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
一
七
九
四

年
の
知
識
学
に
お
け
る
無
我
論
を
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
に
即
し
て
考
察
し
、
こ
の
九
四
年
の
知
識
学
に
お
け
る
「
火
花
し
が
何
で
あ
る
か
、
す

な
わ
ち
こ
の
九
題
年
の
知
識
学
の
根
本
精
神
の
解
明
を
、
次
の
三
つ
の
問
題
点
を
中
心
に
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

　
第
一
は
、
知
識
学
の
根
本
原
理
で
あ
る
絶
対
的
同
一
性
と
し
て
の
膚
我
が
、
一
体
い
か
に
し
て
自
　
己
の
内
に
非
我
反
立
の
可
能
性
の
根

拠
を
有
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
隅
一
性
の
内
に
差
異
が
、
絶
対
の
内
に
否
定
が
生
じ
う
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
第
二
の
問
題
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
知
識
学
に
お
け
る
窮
極
的
な
解
答
と
し
て
そ
の
実
践
的
部
門
に
お
い
て
提
出
す
る
当
為
の
概
念

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
理
念
と
し
て
の
絶
対
我
の
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
と
し
て
の
当
為
は
、
単
に
彼
岸
的
な
厳
粛
を
果
し
な
く
追
求
す

る
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
つ
い
に
窮
極
酌
な
統
一
に
達
す
る
こ
と
の
な
い
悪
無
限
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
弁
証
法
」
の
問
題
で
あ
る
。
知
識
学
に
は
確
か
に
定
立
・
反
定
立
∴
総
合
を
逓
じ
て
の
動
的
展
開
が
見
ら
れ
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
を
多
く
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
達
は
「
弁
証
法
篇
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
真
意

を
捉
え
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
第
三
の
閣
題
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
予
備
的
考
察
を
必
要
と
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
「
弁
証
法
」
と
い
う
言
葉
を
後
期
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

識
学
に
お
い
て
稀
に
使
っ
て
い
る
だ
け
で
、
一
七
九
四
年
の
『
金
知
識
学
の
基
礎
隔
の
内
で
は
全
く
使
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
多
く
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
が
、
こ
の
『
基
礎
臨
に
お
け
る
自
我
と
非
我
と
の
闘
係
を
「
弁
証
法
」
な
い
し
は
「
弁
証
法
的
」
と
解
し

て
い
る
。
そ
の
場
合
彼
等
は
一
体
い
か
な
る
意
味
で
「
弁
証
法
」
と
い
う
こ
と
を
欝
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
評
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

W
・
レ
ー
ト
が
弁
証
法
の
特
徴
と
し
て
総
懸
と
運
動
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
膚
ら
の
弁
証
法
理
解
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で
、
多
く
の
場
合

彼
等
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
農
開
を
追
っ
て
行
く
中
で
、
知
識
学
の
内
容
に
即
し
て
、
そ
れ
を
「
弁
証
法
」
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

予
め
自
ら
の
弁
証
法
理
解
を
明
確
に
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
W
・
ハ
ル
ト
コ
プ
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
総
じ
て
彼
等
の
弁
証
法
理

解
は
昏
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
「
弁
証
法
」
と
の
対
比
に
必
要
な
範
囲
で
予
め
簡



　
　
単
に
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
特
色
を
考
察
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
臨
に
お
い
て
論
理
的
な
も
の
の
三
つ
の
側
面
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
弁
証
法
的
し
と

　
　
い
う
の
は
第
二
の
「
否
定
的
理
性
の
側
面
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
鰐
面
を
へ
…
ゲ
ル
は
真
理
の
「
契
機
」
で
あ
る
と
雷
っ
て
い
る

　
　
が
、
こ
の
第
二
の
弁
証
法
的
契
機
は
、
第
一
の
悟
性
的
弓
翫
に
お
い
て
区
別
さ
れ
悶
定
さ
れ
た
有
限
な
諸
規
定
の
膚
己
否
定
で
あ
り
、
反

　
　
対
の
規
定
へ
の
膚
己
自
身
に
よ
る
移
行
で
あ
る
。
こ
の
段
階
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
展
開
の
う
ち
で
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
　
論
を
ま
た
な
い
が
、
し
か
し
一
般
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
と
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
む
し
ろ
第
三
の
「
肯
定
的
理
性
の
逆
馬
」
つ
ま
り

　
　
憩
弁
的
理
性
の
段
階
に
お
け
る
対
立
し
た
二
規
定
の
統
一
と
い
う
こ
と
を
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
し
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
翻
身
に
お
い
て
も
し
ば
し
ぼ
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
つ
い
て
「
弁
証
法
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
合

　
　
に
も
、
こ
の
い
わ
ば
広
義
の
弁
証
法
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
思
弁
的
理
性
に
お
い
て
は
、
各
々
分
離
独
立
し
た
対

　
　
立
す
る
二
規
定
が
、
そ
れ
自
身
の
本
性
に
韮
つ
い
て
そ
の
反
対
に
移
行
し
、
そ
の
絶
対
的
分
離
と
い
う
前
提
が
止
揚
さ
れ
両
者
が
統
一
に

　
　
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
対
立
矛
盾
す
る
規
定
が
露
分
自
身
か
ら
霞
己
を
止
揚
し
、
統
一
の
内
に
あ
る
契
機
と
し
て
把
握
さ
れ
る

　
　
宥
和
的
な
総
合
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
内
容
に
即
し
て
見
る
た
め
に
、
形
式
と
質
料
の
弁
証
法
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
は
「
形
式
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
慮
ら
を
…
…
単
純
な
隅
一
性
へ
と
還
元
す
る
」
の
で
あ
る
が
こ
の
「
単
純
な
周
一
性
」
と
は
結
局
質
料

　
　
の
こ
と
と
な
る
。
形
式
は
質
料
と
の
蘭
連
か
ら
分
離
さ
れ
孤
立
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
遷
る
も
の
の
形
式
で
は
な
く
無
規
定

　
　
的
な
同
一
性
と
な
り
、
形
式
そ
の
も
の
が
無
彩
式
的
な
も
の
と
な
る
。
か
く
し
て
形
式
は
形
式
自
身
で
あ
る
と
誓
言
に
そ
の
反
対
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
質
料
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
「
質
料
は
形
式
に
署
し
て
無
関
心
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
こ
の
無
関
心
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
規
定
性
と

　
　
取
る
。
か
く
し
て
形
式
と
質
料
と
の
各
々
の
無
規
定
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
概
念
の
媒
介
が
達
成
さ
れ
る
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ

　
　
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
対
比
上
定
式
的
に
捉
え
て
み
る
な
ら
ば
、
矛
澱
の
自
己
止
揚
に
よ
る
宥
和
的
総
合
と
い
う
点
に
へ
！
ゲ
ル
弁
証
法

　
　
の
特
色
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
：
ゲ
ル
弁
証
法
を
踏
ま
え
た
上
で
、
果
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
が
「
弁
証
法
」
と
呼
ば
れ

鵬　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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哲
学
研
究
　
餓
翔
五
薫
畷
十
息
骨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
四

る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
第
三
番
昌
の
閥
題
点
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
つ
の
問
題
点
を
以
下
に
三
根
本
命
題
、
理
論
的
部
門
、
実
践
的
部
門
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
学
の
根
本
精

神
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
章
　
三
根
本
命
題

　
ま
ず
三
根
本
命
題
に
お
け
る
窃
我
と
非
我
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
唱
根
本
命
題
を
見
鵠
す
た
め
に
、
最
も
近

い
道
と
し
て
経
験
的
に
確
実
な
命
題
「
A
は
A
で
あ
る
」
か
ら
出
発
し
、
こ
の
内
に
あ
る
「
A
が
あ
る
な
ら
ぽ
、
A
が
あ
る
」
と
い
う
必

然
的
連
関
を
通
じ
て
、
経
験
的
意
識
の
最
高
の
事
実
と
し
て
の
好
篇
の
同
一
盤
、
「
我
は
我
で
あ
る
」
へ
と
至
り
、
こ
れ
を
さ
ら
に
純
粋

能
動
性
と
し
て
捉
え
直
し
、
こ
こ
か
ら
定
立
と
存
在
、
活
動
と
そ
の
所
産
と
の
同
一
性
と
し
て
の
事
行
我
を
確
立
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
ば
、
こ
の
事
行
の
直
接
的
表
現
は
、
「
私
は
端
的
に
存
在
す
る
。
即
ち
私
は
存
在
す
る
が
故
に
端
的
に
存
在
し
、
私
は
私
が
あ
る
と
こ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ろ
の
も
の
で
端
的
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
虜
我
に
対
し
て
か
く
あ
る
の
で
あ
る
」
（
H
b
。
。
●
傍
点
は
筆
者
）
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
対
自
的
な
定
立
即
存
在
と
し
て
の
事
行
我
は
知
識
学
の
第
一
根
本
命
題
と
し
て
は
、
「
自
我
は
根
源
的
に
端
的
に
密
己
自
身

の
存
在
を
定
立
す
る
漏
（
押
鳴
。
。
）
と
表
わ
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
第
一
根
本
命
題
に
お
け
る
事
行
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
の
構
造
の
予
備
的
解
明
の
た
め
に
「
我
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
命
題
の
主
語
と
し
て
の
自
我
を
「
自
己
定
立
す
る
自
我
」
（
押
Φ
G
。
）
と
も
「
端
的
に
定
立
さ
れ

た
自
我
」
（
押
り
①
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
命
題
の
主
語
と
し
て
の
膚
我
が
既
に
自
我
の
端
的
な
る
農
己
定
立
活
動
で
あ
る
こ
と

す
な
わ
ち
「
霞
我
は
自
己
を
定
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
未
だ
「
端
的

に
定
立
さ
れ
た
自
我
」
も
「
自
己
定
立
す
る
自
我
」
も
、
そ
れ
と
し
て
は
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
純
粋
な
る
定
立
活
動

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
繋
辞
「
で
あ
る
し
を
介
し
て
、
定
立
か
ら
定
立
さ
れ
た
も
の
の
反
省
へ
と
移
行
し
、
そ
こ
で
述
語
と
し
て
の



　
　
慮
我
が
「
存
在
す
る
自
我
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
述
語
と
し
て
の
自
我
に
お
い
て
、
か
の
主
語
と
し
て
の
自
我
の
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
粋
定
立
活
動
が
「
自
己
定
立
す
る
も
の
と
し
て
の
欝
暑
し
お
よ
び
「
端
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
霞
草
」
と
し
て
見
繊
さ
れ
る
わ

　
　
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
立
か
ら
反
省
へ
の
移
行
を
介
し
て
、
定
立
即
存
在
お
よ
び
無
慮
性
と
い
う
自
我
の
基
本
構
造
が
予
備
的
に
解

　
　
明
さ
れ
、
こ
こ
に
後
の
非
我
反
立
の
可
能
約
地
平
が
開
け
て
く
る
こ
と
を
予
想
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
第
二
根
本
命
題
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
経
験
的
意
識
の
事
実
と
し
て
の
「
非
A
は
A
で
な
い
し
と
い
う
命
題
か
ら
椙
発
し
、
自
我
の
無

　
　
制
約
的
端
的
な
る
反
立
活
動
を
見
料
す
。
そ
し
て
自
我
以
外
の
何
も
の
も
根
源
的
端
的
に
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自

