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一
般
に
へ
!
ゲ
ル
は
先
行
の
思
想
家
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
事
柄
の
力
と
範
聞
の
中
へ
潜
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
の
哲
学
を
確
立
し
え
た
、

と
評
さ
れ
て

い
る
。
た
し
か
に
へ
!
ゲ
ル
自
身
自
己
の
哲
学
を
以
て
哲
学
そ
の
も
の
が
完
結
し
た
か
の
よ
う
な
口
吻
を
用
い
つ
つ
、
時
代
か
ら
い
っ
て
最
後
の
哲
学
を
先
行
す
る
あ
ら

ゆ
る
哲
学
の
成
果
を
含
む
「
最
も
発
展
し
た
、
最
も
豊
富
な
、
最
も
具
体
的
な
哲
学
」
(
開

m
Z
司
∞
・
∞
∞
)
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
哲
学
の
学
史
的
意
義
を
学
的
伝

統
と
の
連
続
性
に
お
い
て
の
み
査
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
へ

i
ゲ
ル
が
先
行
哲
学
と
の
関
り
の
中
で
自
己
の
哲
学
的
課
題
を
覚
識
・
定
立
し
た
事
実
そ

の
も
の
は
否
み
難
い
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
を
以
て
彼
の
哲
学
総
体
、
就
中
論
理
学
を
先
行
哲
学
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
し
、
学
的
伝
統
の
中
に
解
消
せ
し
め
る
こ
と
は
留
保

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
へ
l
ゲ
ル
は
論
理
学
を
、
先
行
哲
学
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
「
内
容
量
か
な
真
理
を
欠
如
し
た
、
形
式
的
な
学
問
」
(
の
者
戸
・

5)

と
し
て
の
位
置
に
留
め
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
「
世
界
の
知
的
解
釈
の
純
粋
な
形
態
ー
一
(
の
者
ロ
-
N
H
)

「
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