　
　
我
に
依
る
自
我
に
製
す
る
非
我
の
端
的
な
る
反
立
を
第
二
根
本
命
題
と
し
て
確
立
す
る
。
こ
の
反
立
活
動
が
定
立
活
動
の
反
対
で
あ
る
か

　
　
ぎ
り
、
こ
の
両
活
動
の
根
底
に
は
自
我
の
岡
一
性
が
働
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
定
立
か
ら
反
立
へ
の
移
行
も
虜
我
の
同
一
性
に
よ

　
　
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
霞
我
に
対
し
て
反
立
さ
れ
る
も
の
が
非
我
で
あ
り
、
こ
の
反
立
活
動
の
根
底
に
は
虞
我
の
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
一
性
が
あ
る
と
雷
っ
て
も
、
や
は
り
か
か
る
非
我
の
反
立
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
全
く
自
我
か
ら
の
説

　
　
明
は
為
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
は
非
我
の
反
立
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
我
々
の
対
象
経
験
を
倹
た
ね
ぽ
な
ら

　
　
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
題
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
非
我
の
概
念
は
表
象
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な

　
　
く
、
む
し
ろ
表
象
の
客
観
の
内
に
あ
っ
て
こ
の
客
観
を
ま
さ
に
表
象
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
わ
す
も
の
が
、
全
て
の
可
能
的
経
験
に
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
だ
っ
て
蓑
象
者
で
あ
る
私
自
身
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
（
H
乙
魁
｛
　
い
　
　
　
　
　
　
　
孕
）
。

　
　
　
さ
て
第
三
根
本
命
題
の
課
題
は
先
行
の
二
つ
の
根
本
命
題
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
課
題
の
解
決
は
無
事
約
的
に
端
的
に

　
　
理
性
の
絶
対
命
令
に
よ
っ
て
鰹
こ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
書
う
（
桝
弘
8
栖
）
。
非
我
の
反
立
は
、
定
立
と
反
立
と
が
そ
の
内
で
行
な
わ
れ
る
自

　
　
我
の
同
一
性
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
・
非
我
も
「
農
期
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
る
し
（
ど
μ
8
）
。
こ
の

　
　
よ
う
な
「
非
我
は
自
我
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
る
し
と
か
「
全
て
の
も
の
は
自
我
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
あ
り
、
自

　
　
我
の
外
に
は
何
も
の
も
な
い
」
（
押
8
）
と
か
い
う
命
題
だ
け
を
全
体
の
連
関
か
ら
切
り
離
し
て
み
る
な
ら
ば
、
自
我
の
反
対
も
自
我
の

瓢　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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塀
揖
学
帽
耕
究
　
第
五
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四
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暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

外
も
結
局
は
自
我
の
内
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
う
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
解
決
さ
る
べ
き
自
我
と
非
我
と
の

聞
の
矛
盾
を
自
我
の
内
に
引
き
入
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
今
こ
こ
で
我
々
の
臼
差
す
べ
き
こ
と
こ
そ
こ
の
よ
う
な
矛
鷹
の
解
決
な
の
で
あ
り
、

従
っ
て
こ
の
段
階
で
の
「
自
我
の
内
に
」
と
い
う
こ
と
は
解
答
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
間
題
提
起
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
雰
我
が
自
我
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
る
限
り
、
自
我
は
写
譜
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
非
我
は
霞
我
に
対
し
て
反
立

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雰
我
が
反
立
さ
れ
る
限
り
霞
我
は
定
立
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
二
つ
の
結
論

を
含
む
第
二
根
本
命
題
は
自
己
矛
盾
に
陥
り
自
己
を
廃
棄
す
る
。
第
　
　
根
本
命
題
は
自
ら
が
妥
轟
性
を
有
す
る
か
ぎ
り
懲
己
を
廃
棄
し
、

従
っ
て
妥
当
性
を
有
せ
ず
、
自
己
を
廃
棄
し
な
い
。
か
く
し
て
第
二
根
本
命
題
は
麹
己
を
廃
棄
し
、
廃
棄
し
な
い
。
第
一
根
本
命
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
も
同
、
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
二
つ
の
根
本
命
題
か
ら
、
妥
当
と
想
定
さ
れ
た
論
理
規
則
に
従
っ
て
推
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
当
然
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
が
正
し
け
れ
ば
、
我
々
の
知
識
の
唯
7
絶
対
の
基
礎
で
あ
る
意
識
の
隔

一
性
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
意
識
の
同
一
性
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
、
上
述
の
推
理
が
正
し
く
あ
り
得
る
よ
う
な

何
ら
か
の
X
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
解
決
さ
る
べ
き
矛
薦
は
惣
我
の
内
に
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
X
も
自
我
の
内
に
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
X
は
受
壷
の
根
源
的
活
動
「
制
限
」
の
勝
産
と
し
て
の
「
可
分
性
し
（
」
弓
①
｝
一
げ
障
ρ
回
瞳
①
一
貯
）
の
概
念
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
霞
我
も
葬
我
も
可
分
的
に
気
立
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
我
は
自
我
の
内
に
お
い
て
．
司
分
的
自

我
に
対
し
て
．
可
分
的
非
我
を
反
立
す
る
」
（
押
緯
O
）
と
表
現
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
第
三
根
本
命
題
に
お
け
る
総
合
を
多
く
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
達
が
「
弁
証
法
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
果
し
て
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
例
え
ば
W
・
ヤ
ン
ヶ
は
こ
れ
を
自
我
と
非
我
と
の
問
の
「
当
限
の
弁
談
法
し
と
呼
び
、
カ
ン
ト
の
か
の
自
由
と
必
然
と
の
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
王
）

ア
ン
チ
ノ
ミ
…
の
解
決
の
仕
方
と
原
理
的
に
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
！
に
し
て
も
、
フ
ィ
ヒ

テ
の
第
三
根
本
命
題
に
し
て
も
、
単
に
対
立
す
る
二
規
定
の
妥
当
範
闘
を
限
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
へ
…
ゲ
ル
の
場
合
の

よ
う
な
矛
盾
の
誤
認
止
揚
に
よ
る
媒
介
総
合
と
い
う
こ
と
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
第
一
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
思
弁
的
理
性
の
総
合
の
段



　
　
階
に
先
行
す
べ
き
否
定
的
理
性
の
働
き
に
対
応
す
る
よ
う
な
、
自
己
否
定
に
よ
る
反
対
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
自

　
　
我
が
自
我
の
内
で
自
我
に
依
り
霞
我
に
対
し
て
非
我
を
反
立
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
一
見
そ
こ
に
は
輿
我
の
自
己
否
定
に
よ
る
非
我
の

　
　
反
立
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
可
分
性
つ
ま
り
量
可
能
性
一
般
を
介
し
て
行
な
わ
れ
る
部
分
的
な
否

　
　
定
、
す
な
わ
ち
自
我
の
自
己
限
定
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
に
は
自
己
限
定
は
あ
っ
て
も
、
全
き
自
己
否
定
は
な
い

　
　
と
　
襲
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
自
流
否
定
も
、
矛
窟
の
自
己
止
揚
も
な
い
の
に
、
対
立
す
る
二
項
の
制
限
と
い
う
第
三
項
に
お
け

　
　
る
総
合
の
内
に
ト
リ
ア
！
デ
を
児
て
、
こ
れ
を
薩
ち
に
「
弁
証
法
し
と
呼
ぶ
の
は
、
あ
ま
り
に
も
「
弁
証
法
し
な
る
語
の
拡
大
解
釈
と
雷

　
　
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
を
「
弁
証
法
」
と
解
釈
す
る
人
々
は
全
て
自
我
と
葬
我
を
は
じ
め
と
す
る
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
立
項
を
統
一
の
内
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
対
立
の
統
一
こ
そ
目
差
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
D
・
ヘ
ン

　
　
リ
ッ
ヒ
の
書
う
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
二
身
な
ら
お
そ
ら
く
へ
…
ゲ
ル
に
対
し
て
、
彼
が
対
立
の
統
一
を
「
弁
証
法
的
に
」
考
え
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
い
う
こ
と
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
へ
…
ゲ
ル
を
批
判
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
対
立
の
統
一
を

　
　
そ
の
よ
う
に
弁
証
法
的
に
考
え
る
こ
と
は
結
果
の
先
取
り
で
あ
り
、
問
題
の
解
決
で
は
な
く
解
消
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

　
　
る
。

　
　
　
さ
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
可
分
的
定
立
に
よ
り
非
我
の
反
立
の
可
能
性
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
可
分
的
定
立
は

　
　
反
立
と
い
う
活
動
の
内
に
、
か
つ
そ
の
活
動
と
共
に
起
こ
る
の
で
あ
り
、
可
分
的
定
立
に
よ
り
反
立
が
よ
り
高
次
の
概
念
か
ら
根
拠
づ
け

　
　
ら
れ
た
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
霞
我
と
非
我
と
は
よ
り
高
き
概
念
に
お
い
て
総
合
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
我
は
非
我
と
総
合
さ

　
　
れ
る
た
め
に
自
ら
可
分
的
自
我
へ
と
い
わ
ば
下
降
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
的
自
我
は
可
分
的
自
我
と
な
ら
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
我
が
自
我
に
対
し
て
反
立
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
詳
記
自
身
が
絶
対
的
自
我
に
対
し
て
反
立
的
で
あ
り
、
従
っ
て
自
我

　
　
は
自
己
輿
身
と
同
一
で
あ
る
と
と
も
に
自
己
自
身
に
対
し
て
反
立
さ
れ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
（
囲
羅
O
M
）
。
非
我
の
反
立
の
可
能
性
の
根
源

　
　
的
制
約
は
、
自
我
が
自
己
自
身
と
岡
叫
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
自
身
に
対
し
て
反
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

鵬　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



944

　
　
　
　
折
悶
学
研
究
　
蝦
脚
五
首
四
十
－
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

こ
と
は
自
我
の
対
自
性
に
由
来
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
に
自
我
の
内
に
お
け
る
自
我
お
よ
び
非
我
の
定
立
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
弁
証
法
は
な
い
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
こ
の
絶
対
的
自
我
と
可
分
的
自
我
と
の
間
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
思
弁
的
理
性
の
弁
証
法
と
い
う
場
合
、
矛
盾
の
自
己
止
揚
に
よ

る
媒
介
総
合
を
介
し
て
心
元
の
統
一
が
回
復
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
総
合
統
一
の
可

能
性
は
、
か
の
自
我
と
非
我
と
の
関
係
の
内
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
関
係
を
支
え
る
絶
苅
的
自
我
と
可
分
的
自
我
と
の
関
係
の
内
に
こ

そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
否
定
的
理
性
に
お
け
る
自
己
否
定
が
そ
こ
に
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
絶

対
的
自
我
が
霞
ら
．
司
分
的
自
我
へ
と
下
降
し
て
い
く
の
は
、
霞
我
の
単
な
る
量
的
限
定
に
す
ぎ
ず
、
自
我
の
全
面
的
な
自
己
否
定
で
は
な

い
。
従
っ
て
ま
た
絶
対
的
遺
影
の
端
的
な
る
定
立
と
可
分
的
自
我
の
定
立
と
の
間
に
は
、
全
繭
的
な
両
立
不
能
性
は
な
く
、
矛
盾
の
自
己

止
揚
に
よ
る
総
合
と
い
う
こ
と
も
起
こ
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
自
我
と
非
我
と
の
間
に
お
け
る
と
同
様
、
絶
対
我
と
可
分
我
と
の
間
に
も
弁

証
法
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
自
我
の
絶
対
的
岡
一
性
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
、
自
我
の
内
で
膚
我
に
対
し
て
非
我
を
反
立
せ
し
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
W
・
ヴ
ァ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

シ
ェ
…
デ
ル
の
言
う
よ
う
に
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
努
力
の
中
心
点
し
で
あ
り
、
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
弁

証
法
を
採
網
す
る
こ
と
も
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
E
・
ラ
ス
ク
な
ど
は
、
第
三
根
本
命
題
と
と
も
に
「
発
出
論
的
弁
証
法
砿
（
①
ヨ
磐
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

膏
瓜
盟
冨
出
鉱
の
搾
瓜
δ
が
始
ま
る
と
言
い
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
先
駆
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
以
来
今
日
に

至
る
ま
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
を
弁
証
法
と
す
る
解
釈
が
多
い
が
、
む
し
ろ
知
識
学
の
こ
の
段
階
で
こ
そ
フ
ィ
ヒ
テ
は
弁
証
法
的
な
総
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
拒
否
し
、
よ
く
彼
自
身
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
窪
我
と
雰
我
と
の
矛
盾

は
あ
く
ま
で
も
止
揚
総
合
さ
れ
得
ず
対
立
緊
張
の
内
に
保
持
さ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
を
カ
ン
ト
と
へ
！
ゲ
ル
の
中
間
に
位
置
づ
け
る
R
・
ク

ロ
！
ナ
ー
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
を
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
り
未
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
到
達
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る

（
1
9
）

が
、
む
し
ろ
こ
の
点
に
こ
そ
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
特
色
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
掛
三
碧
①
げ
窪



　
な
る
語
は
常
に
廃
棄
の
意
味
に
使
わ
れ
て
お
り
、
止
揚
総
合
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
矛
癒
は
宥
和
総
合

　
さ
れ
得
ぬ
か
ら
こ
そ
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
矛
盾
は
そ
れ
を
含
む
命
題
を
必
然
的
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
圓
避

　
さ
る
べ
く
努
力
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
矛
盾
の
自
己
止
揚
に
よ
る
宥
和
総
合
と
い
う
意
昧
で
の
弁
証
法
は
、
フ
ィ

　
　
ヒ
テ
に
は
な
い
と
誉
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
三
根
本
命
題
か
ら
「
根
拠
の
命
題
」
（
ω
鶏
N
α
o
ω
O
建
海
留
ω
）
を
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
に
お
い
て

　
第
嚇
・
第
二
・
第
三
根
本
命
題
に
対
応
し
て
夫
々
「
措
定
」
（
円
ぴ
。
。
。
冨
）
・
「
反
措
定
」
（
》
注
昏
鼠
ω
）
・
「
…
総
舎
措
定
」
（
ω
蕎
チ
婁
ω
）
と
い
う

　
　
こ
と
を
言
っ
て
い
る
（
回
置
b
っ
鵬
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
）
。
こ
こ
に
は
弁
証
法
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
互
い
に
同
等
な
る
も
の
に
お
い

　
　
て
反
立
徴
表
つ
ま
り
区
鋼
根
拠
を
求
め
る
活
動
が
反
措
定
的
も
し
く
は
分
析
的
と
言
わ
れ
、
互
い
に
反
立
的
な
る
も
の
に
お
い
て
そ
れ
ら

　
が
同
等
で
あ
る
徴
表
つ
ま
り
結
合
根
拠
を
求
め
る
活
動
が
総
合
措
定
的
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
い
か
な
る
反
措
定
も
総
合
措
定
な
く
し
て

　
　
は
可
能
で
な
く
、
い
か
な
る
総
合
措
定
も
反
措
定
な
く
し
て
は
可
能
で
は
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
こ
の
反
措
定
と
総
合
措
定
の
根
底

　
　
に
は
、
両
措
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
端
的
な
る
定
立
つ
ま
り
措
定
が
あ
り
、
こ
の
措
定
が
全
体
を
支
持
し
完
結
せ
し
め
絶
対
的
統
扁
を
産

　
　
み
出
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
総
合
措
定
に
お
け
る
結
言
根
拠
と
反
措
定
に
お
け
る
区
別
根
拠
と
が
論
理
学
的
な
定
義
を
成
立
せ
し
め
る

　
　
の
で
あ
り
、
そ
の
際
結
含
根
拠
は
定
義
に
お
け
る
類
概
念
に
、
区
別
根
拠
は
種
差
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
総
合
措
定
お
よ
び
反
措
定
は
、

　
反
立
者
が
よ
り
高
き
類
概
念
に
お
い
て
総
合
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
同
等
な
る
も
の
が
よ
り
低
き
特
殊
規
定
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
と
い

　
　
う
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
総
合
措
定
と
反
措
定
と
の
関
係
を
あ
え
て
弁
証
法
と
呼
ぶ
に
は
及
ぼ
な

　
　
い
と
思
う
。
ま
た
措
定
と
は
絶
対
我
の
端
的
な
る
霞
己
定
立
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
措
定
と
反
措
定
お
よ
び
総
念
措
定
と
の
関
係
は
、
先

　
　
に
み
た
自
我
と
非
我
の
可
分
性
に
よ
る
総
倉
さ
ら
に
は
絶
対
我
か
ら
可
分
我
へ
の
下
降
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
に
晃
て
き
た
よ
う

　
　
に
そ
こ
に
は
懲
我
の
量
的
自
己
限
定
が
あ
る
の
み
で
、
自
我
の
自
己
否
定
も
矛
盾
の
自
己
止
揚
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
要
す
る
に
措
定
・

　
　
反
措
定
・
総
合
と
い
っ
て
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
正
・
反
・
合
の
ト
リ
ア
ー
デ
の
展
開
と
は

鰯　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

鰯　
　
著
し
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
措
定
・
反
措
定
・
総
合
を
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
意
味
で
弁
証
法
的
で
あ

　
　
る
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
以
上
で
ひ
と
ま
ず
三
根
本
命
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
わ
り
、
以
下
第
二
章
で
理
論
的
部
門
、
第
三
章
で
実
践
的
部
門
の
検
討
を
し
て

　
　
み
た
い
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
両
部
門
に
お
け
る
反
立
総
合
の
展
胴
過
程
は
第
三
根
本
命
題
の
総
合
の
内
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
い

　
　
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
進
路
は
事
柄
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
（
幽
償
同
O
び
　
傷
｝
Φ
　
ω
隅
O
ゲ
O
　
o
自
O
一
ぴ
ω
紳
）
定
め
ら
れ
た
確
固
と
し
て
確
実
な
も
の
で

　
　
あ
り
、
我
々
は
決
し
て
道
に
迷
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
述
べ
て
い
る
（
押
ご
q
）
。

第
二
章
　
理
論
的
部
門

　
さ
て
理
論
的
部
門
は
第
三
根
本
命
題
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
命
題
の
う
ち
「
自
我
は
自
己
を
非
我
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
と
し
て
定
立
す
る
」

（
拗
り
郎
刈
）
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
命
題
を
分
析
し
、
「
非
我
は
自
我
を
限
定
す
る
」
と
い
う
命

題
と
「
霞
我
は
自
己
を
限
定
す
る
」
と
い
う
命
題
と
を
得
、
こ
の
両
命
題
を
「
交
替
限
定
」
（
≦
⑦
簿
。
。
色
ぴ
①
ω
θ
ヨ
ヨ
§
α
Q
）
の
概
念
に
よ
り
総

合
し
、
さ
ら
に
そ
の
夫
々
の
命
題
を
分
析
し
対
立
徴
表
を
見
出
し
、
各
々
「
因
果
性
」
（
≦
陣
掃
犀
も
ゆ
助
ヨ
障
Φ
一
什
　
O
島
．
　
剛
（
p
ρ
償
ω
Q
臨
梓
麟
播
）
「
実
体
性
」

（
も
。
§
舞
§
紳
重
富
瞥
）
の
概
念
に
よ
り
総
合
す
る
。
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
理
論
的
部
門
に
お
け
る
総
量
に
弁
証
法
な
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う

か
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
交
替
限
定
に
よ
る
総
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
我
の
実
在
性
の
部
分
的
定
立
と
そ
の
残
部
の
廃
棄
そ
し
て
そ
れ
と
同
量
の
実
在
性

の
非
我
へ
の
定
立
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
の
第
三
根
本
命
題
に
お
け
る
量
の
定
立
と
し
て
の
限
定
を
さ

ら
に
相
互
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
隈
零
し
た
い
わ
ば
限
定
の
限
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
全
く
全
面
的
な
自
己
否
定
も
な
い
し
、
自
我
の

能
動
性
と
断
動
性
も
し
く
は
実
在
性
と
否
定
性
と
の
矛
盾
対
立
が
霞
己
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
も
弁

証
法
は
な
く
、
ま
た
交
替
限
定
が
さ
ら
に
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
因
果
性
と
実
在
性
と
の
身
舎
に
お
い
て
も
同
様
に
弁
証
法



　
　
は
な
い
と
言
え
る
。
さ
て
こ
う
し
て
以
下
「
独
立
的
能
動
性
し
（
§
⇔
登
霞
σ
q
齢
⑦
8
鐘
σ
q
搾
。
陣
け
）
と
「
群
馬
交
替
」
（
毒
①
。
寓
Φ
甲
↓
§
§
創

　
　
ピ
②
凱
9
）
と
の
関
係
を
通
じ
、
最
後
に
「
総
裁
篇
（
N
霧
鵬
遼
簿
①
蹴
鞠
ω
の
ロ
）
と
「
遭
遇
」
（
N
屋
戯
導
欝
無
記
蝕
窪
）
と
の
総
合
に
至
っ
て
こ
こ
に

　
　
「
構
想
力
」
（
鰭
暮
ま
§
ぴ
⇔
ω
潔
捧
）
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
想
力
こ
そ
単
に
理
論
的
知
識
学
の
こ
の
段
階
に
お
い
て

　
　
働
く
の
み
な
ら
ず
、
実
は
全
理
論
曲
灘
門
に
お
い
て
、
ひ
い
て
は
全
知
識
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
総
合
の
内
に
働
く
「
自
我
の
最
も
驚
く

　
　
べ
き
能
力
」
（
H
卜
Q
O
腿
　
M
）
で
あ
る
。
こ
の
構
想
力
は
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
と
の
中
黒
に
揺
れ
動
き
（
。
・
畠
壽
ぴ
窪
）
合
一
す
べ
か
ら

　
　
ざ
る
も
の
を
禽
一
せ
ん
と
す
る
能
力
で
あ
り
、
反
立
的
な
る
も
の
の
瞬
立
緊
張
に
お
け
る
動
的
統
一
の
能
力
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
構
想
力
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
理
論
的
榔
門
に
お
け
る
重
溺
的
な
分
析
と
総
合
の
過
程
に
は
、
特
に
そ
の
分
析
と
反
立

　
　
徴
表
の
指
摘
と
に
お
い
て
若
干
の
形
式
的
不
備
が
見
ら
れ
る
。
鶴
え
ば
理
論
的
部
門
の
基
本
命
題
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
命
題
「
非
我
は
自

　
　
我
を
限
定
す
る
」
と
「
自
我
は
自
己
露
身
を
眼
定
す
る
」
と
に
お
い
て
は
、
「
非
我
が
…
…
限
定
す
る
し
と
「
自
我
が
…
…
眼
定
さ
れ
た

　
　
と
し
て
定
立
す
る
」
と
の
限
定
作
用
の
二
義
性
が
あ
り
、
か
つ
反
立
徴
表
を
慮
我
の
能
所
と
し
て
の
み
捉
え
る
と
い
う
不
十
分
さ
が
見
ら

　
　
れ
る
。
ま
た
「
、
非
我
は
自
我
を
限
定
す
る
し
と
い
う
命
題
の
分
析
の
結
果
と
し
て
非
我
の
実
在
性
の
有
無
を
言
う
際
に
、
そ
の
導
出
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
＞

　
　
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
霞
身
に
こ
の
よ
う
に
不
明
確
な
部
分
が
あ
る
の
に
、
か
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
達
が
こ
れ
ら
諸
点
を
十
分

　
　
に
解
明
せ
ず
に
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
容
認
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
不
備
も
、
先
に
彼
麟
身
「
我
々
は
道
に
迷
わ
な
い
」
と
雷
っ
て
い
た
よ
う

　
　
に
、
全
過
程
の
進
路
を
誤
た
し
め
る
こ
と
も
な
く
、
実
質
的
内
容
的
な
誤
…
謬
を
誘
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
各
段
階
各
層
に

　
　
お
け
る
分
析
総
台
は
第
三
根
本
命
題
の
根
本
総
合
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
終
始
三
つ
の
根
本
命
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
支
え
ら
れ
て
い
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
斎
う
哲
学
者
の
「
真
理
感
」
（
零
⇔
簿
審
議
あ
陣
暮
）
（
押
謬
）
が
彼
霞
身
の
も
の
と
し
て
働
い
て

　
　
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
重
層
…
的
な
対
立
緊
張
・
分
析
総
合
の
動
的
連
関
と
し
て
そ
の
体
系
が
展
開
さ
れ
て

　
　
い
く
点
に
、
最
も
よ
く
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
方
法
的
特
色
が
繊
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

479　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
「
な
る
ほ
ど
夫
々
の
反
立
総
合
の
段
物
に
は
弁
証
法
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
重
層
的
な
反
立
総
合
を

通
じ
て
の
動
的
展
開
過
程
に
は
弁
証
法
的
運
動
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
し
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
夫
々
の
反
立
総
合

に
お
い
て
弁
読
法
が
な
い
の
に
、
そ
の
展
開
が
弁
証
法
的
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
し
く
も
哲
学
な
る
も
の
が
我

我
の
生
と
世
界
と
の
真
絹
に
迫
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
い
か
な
る
論
理
に
依
る
に
し
て
も
、
単
に
固
定
的
な
分
析
論
理
に
の
み

安
住
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
無
限
と
有
限
、
絶
対
と
相
対
と
を
め
ぐ
る
動
的
な
展
開
が
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
動
的
展
瀾
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
の
み
そ
れ
を
弁
証
法
的
と
言
う
な
ら
ば
、
も
は
や
殆
ん
ど
全
て
の

哲
学
が
弁
証
法
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
章
　
実
践
的
部
門

　
知
識
学
の
実
践
的
部
門
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
第
三
根
本
命
題
に
含
ま
れ
て
い
る
第
二
の
命
題
「
自
我
は
欝
己
を
非
我
を
限
定
す
る
と

し
て
（
p
。
騨
げ
婁
冒
馨
巳
）
定
立
す
る
」
（
H
る
醤
）
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
命
題
を
分
析
し
、
反
立
徴
表

を
見
出
し
、
そ
れ
を
総
合
し
て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
理
論
的
部
門
で
や
っ
た
方
法
は
取
ら
ず
、
絶
紺
的
自
我
と
知
的
自
我
と
の
問
の

「
主
要
反
措
定
」
（
響
葛
？
》
部
露
悪
。
・
Φ
）
の
探
究
か
ら
始
め
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
密
契
反
措
定
が
実
践
的
部
門
を
基
礎
づ
け
る
「
自

我
は
自
己
を
雰
我
を
限
定
す
る
と
し
て
定
立
す
る
」
と
い
う
命
題
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
命
題
の
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

含
ま
れ
て
い
る
の
は
「
自
我
は
自
己
を
定
立
す
る
し
即
ち
絶
対
的
定
立
活
動
と
し
て
の
黛
我
と
「
磨
我
は
非
我
を
限
定
す
る
し
即
ち
有
限

　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殴
）

的
限
定
作
用
と
し
て
の
自
我
と
の
対
立
で
あ
る
。
こ
の
対
立
か
ら
出
発
し
て
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
過
程
に
合
流
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

こ
こ
で
い
う
主
要
反
措
定
は
第
一
根
本
命
題
に
お
け
る
絶
対
的
自
我
と
第
三
根
本
命
題
の
分
析
の
結
果
得
ら
れ
る
理
論
的
自
我
と
の
間
に

あ
る
も
の
で
、
実
践
的
部
門
を
基
礎
づ
け
る
命
題
の
内
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
理
論
的
部
門
に
お
い
て
究
明
さ
れ
た
知
性
と
し
て
の
自
我
は
、
あ
る
限
定
領
域
内
で
は
打
突
限
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
領
域
そ
の



　
　
も
の
に
つ
い
て
は
自
己
限
定
的
で
は
な
い
。
即
ち
表
象
す
る
仕
方
は
窟
我
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
表
象
す
る
こ
と
そ
れ
自
体

　
　
は
自
我
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
自
我
の
能
動
性
に
対
す
る
「
障
害
」
（
》
諺
8
ゆ
）
の
萌
提
の
も
と
に
お
い
て
の
み
、
従

　
　
っ
て
ま
た
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
無
限
定
的
な
非
我
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
麹
我
は
知
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
的
窓
我
は
、

　
　
非
我
か
ら
全
く
独
立
し
て
い
る
絶
対
約
自
我
と
互
い
に
反
立
酌
で
あ
り
、
こ
の
両
自
我
の
対
立
は
霞
我
の
絶
対
的
同
一
性
に
矛
盾
す
る
。

　
　
こ
こ
に
実
践
的
部
門
に
お
い
て
解
決
さ
る
べ
き
第
一
の
矛
鷹
が
あ
る
（
囲
潔
Q
。
や
　
M
）
。

　
　
　
こ
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
た
め
に
は
絶
対
我
と
知
性
我
と
の
対
立
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
知
性
我
の
非
我
へ

　
　
の
依
存
性
が
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
養
鶏
が
非
我
そ
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
鄙
ち

　
　
絶
対
我
が
薩
接
非
我
を
限
定
し
、
そ
れ
を
介
し
て
間
接
的
に
知
性
我
が
限
定
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
我
に
対
す
る
外
か

　
　
ら
の
作
用
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
な
り
、
た
だ
自
己
自
身
に
向
か
っ
て
の
潔
我
の
作
用
が
あ
る
の
み
と
な
る
（
H
b
O
A
O
》
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
絶
対
我
が
非
我
を
定
立
す
る
と
す
れ
ば
、
葬
我
の
所
動
性
に
反
立
的
な
あ
る
限
定
さ
れ
た
能
動
性
が
絶
対
我
に
帰
属
し
て
い

　
　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
我
の
無
期
限
な
絶
対
的
膚
己
定
立
活
鋤
に
よ
っ
て
は
自
我
は
非
我
の
原
因
た
り
得
ず
、
霞
我
が
非
我
を
定
立
す

　
　
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
自
我
は
霞
己
を
鱗
馨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
自
我
は
慮
己
を
定
立
し
、
定
立
し
な
い
（
囲
ぴ
σ
α
邸
　
噌
）
。
こ
の
第

　
　
二
の
矛
霞
の
真
の
意
味
は
、
自
我
の
無
限
な
る
自
己
定
立
活
動
と
宙
我
の
有
眼
な
る
自
己
限
定
作
用
と
の
自
我
そ
れ
自
身
の
内
に
あ
る
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
庸
で
あ
る
。
従
っ
て
W
・
ヤ
ン
ケ
の
誉
う
よ
う
に
「
有
限
性
と
無
限
性
と
の
最
高
矛
盾
は
霞
我
の
本
質
の
内
に
あ
る
し
と
言
え
る
。
こ
れ

　
　
が
自
我
の
無
限
な
る
能
動
性
と
有
限
な
る
能
動
性
と
の
間
の
第
三
の
矛
鷹
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
自
我
の
能
動
性
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
無
眼
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
有
限
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
我
の
活

　
　
動
が
自
配
自
身
に
の
み
関
わ
り
自
己
自
身
の
内
へ
と
還
帰
す
る
か
ぎ
り
、
自
我
の
能
動
性
は
無
限
で
あ
り
、
か
か
る
「
純
粋
能
動
性
」

　
　
（
鼠
器
6
疑
要
①
搾
）
の
み
が
無
限
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
宙
己
を
限
定
し
蘇
我
へ
と
関
係
し
対
象
を
定
立
す
る
能
動
性
は
「
客
観

　
　
的
能
動
性
」
（
。
ぴ
器
窪
く
0
6
黙
α
q
醤
簿
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
自
我
の
有
限
な
る
能
動
性
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
能
動
性
と
客
観
的
能
動
性
と
の

蜘　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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七
四

闘
の
第
四
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
、
両
能
勤
性
の
間
に
一
つ
の
「
結
合
帯
篇
（
＜
Φ
溶
蝕
鱒
§
α
q
m
ぎ
鑑
）
が
有
り
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
自
我
の
純
粋
能
動
性
が
客
観
的
能
動
性
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
悪
者
間
の
因
果
関
係
で
あ
ろ
う
（
囲
卜
⊃
α
刈
　
鷺
）
。
し
か
し
自
我
の
純
粋
な
る

絶
対
的
慮
己
定
立
濤
動
が
、
慮
己
を
限
定
し
非
我
へ
と
関
わ
る
客
観
的
活
動
の
原
霞
た
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
欝

我
が
自
己
を
定
立
し
、
同
時
に
臨
己
を
定
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
我
に
よ
る
葬
我
の
端
的
な
る
反

立
の
内
に
内
在
す
る
矛
薦
で
も
あ
っ
た
。
由
我
が
端
的
に
対
象
を
定
立
す
る
と
い
う
艶
態
、
自
我
は
…
般
に
制
隈
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ

の
限
界
は
密
我
の
農
発
性
に
よ
り
無
限
の
内
へ
と
押
し
や
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
自
［
我
の
内
に
は
対
象
の
能
動
性
に
反
立
的
な
、
対
象
か
ら

独
立
な
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
客
観
を
超
え
て
龍
眼
の
内
へ
と
出
て
い
く
そ
れ
自
身
「
無
限
な
能
動
饗
し
（
§
窪
象
。
冨
↓
箋
σ
q
犀
①
ε
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
無
限
な
能
動
性
こ
そ
客
観
的
総
領
性
の
、
従
っ
て
ま
た
苅
象
成
立
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
。

　
客
観
が
定
立
さ
れ
対
象
が
成
立
す
る
限
り
、
両
能
動
性
は
関
言
づ
け
ら
れ
、
問
等
と
定
立
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
客
観
の
定
立
は

端
的
に
一
切
の
根
拠
な
く
し
て
起
こ
り
、
従
っ
て
芸
能
勤
学
の
関
係
も
そ
う
で
あ
る
。
両
能
動
性
が
端
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
両
能
勤
性
が
端
的
に
同
等
と
定
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
押
書
。
8
）
。
し
か
し
岡
じ
く
客
観
が
定
立
さ
れ
る
か
ぎ
り
両
能
動
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
本
来
岡
等
で
は
な
い
。
従
っ
て
両
者
の
岡
塑
性
は
端
的
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
爾
岩
は
端
的
に
岡
等
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」

（回

烽≠

j。

ｻ
し
て
こ
の
岡
等
化
の
根
拠
が
両
者
い
ず
れ
の
内
に
あ
る
か
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
み
れ
ば
「
塵
ち
に
明
ら
か
な
」
こ
と
で

あ
り
、
「
客
観
の
磨
我
と
の
一
致
が
要
求
さ
れ
る
砿
（
H
卜
。
①
O
　
植
）
の
で
あ
り
、
絶
対
的
自
我
こ
そ
こ
の
一
致
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
総
て
は
自
我
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
」
（
餐
①
ω
）
と
い
う
要
求
、
「
当
為
」
（
G
o
。
固
圃
窪
）
と
し
て
実
践
的
輿
我

の
本
質
を
示
す
。
非
我
は
膚
我
と
完
全
に
一
致
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
し
一
致
し
得
な
い
。
従
っ
て
非
我
へ
関
係
づ
け
ら
れ
る
虜
我
の
能

動
性
は
限
定
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
限
定
へ
の
傾
向
」
（
¢
ぎ
。
8
Φ
鼠
①
壽
N
畦
ご
づ
・
。
・
隠
鑓
鑓
募
σ
q
）
で
あ
り
「
無
蓋
な
る
努
ヵ
」
（
匿
。
。
募
－

窪
象
。
慰
留
冨
び
讐
）
で
あ
る
。
自
己
膚
身
の
内
へ
還
帰
し
て
い
く
自
我
の
純
粋
能
動
性
は
、
珂
能
無
客
観
へ
の
関
係
に
お
い
て
は
一
つ
の

無
限
な
る
努
力
で
あ
り
、
こ
の
無
限
な
る
努
力
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
客
観
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
り
、
「
努
力
な
く
し
て
客
観
は
な
い
」
（
押
鱒
紹
V
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と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。
こ
う
し
て
努
力
の
概
念
に
お
い
て
「
総
て
は
自
我
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
実
践
理
性
の
要
求
と
「
理
性

は
実
践
的
で
あ
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
ら
理
論
的
で
は
あ
り
得
な
い
」
（
慧
黛
）
と
い
う
実
践
理
性
の
優
位
と
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
絶
対
我
と
理
論
我
と
の
紺
立
矛
盾
を
解
か
ん
と
し
て
第
二
、
第
三
の
矛
盾
を
経
て
、
純
粋
能
動

性
と
客
観
的
能
動
性
と
の
第
四
の
矛
盾
に
蓋
り
、
そ
し
て
こ
の
矛
盾
に
対
し
て
「
当
為
」
・
「
努
力
し
を
も
っ
て
答
え
ん
と
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
果
し
て
こ
こ
に
「
弁
証
法
」
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
三
の
無
限
な
能
動
性
と
有
限
な
能
動
性
と
の
矛
盾
に
関
す
る

箇
所
で
、
「
根
矛
盾
す
る
命
題
は
よ
り
精
密
な
る
限
定
に
よ
っ
て
合
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
我
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
無
限
と
し

て
、
ま
た
他
の
あ
る
意
味
に
お
い
て
有
限
と
し
て
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
H
為
沼
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
我
の
能
動

性
は
夫
々
異
な
る
意
味
に
お
い
て
有
限
で
あ
り
ま
た
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
も
は
や
厳
密
な
意
味
で
の
矛
盾

で
は
な
く
、
各
々
の
妥
当
範
懸
を
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
し
得
る
対
立
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
矛
麿
の
窃
己
止
揚
と
い
う
こ
と

は
全
く
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
一
般
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
重
層
的
な
反
立
総
合
の
展
開
過
程
の
内
で
各
階
層
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
反
立
徴

表
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
矛
盾
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
異
な
る
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
両
立
可
能
で
も
あ
る
よ
う
な
対
立
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
薩
ち
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
の
内
に
は
総
じ
て
矛
盾
な
る
も
の
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
本
来
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
答
礼
で
対
立
す
る
も
の
が
そ
の
ま
ま
直
接
桐
互
に
矛
盾
し
て

い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
特
定
の
階
層
に
お
け
る
対
立
と
全
知
識
学
を
貫
く
第
一
根
本
命
題
の
絶
対
的
同
一
性
と
が
矛
盾

す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
識
学
の
各
部
門
、
各
段
階
に
お
け
る
対
立
が
、
霞
我
の
絶
対
的
岡
一
性
と
の
閥
の
矛
盾

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
全
知
識
学
の
動
的
展
開
の
駆
動
力
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

矛
麿
の
解
決
は
何
ら
矛
盾
の
自
己
止
揚
に
よ
る
も
の
で
は
く
、
結
局
は
対
立
緊
張
の
持
続
の
内
に
あ
っ
て
の
当
為
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
決
し
て
弁
証
法
的
な
宥
湘
総
合
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
我
々
の
全
理
論
を
覆
さ
ん
と
脅
か
す
よ
う
な
困
難
」
（
回
恥
黛
）
が
あ
る
と
琶
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ら

　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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誓
学
研
究
　
第
五
筈
口
四
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
論
ハ

に
考
察
を
進
め
る
。
そ
の
困
難
と
は
先
に
述
べ
た
純
粋
能
凝
性
と
客
観
の
能
動
性
と
の
聞
に
現
わ
れ
る
循
環
の
こ
と
で
あ
る
。
両
能
動
性

が
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
客
観
の
能
鋤
性
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
方
客
観
の
能
動
性
が
純
粋
能
動
性
へ
の

関
係
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
一
つ
の
循
環
が
起
こ
り
、
両
能
動
姓
闘
の
、
一
般
に
主
観
と
客
観
と
の
聞
の
、
霞
我
と

非
我
と
の
間
の
関
係
根
拠
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
関
係
根
拠
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
絶
対
的
自
我
は

端
的
に
自
己
二
身
に
等
し
く
、
そ
の
内
で
は
何
も
の
も
区
別
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
自
我
は
総
て
で
あ
り
無
で
あ
る
し
（
一
嵩
逡
　
噂
）
。
し

か
し
他
方
自
我
の
内
に
、
自
我
の
内
的
太
麿
ハ
か
ら
は
由
来
で
き
な
い
「
あ
る
異
種
…
的
な
も
の
」
（
o
弩
二
。
。
・
閉
Φ
B
象
蕊
α
Q
Φ
ω
）
が
現
わ
れ
、
こ

れ
に
よ
り
自
我
は
識
限
さ
れ
る
。
霞
我
が
あ
く
ま
で
自
己
霞
幕
と
の
同
一
性
を
保
持
す
べ
く
努
力
す
る
な
ら
ば
、
融
我
は
こ
の
綱
領
さ
れ

阻
止
さ
れ
た
努
力
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阻
正
さ
れ
回
復
さ
れ
る
も
の
は
自
我
の
能
動
性
で
あ
り
「
阻
止
し
（
駁
①
諺
奪
§
σ
q
）
も

「
回
復
」
（
芝
羽
書
⑦
昏
Φ
韓
⑦
欝
轟
）
も
自
我
の
内
に
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
圓
復
な
き
限
止
も
な
く
、
阻
止
な
き
回
復
も
な
く
、

両
者
は
夫
々
交
替
眼
定
に
立
ち
、
そ
れ
自
体
既
に
総
含
的
に
合
一
さ
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
（
H
℃
霧
①
）
。
こ
こ
に
お
け
る
回
復

と
阻
止
と
の
総
合
も
相
互
の
交
替
限
定
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
忠
己
止
揚
に
よ
る
弁
証
法
的
総
合
で
は
な
い
。

　
先
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
我
の
無
限
の
努
力
な
し
に
は
自
我
に
お
い
て
何
ら
有
限
的
客
観
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
の
無

限
な
能
動
性
と
有
限
な
能
動
性
と
の
間
の
矛
盾
を
、
両
能
動
性
を
夫
々
純
粋
能
動
性
と
客
観
的
能
動
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
絶
対
我
と
理
論
我
と
の
問
の
矛
盾
か
ら
単
に
遠
ざ
か
っ
た
だ
け
で
、
困
難
は
た
だ
先
に
押
し
や
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
無

限
な
能
動
性
と
い
え
ど
も
そ
れ
自
身
努
力
と
し
て
客
観
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
、
ま
た
一
つ
の
客
観
的
能
動
性
で
あ
り
、
こ
こ
に

同
扁
な
る
自
我
の
内
に
「
無
限
的
客
観
的
能
動
性
」
（
魚
器
§
窪
農
。
剛
6
0
げ
一
舞
響
①
穆
鋒
σ
q
搾
簿
）
と
「
有
限
的
客
観
的
能
動
性
」
（
魚
ま
窪
寧

ぎ
審
。
幕
璽
奉
8
砕
け
嵯
ハ
簿
）
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
客
観
的
能
動
性
の
閥
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
限
的
客
観
的
能
動
性
は
、
そ
れ
が
客
観
の
限
定
さ
れ
た
限
界
を
定
立
す
る
か
ぎ
り
制
限
さ
れ
て
お
り
有
限
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
現
実
的

客
観
し
（
ゆ
ぢ
鼠
≧
陣
畠
φ
。
。
○
ぼ
捲
け
）
に
闘
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
良
著
の
無
限
な
る
努
力
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
の
限
界
限
定
を
越
え
て
進
み



　
　
「
理
想
的
客
観
」
（
①
ぎ
こ
。
巴
①
。
。
○
ぼ
。
江
）
に
関
係
す
る
。
こ
の
理
想
的
客
観
に
お
い
て
は
限
定
活
動
一
般
も
限
定
の
隈
界
も
自
我
自
身

　
　
に
依
存
す
る
。
「
理
想
は
自
我
の
絶
対
的
所
産
で
あ
る
。
」
（
H
”
b
・
8
）
し
か
し
そ
れ
は
無
限
に
ま
で
押
し
や
ら
れ
る
と
は
い
え
と
に
か
く
限
界

　
　
を
有
し
、
決
し
て
無
限
の
理
念
が
実
現
さ
れ
一
切
の
客
観
が
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
魚
眼
の
理
念

　
　
は
「
我
々
の
本
質
の
内
奥
に
」
（
冒
目
§
窪
ω
8
⇒
¢
霧
⑦
話
ω
芝
＄
窪
。
。
）
属
し
、
我
々
の
精
神
か
ら
立
去
る
こ
と
は
な
い
。
精
神
は
有
限
性
を

　
　
越
え
て
無
限
へ
と
進
む
果
し
な
き
活
動
で
あ
る
。
肖
我
は
そ
の
根
源
的
要
求
に
従
っ
て
無
限
で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

　
　
う
な
無
限
性
と
有
限
性
と
の
相
獺
緊
張
の
内
に
実
践
的
自
我
の
本
質
が
努
力
と
し
て
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
実
践
我
に
お
け
る
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
我
克
服
の
努
力
は
単
に
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
彼
岸
的
な
目
標
と
し
て
の
絶
対
我
の
理
念
を
追
求
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
自
我
の
努
力
の
根
底
に
は
既
に
絶
対
我
の
根
源
的
要
求
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
が
非
我
に
関
わ
る
有
限
的
欝
我
の
内
に
当
為
と
し
て

　
　
顕
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
第
一
根
本
命
題
に
お
け
る
端
的
な
る
窩
己
定
立
活
動
と
し
て
の
絶
紺
我
と
実
践
的
部
門
に
お
け
る
理
念
と
し
て

　
　
の
絶
対
我
と
を
、
出
発
点
の
自
我
と
出
駕
と
し
て
の
霞
我
と
し
て
区
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
囲
q
嵩
怖
》
）
。
し
か
し
理
念
と
し
て
の
自
我
は

　
　
単
に
彼
岸
的
な
追
求
掻
標
と
し
て
位
麗
づ
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
第
一
根
本
命
題
に
お
け
る
絶
対
我
も
単
な
る
即
発
点
な
ど

　
　
で
は
な
く
、
全
知
識
学
を
貫
い
て
い
る
根
源
的
原
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
絶
対
我
は
追
求
臼
標
と
し
て
曲
事
の
先
に
あ
る

　
　
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
努
力
・
轟
為
の
根
底
に
生
き
て
働
く
根
源
融
融
力
で
あ
る
と
書
い
得
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
努
力
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
察
は
こ
こ
で
や
む
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
磨
我
の
努
力
に
お
け
る
「
絶
対

　
　
古
園
果
性
の
要
求
し
（
黛
⑦
閃
。
誌
興
§
磯
㊦
ぎ
韓
£
・
ぴ
ω
。
図
露
顕
国
碧
怒
簿
野
）
を
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
別
の
や
り
方
で
「
発
生
的
に
し
（
σ
q
魯
？

　
　
辞
畠
）
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
即
ち
客
観
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
自
我
は
七
飯
自
身
か
ら
外
へ
出
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ

　
　
の
「
外
縛
し
（
譲
9
き
。
。
σ
Q
①
冨
富
）
の
根
拠
が
自
我
の
内
に
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
外
出
に
お
い
て
こ
そ
「
絶
対
的
自
我

　
　
と
実
践
的
鐵
我
と
知
的
自
我
と
の
間
の
真
の
合
一
点
」
が
得
ら
れ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
（
H
卜
⊃
認
　
鴇
）
。
自
我
は
自
己
自
身
に
よ
る
絶
対
的

　
　
定
立
を
損
う
こ
と
な
く
、
根
源
的
…
端
的
に
他
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
を
慮
己
の
内
に
定
立
し
、
い
わ
ば
自
己
を
飽
の
定
立
に
対
し
て
…
翻
放

鰯　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
差
異
が
自
我
の
内
に
や
っ
て
く
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
自
我
自
身
の
内
に
既
に
根
源
的
差
異
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霞
我
は
自
己
の
内
で
異
質
的
な
る
も
の
、
異
種
的
な
る
も
の
に
畠
会
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
懲
我
に
お
け
る
絶
対

的
同
一
性
と
根
源
的
差
異
と
の
両
立
は
明
ら
か
に
思
推
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
全
知
識
学
最
大
の
難
問
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ

は
こ
れ
は
「
外
見
上
の
矛
盾
」
に
す
ぎ
ず
解
決
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
（
囲
心
⊃
認
　
箪
）
。

　
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
異
種
的
な
る
も
の
も
自
我
に
属
す
る
か
ぎ
り
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
能
動
性
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
異
種
的
で
あ
る
の
は

こ
の
能
動
性
の
方
向
の
違
い
で
あ
る
と
言
う
。
無
限
へ
と
進
み
行
く
自
我
の
能
動
性
が
あ
る
点
で
障
害
さ
れ
、
自
己
自
身
の
内
に
追
い
返

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
追
い
返
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
自
我
に
と
っ
て
異
覆
的
な
る
も
の
が
現
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
己
自
身
と
同
一
で
あ
り
か
つ
膚
己
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
我
の
驚
く
べ
き
構
造
し

を
解
明
し
、
霞
我
の
本
質
の
内
奥
に
迫
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
際
我
々
は
次
の
三
つ
の
難
問
に
繊
会
う
（
押
N
認
塗
）
。

　
そ
の
第
一
は
、
い
か
に
し
て
自
我
の
活
動
が
無
限
へ
と
外
へ
向
か
う
方
向
に
至
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
患
い

に
紺
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
自
我
が
自
己
を
端
的
に
定
立
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
能
動
性
は
膚
己
当
身
の
内
に
還
帰
し
、
こ
の
方
向
が

「
求
心
的
」
（
器
艮
暑
①
巨
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
方
向
と
い
う
も
の
は
単
な
る
交
替
概
念
に
す
ぎ
ず
、
唯
一
つ
の
方
向
と
い
う
も

の
は
有
り
得
ず
、
従
っ
て
こ
こ
に
自
己
内
に
還
帰
す
る
求
心
的
方
向
に
反
立
的
な
、
無
限
へ
と
外
へ
向
か
う
「
遠
心
的
な
」
（
N
窪
鼠
㌘
σ
q
＆

方
向
が
前
提
さ
れ
る
。
こ
の
両
方
向
の
区
別
な
き
端
的
な
る
自
己
定
立
活
動
と
し
て
の
膚
我
は
、
あ
た
か
も
点
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

物
体
岡
然
で
あ
る
。
物
体
に
も
、
単
に
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
一
つ
の
内
的
な
力
と
し
て
「
A
は
A
で
あ
る
」
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
力
は
、
物
体
の
外
に
い
る
我
々
に
対
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
物
体
霞
身
に
対
し
て
定
立
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
物
体
は
膚
己
を
自
己
自
身
に
対
し
て
定
立
し
な
い
。
そ
れ
故
に
物
体
は
生
命
な
き
も
の
で
あ
り
、
自
我
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
我
は
自
己
を
虜
己
膚
身
に
対
し
て
定
立
し
、
自
己
を
霞
巳
薄
身
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
と
し
て
定
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
よ
う
な
自
己
霞
身
に
対
す
る
定
立
、
定
立
さ
れ
た
と
し
て
の
定
立
こ
そ
一
切
の
生
と
意
識
と
の
原
理
で
あ
り
、
慮
我
は
こ
の
よ
う
な



　
　
原
理
を
自
己
自
身
の
内
に
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
我
は
自
己
自
身
の
内
に
唐
己
を
反
省
す
る
練
理
を
有
し
て
い
る
。
自
我
が

　
　
霞
己
自
身
の
内
に
生
と
意
識
と
の
原
理
を
、
即
ち
反
省
の
原
理
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
欝
我
は
物
体
と
違
っ
て
唐
己
自
身
に
対
し
て

　
　
自
己
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
欝
我
は
そ
の
活
動
性
に
関
し
て
慮
己
の
内
に
区
胴
さ
る
べ
き
二
つ
の
方
向
を
持
た
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
方
向
の
区
別
に
お
い
て
は
じ
め
て
暫
学
者
の
反
省
に
対
し
て
自
我
の
麟
自
薦
が
い
わ
ば
対
臼
　
の
対
自
と
し
て

　
　
現
実
的
対
膚
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
対
膚
性
は
、
知
識
学
の
内
で
自
我
の
対
輿
性
を
考
察
す
る
我
々
の
誓
学
的
反
省
に
お
い
て
二
重
に
現

　
　
わ
れ
て
く
る
と
言
え
る
。
考
察
さ
る
べ
き
自
我
に
お
け
る
「
算
筆
に
対
し
て
」
と
い
う
意
味
で
の
対
自
、
そ
れ
を
考
察
す
る
「
我
々
に
対

　
　
し
て
し
の
我
々
自
身
が
ま
た
霞
我
で
あ
る
と
い
う
意
訳
で
の
対
密
と
の
二
つ
で
あ
る
。
か
の
第
一
根
本
命
題
に
お
け
る
対
日
は
宙
我
の
対

　
　
自
的
活
勤
そ
の
も
の
と
し
て
の
対
自
性
で
あ
り
、
今
こ
こ
に
お
け
る
二
方
向
の
区
別
に
お
け
る
対
自
は
自
我
の
紺
染
的
潅
動
に
対
す
る

　
　
我
々
自
身
の
自
我
の
薄
虜
的
な
自
己
思
推
と
し
て
、
い
わ
ば
「
対
自
の
毅
虜
」
と
も
書
い
得
る
。

　
　
　
自
我
は
物
体
と
違
っ
て
自
巴
を
自
己
自
身
に
対
し
て
定
立
す
べ
き
で
あ
り
、
慮
己
を
慮
己
露
身
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
と
し
て
定
立
す

　
　
べ
き
で
あ
っ
た
。
肖
我
は
自
己
・
下
身
の
内
に
自
己
を
反
省
す
る
原
器
を
無
制
約
的
に
あ
ら
ゆ
る
根
拠
な
し
に
有
す
る
。
そ
れ
故
に
霞
我
は

　
　
根
源
的
に
二
様
に
見
ら
れ
得
る
。
自
我
は
反
省
す
る
隈
り
求
心
的
で
あ
り
、
反
省
さ
れ
る
限
り
無
限
の
内
へ
と
達
心
的
で
あ
る
。
で
は
い

　
　
つ
た
い
ど
う
し
て
自
我
の
活
動
が
反
省
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
遠
心
的
で
あ
る
の
か
。
自
我
は
懲
己
を
絶
対
的
実
在
性
と
し
て
定
立
す
る
。

　
　
こ
の
自
我
の
全
実
在
性
が
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
限
の
定
量
」
（
Φ
鍵
毒
窪
留
畠
。
。
。
2
碧
密
ヨ
）
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
実
在

　
　
性
は
そ
の
本
性
上
能
動
性
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
無
限
を
満
た
す
定
量
と
し
て
定
立
さ
れ
た
自
我
の
全
実
在
性
は
無
限
へ
と
外
へ
向
か
う

　
　
能
動
姓
で
あ
り
、
そ
の
方
向
が
遠
心
的
方
向
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
自
我
の
端
的
な
る
絶
対
的
幽
己
定
立
活
動
は
自
我
が
慮
己
緊
縮

　
　
の
内
に
衡
す
る
根
源
的
な
反
省
原
理
に
よ
っ
て
遠
心
的
方
向
と
求
心
的
方
向
と
の
区
別
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
次
に
難
問
の
第
二
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
爾
方
向
が
区
別
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
方
向
は
本
来
、
共
に
趨
我
の
内
に

　
　
根
拠
づ
け
ら
れ
た
扁
に
し
て
同
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
反
省
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
区
別
さ
れ
得

559　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
○

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
両
方
向
の
区
別
に
よ
り
成
立
す
る
反
省
と
爾
方
向
を
区
別
す
る
反
省
と
を
区
別
し
て
い
な
い
が
、
両
者
は
活
動
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

の
と
し
て
の
反
省
と
こ
の
反
省
の
反
省
と
し
て
区
別
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
両
方
向
を
区
別
す
べ
き
反
省
は
両
方
向
に
関
係
す

る
と
こ
ろ
の
「
第
三
者
」
（
魚
郎
O
門
露
の
6
。
）
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
第
三
者
と
は
何
か
。

　
自
我
の
能
動
性
の
両
方
向
が
一
に
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
と
前
提
す
る
な
ら
ば
、
自
我
の
内
に
全
実
在
性
が
存
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

要
求
は
満
た
さ
れ
る
。
し
か
し
両
方
向
が
互
い
に
区
別
さ
れ
ず
隅
一
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
は
何
ら
の
意
識
も
導
来
で
き
な
い
。
そ
れ

は
あ
た
か
も
神
の
自
己
意
識
が
説
盟
で
き
な
い
の
と
岡
様
で
あ
る
。
即
ち
神
に
お
い
て
霞
己
意
識
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神

が
自
己
自
重
の
存
在
を
反
省
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
神
の
自
己
反
省
に
お
い
て
は
反
省
す
る
も
の
も
反
省
さ
れ

る
も
の
も
共
に
一
に
し
て
全
で
あ
り
、
偉
者
は
互
い
に
区
鋼
さ
れ
ず
、
意
識
と
そ
の
対
象
と
は
区
別
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
神
の
自
己
意
識

な
る
も
の
は
説
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
虞
我
に
と
っ
て
も
し
現
実
に
意
識
が
可
能
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
自
我
の
能
動
性
は

無
限
を
満
た
す
べ
き
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
点
で
阻
讐
さ
れ
自
己
自
身
の
内
へ
帰
る
べ
き
で
あ
る
。
現
実
に
意
識
が
可
能
で
あ
る
べ
き
な

ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
方
に
自
我
は
無
限
を
満
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
が
あ
る
。
他
方
に
実
際
は

霞
我
は
無
限
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
結
果
が
あ
る
。
こ
の
要
求
と
結
果
と
の
相
違
の
内
に
お
い
て
両
方
向
の
区
別
が
可
能
と
な
る
。
無
量

を
満
た
す
べ
し
と
の
絶
対
的
自
我
の
根
源
的
要
求
に
従
え
ば
、
虜
我
の
能
動
性
は
無
限
へ
と
進
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
遠
心

的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
能
動
性
が
あ
る
点
に
お
い
て
反
省
さ
れ
求
心
的
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
無
限
へ
と
進
む
遠
心
的
方
向
と
求
心

的
方
向
と
の
区
別
が
、
無
限
を
満
た
す
べ
し
と
い
う
自
我
の
根
源
的
要
求
へ
の
関
係
に
お
い
て
可
能
と
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
　
冨
う
か
の
両

方
向
に
関
係
す
べ
き
第
三
者
と
は
、
こ
の
自
我
の
無
限
を
満
た
す
べ
し
と
の
根
源
的
要
求
の
こ
と
と
解
し
得
る
。
U
・
ク
レ
ス
ゲ
ス
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
第
三
者
を
「
障
害
」
と
解
し
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
障
害
を
も
成
立
せ
し
め
こ
れ
に
よ
り
自
我
の
能
動
性
を
反
転
嗣
帰
せ
し
め
る
の
は
、

絶
対
的
自
我
の
自
己
実
現
へ
の
根
源
的
要
求
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
か
の
第
三
者
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
に
お
け
る
本
質
的
内
容
に
即
し

て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
自
我
の
本
質
に
根
ざ
し
た
無
限
を
満
た
す
べ
し
と
の
根
源
的
要
求
の
こ
と
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し



　
て
こ
の
根
源
的
要
求
へ
の
関
係
に
お
い
て
遠
心
的
と
求
心
的
と
の
両
方
向
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
第
E
の
難
閥
と
は
、
な
ぜ
内
へ
の
方
向
が
異
種
的
と
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
上
述
の
考
察
か
ら

　
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
即
ち
無
限
へ
と
進
む
遠
心
的
方
向
は
か
の
無
限
を
満
た
す
べ
し
と
の
根
源
的
要
求
に
適
い
、
求
心
的
方
向
は

　
　
こ
の
根
源
的
要
求
に
逆
ら
う
。
従
っ
て
自
我
の
根
源
的
要
求
に
逆
ら
う
求
心
的
方
向
は
自
我
に
と
っ
て
異
種
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
わ
け

　
　
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
「
自
己
膚
身
か
ら
の
総
て
の
外
繊
の
根
拠
」
（
剛
楠
蕊
U
）
が
自
我
の
自
己
自
身
へ
の
必
然
的
反
省
と
し
て
承
さ

　
れ
、
「
原
因
性
一
般
へ
の
努
力
の
根
拠
」
（
囲
卜
∂
刈
の
　
鳩
）
が
無
限
を
満
た
す
べ
し
と
の
自
我
の
根
源
的
要
求
と
し
て
示
さ
れ
、
先
に
立
て
ら
れ
た

　
課
題
が
解
決
さ
れ
る
。

　
　
以
上
の
考
察
に
よ
り
「
自
我
自
身
の
内
に
お
け
る
自
我
に
対
す
る
非
我
の
影
響
の
可
能
性
の
根
拠
し
（
H
心
。
勺
①
　
℃
）
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず

　
端
的
に
自
己
を
定
位
す
る
自
我
は
そ
れ
自
身
の
内
で
完
全
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
刻
印
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
我
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
が
自
我
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
自
己
を
自
己
自
身
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
と
し
て
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
（
Q
『
）
の
新
し
い
定
立
に
よ
っ
て
自
我
は
外
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
謬
言
を
開
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
定
立
に
お
い

　
　
て
非
我
の
自
我
へ
の
働
き
か
け
の
可
能
性
が
自
我
の
内
か
ら
開
け
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
我
は
自
我
と
し
て
根
源
的
に
自
己

　
自
身
と
の
交
替
作
用
の
内
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
外
か
ら
の
自
我
へ
の
影
響
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
霞
我
の
絶
対
的
本
質
と
実
践
的
本
質
と
知
的
本
質
と
の
問
の
合
喘
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
我
は
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
を
満
た
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
、
こ
の
要
求
の
根
底
に
は
無
限
の
自
我
の
理
念
が
あ
る
。
こ
の
自
我
が
絶
対
的
自
我
で
あ
る
。
自
我
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
理
念
を
根
底
と
し
て
無
限
の
内
へ
と
進
ん
で
行
く
。
こ
れ
が
実
践
的
諸
藩
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
障
害
は
全
く
捨
象
さ

　
　
れ
、
理
想
的
な
も
の
の
系
列
が
成
立
す
る
。
自
我
が
障
害
制
限
の
考
察
に
向
か
い
霞
我
以
外
の
も
の
に
よ
る
限
定
へ
と
反
省
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
こ
に
現
実
的
な
も
の
の
系
列
が
成
立
す
る
。
そ
の
限
り
自
我
は
理
論
的
自
我
で
あ
り
知
性
で
あ
る
。
自
我
が
実
践
的
で
な
け
れ
ば
知
性

　
　
は
不
可
能
で
あ
り
、
無
我
が
知
性
で
な
け
れ
ば
実
践
的
能
力
の
意
識
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
有
限
的
理
性
的
存
在
の
全
本
質
し

蜥　
　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

が
包
括
さ
れ
論
じ
つ
く
さ
れ
る
（
囲
卜
⊃
“
c
◎
冒
）
。

　
「
自
我
と
面
罵
と
の
閥
の
そ
の
交
替
作
用
は
岡
時
に
自
我
の
自
己
自
身
と
の
交
替
作
用
で
あ
る
。
」
（
H
鵠
。
。
O
h
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
，
）
自
我
が
自
ら
非
我
を
定

立
し
た
こ
と
を
反
省
し
な
い
場
合
に
は
、
自
我
は
自
己
を
非
我
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
定
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

反
省
す
る
場
合
に
は
自
ら
葬
我
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
反
省
す
る
と
き
、
人
は

超
越
的
実
在
論
者
と
な
っ
た
り
独
断
的
観
念
論
者
と
な
っ
た
り
す
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
反
省
す
べ
き
で
は
な

く
、
糊
反
立
す
る
両
規
定
の
中
閥
に
漂
遊
（
筍
り
O
ゲ
≦
σ
び
の
鄭
）
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
創
造
的
構
想
力
の
働
き
し

（
慧
。
。
鳶
）
で
あ
る
。
知
識
学
は
超
越
的
実
在
論
と
独
断
的
観
念
論
と
の
間
に
あ
っ
て
断
園
と
し
て
中
道
を
守
り
抜
く
。
知
識
学
は
か
く
し

て
「
批
判
的
観
念
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
実
在
1
1
観
念
論
」
（
図
Φ
鋤
一
匹
囲
熊
O
船
引
硫
鑓
鶉
ω
）
と
も
「
観
念
1
1
実
在
論
」
（
討
①
瓢
乍
陶
①
匙
ω
ヨ
霧
）

と
も
呼
び
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

結
　
論

　
以
上
、
三
根
本
命
題
・
理
論
的
部
門
・
実
践
的
部
門
の
夫
々
を
通
し
て
、
冒
頭
に
挙
げ
た
三
つ
の
難
題
を
考
察
し
て
き
た
。
即
ち
第
一

に
絶
対
的
同
蝋
性
と
し
て
の
自
我
が
い
か
に
し
て
非
我
を
反
立
せ
し
め
得
る
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
は
絶
対
我
の
実
現
へ
の
無
限
の
努

力
と
し
て
の
当
為
の
解
明
、
第
三
は
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
解
釈
の
融
着
、
以
上
三
つ
の
聞
題
点
を
各
部
門
を
通
し
て

考
察
し
て
き
た
。
そ
の
考
察
の
結
果
を
こ
こ
に
簡
単
に
要
約
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
自
我
に
対
す
る
非
我
の
反
立
の
根
源
的
制
約
は
、
幽
我
が
膚
己
自
身
に
同
一
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
自
身
に
反
立
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
膚
我
は
根
源
的
に
葭
己
自
身
と
の
交
替
作
用
の
内
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
辛
々
か
ら
の
自
我
へ

の
働
き
か
け
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
自
我
と
非
我
と
の
関
係
は
、
自
我
の
対
自
的
懲
己
関
係
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
い
か
に
理
論
的
部
門
に
お
い
て
非
我
に
依
る
露
我
の
限
定
を
説
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
虜
我
か
ら
独
立
な
非
我
の
存
在
を
設
定



　
し
、
そ
の
障
害
に
よ
っ
て
経
験
の
成
立
を
説
明
す
る
も
の
と
知
識
学
を
解
す
る
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
本
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
非
我
は
自
我
に
対
し
て
の
み
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
懲
我
と
葬
我
と
の
関
係
が
、
自
我
へ
の
非
我
の
一
致
と

　
　
い
う
こ
と
に
よ
り
決
着
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
「
直
ち
に
明
ら
か
な
」
（
ω
。
σ
Q
墜
下
二
型
⑦
言
簿
窪
儒
）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
決
し
て
単
純
に
慮
我
の
絶
対
性
を
夢
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
総
て
は
霞
我
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と

　
　
い
う
当
為
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
る
。
こ
の
当
為
の
解
明
が
次
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
　
第
二
の
当
為
め
問
題
に
対
す
る
結
論
は
、
当
為
は
彼
岸
的
鼠
標
の
追
求
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
我
の
理
念
は
彼
爆
的

　
　
な
追
求
三
訂
な
ど
で
は
な
く
、
嶺
為
・
努
力
の
根
底
に
生
き
て
働
く
自
我
の
根
源
的
動
力
で
あ
る
。
従
っ
て
当
為
を
直
線
に
よ
っ
て
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
さ
れ
る
単
な
る
悪
無
限
と
解
す
る
の
は
正
当
な
解
釈
で
は
な
い
。
当
為
と
は
何
も
の
か
を
獲
得
せ
ん
と
し
て
の
追
求
努
力
で
は
な
く
、
理

　
念
の
「
未
だ
…
…
な
い
」
（
郎
O
O
ぴ
　
づ
凶
O
財
轡
）
と
「
既
に
」
（
。
。
島
。
鄭
）
と
の
間
に
展
醐
さ
れ
る
い
わ
ば
無
所
得
の
常
精
進
で
あ
る
。
非
我
の
障

　
害
と
い
う
限
定
禅
客
の
直
中
に
お
い
て
こ
そ
自
我
の
無
限
な
る
本
性
が
如
実
に
露
現
す
る
の
で
あ
る
。
非
我
の
障
害
と
は
た
だ
そ
の
た
め

　
　
に
の
み
自
我
に
対
し
て
存
在
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
自
我
の
無
限
な
努
力
を
離
れ
そ
れ
か
ら
独
立
に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
第
三
の
結
論
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
に
弁
証
法
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
根
本
命
題
・
理
論
的
部
門
・
実
践
的
部
門
の
各
々

　
　
に
お
い
て
、
自
我
と
非
我
を
は
じ
め
と
す
る
各
階
層
で
対
立
す
る
二
項
の
閥
の
い
わ
ば
横
の
関
係
に
お
い
て
も
、
ま
た
絶
対
我
と
可
分
我

　
　
と
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
い
わ
ば
縦
の
関
係
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
体
系
全
体
の
動
的
展
開
の
内
に
も
、
い
ず
れ
も
自
己
否
定
も

　
　
自
己
止
揚
も
な
く
、
従
っ
て
否
定
釣
理
性
の
弁
証
法
も
思
弁
酌
理
性
の
弁
証
法
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学

　
　
を
弁
証
法
と
解
釈
す
る
人
々
が
、
何
も
特
定
の
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
理
解
を
も
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
を
弁
証
法
で
あ
る
な
ど
と
雷
っ
て

　
　
い
る
の
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
等
は
一
体
い
か
な
る
意
味
で
「
弁
証
法
」
と
い
う
雷
魚
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
ギ
リ
シ
ャ
以
来
史
上
「
弁
証
法
」
な
る
語
が
極
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
特
に
中
世
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
論
理
学
と
同
義

　
　
に
さ
え
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
敢
え
て
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
を
弁
証
法
と
呼
ぶ
と
す

599　
　
　
　
　
知
識
学
と
「
弁
証
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
矛
麿
と
か
運
動
と
か
と
い
う
概
念
を
以
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
を
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

証
法
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
知
識
学
を
弁
証
法
的
に
解
釈
す
る
こ
と
こ
そ
、
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
の
全
哲
学

的
努
力
を
ま
っ
た
く
空
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
文
申
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
き
第
一
、
第
二
、
第
三
の
結
論
の
間
に
は
夫
々
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
籠
二
の
絶
対
我
に
関
す
る
結
論
が
第
　
一
の
当
為
に
関

す
る
結
論
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
二
の
結
論
に
お
け
る
妾
為
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
れ
ば
こ
そ
、
第
三
の

結
論
の
如
く
弁
証
法
を
採
用
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
弁
証
法
的
思
弁
を
拒
否
し
た
れ
ば
こ
そ
、
当
為
の
立
場
に
踏
み
と
ど

ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
的
自
己
定
立
と
し
て
の
自
我
が
あ
く
ま
で
も
絶
対
的
同
一
性
に
留
ま
り
つ
つ
も
自
ら
の
内
で

自
ら
に
対
す
る
が
故
に
、
そ
こ
に
当
為
の
立
場
が
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
絶
対
我
の
理
念
の
実
現
を
こ
の
よ
う
な
当
為
と
し

て
見
る
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
知
識
学
の
課
題
の
「
弁
証
法
的
」
解
決
は
何
ら
問
題
の
解
決
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ラ
ス
ク
、
ク
ロ
…
ナ
ー
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
者
達
が
知
識
学
を
、
い
ま
だ
当
為
の

　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

立
場
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
り
、
弁
証
法
と
解
釈
し
た
り
す
る
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
葛
意
を
見
誤
る
も
甚
し
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
註

　
（
1
）
　
＜
ぴ
q
轡
ρ
≦
．
甥
鵠
ゆ
σ
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Eine　Untersuchung　zu　den　GrundproblemeR　von　Fichtes

　　　　　　　　　　　　Wissenschaftslehre　von　1794

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む0銘K撒ihik◎Nagasawa

　　Die　voriiegende　｛Jntersuchung　erltiutert　den　GruRdgedanken　von　Fich－

tes　Wissenschaftslehre　von　i794　anhand　der　folgenden　drei　Probleme：

1．　Das　Grundgesetz　der　Wissenschaftslehre　ist　das　lch　als　absolute

　　Identlt2t．　Was　ist　der　Grund　der　M6giiehkeit　daftir，　daB　das　Nicht一

　　　正ch　dem王ch　entgege無gesetzt　wi罫dP　WIe　ka聡鍛恭berhaupt　ei皿e　Differenz

　　　in　der　ldentitat，　eine　Negation　im　Absoluten　entstehen　？

2．　lm　praktischen　Teil　der　Wissenschaftslehre　fifhrt　Fickte　a！s　letzte

　　L6sttng　den　Begriff　des　Sollens　ein．　lst　das　Soilen，　fifr　Fichte　das

　　unendliche　Streben　nach　der　Verwirklichung　des　absoluten　lch　als

　　rdee，　nur　ein　unendiiches　Verfoigen　eines　jenseitigen　Ziels，　nur　eine

　　．schlechte　Unendlichkeit”，　die　die　letzte　Einheit　doch　nicht　erreichen

　　kann　？

3．　Das　le£zte　Problem　betrifft　die　sogenannte　“Dlalel〈tik”　Fichtes．　ln　det

　　Wissenschaftlehre　findet　sick　sicher　eine　sehr　deutliche　Entwicklung

　　durch　Thesis，　Antithesis　und　Synthesis．　Obwohl　Fichte　selbst　in　der

　　Wissenschaftslehre　ven　1794　einen　soichen　Begriff　nicht　verwendet，

　　　wird　diese　Entwicklung　in　der　Fichteforsehung　haufig　als　．Dialektik“

　　ausgelegt．　ln　den　meisten　Falien　wird　der　Begriff　1）ialektik　nieht

　　　geklla’rt，　doch　ist　wahrscheinlich，　da8　hier　Hege｝s　Dialektikbegrkff　in

　　Fichte　eingetragen　wird．　Es　ist　also　zu　prUfen，　ob　es　in　Fichtes

　　Wissenschaftslehxe　eine　Dialektik　im　Sinne　Hegels　als　vers6hntiche

　　　Synthesis　durch　die　Seibstaufhebung　des　Widerspruchs　gibt．

Die　angegebenen　Probieme　werden　anhand　aller　drel　Teile　der　Wissen－

schaftslehre，　der　drei　Grundsljtze，　dem　theoretischen　und　dem　praktischen

Teii，　untersucht．　Die　wesentlichen　Ergebnisse　sind　folgende：

1．　Die　Grundbedingung　der　Entgegensetzung　des　Nicht－lch　ist，　da8　das

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



　　　Ich　sich　selbs2　identisch　und　zugleich　sick　selbst　entgegengesetzt　ist．

　　　Das　lch　lst　eigentlich　nur　in　Wechselwirkung　mit　sich　selbst，　und

　　　erst　dadurch　wird　die　Einwirkung　des　Nicht－lch　auf　das　lch　m6glich．

　　　Die　Beziehun．cr　zwischen　dem　lch　und　dem　Nicht－lch　besteht　aufgrund

　　　der　Selbstbezie’nung　als　der　Fgrsichheit　des　lch．　Und　das　Nicht－lch

　　　．soll“　schlietslich　mit　dem　lch　ttbereinstimmen．

2・　Das　Soilelt　bedeutet　kein　Verfolgen　eines　jenseitigen　Ziels．　Denn　die

　　　Idee　des　absoluten　lch　is£　kein　jenseitiges　Endziel，　sondern　eine

　　　ursprgngliche　Triebkraft　des　lch，　die　am　Grunde　von　Sollen　und

　　　Streben　lebendig　wirkt．　Es　ist　also　nicht　riehtig，　das　Sollen　als

　　　”schlechte｛短e雌至chkeit”，　die　als　unendl圭che　Grade　vorgestellt　werden

　　　k6nnte，　auszulegeR．　Das　Sollen　ist　nicht　ein　auf　etWas　ztt　Gewinnendes

　　　ausgerichtetes　Verfolgen　von　etwas，　sondern　das　standige　Streben，

　　　das　sich　zw三schen　de醗　，，xxoch　nicht”　und　de田　，，schoゴ，　der　Idee

　　entwickelt．　Gerade　in　der　Bestirnmung　oder　BeschrsRkuRg　des　Nicht－

　　　Ich　zeigt　sich　die　unendliche　Natur　des　lch　a｝s　solche．

3．　ln　Fichtes　Wissenschaftslehre　gibt　es　keine　Dialektik．　in　allen　drei

　　Teilen　der　Wissenschaftslehre　finden　sich　keine　Selbstne．ffation　und

　　　keine　Selbstaufhebung，　weder　zwischen　dem　lch　und　Nicht－lch，　dem

　　　absoluten　lch　und　teilbaren　lch，　Roch　in　der　Entwickiung　des　ganzen

　　　Systems，　und　damit　lgeine　Diale｝〈tilsc　im　Hegelscl］en　SinR．　Der　historisch

　　vieldeutige　Begriff　1）ialektik　wird　der　Eigenart　von　Fichtes　Denken

　　　nicht　gerecht．　Es　wird　im　Einzelnen　gezeigt，　daB　eine　diaiek£ische

　　Interpretation　der　Wissenschaftslehre　Fi¢htes　philosopkische　Bemgh－

　　ungen　geradezu　zunichte　mach£．

Diese　drei　Folgerungen　stehen　in　einem　engen　Zusamrnenhang　miteln－

ander．　Die　erste　Folgerung　iiegt　der　zweite　zu　Grunde　und　die　zweite　ist

Voraussetzung　der　dritten．　Denn　gerade　Fichtes　Be．crriff　des　Sollens　macht

die　Aufnahme　der　］］｝ialektik　ttnm6glich．　Die　Dialektilg　ware　fgr　Fichte，

der　die　Verwirklichttng　der　ldee　des　absoluten　lch　als　Sollen　versteht，

keine　L6sung，　sondern　ein　Ausweichen　vor　den　philosophischen　Aufgaben，

die　Fichte　sich　selbst　gestellt　hat．
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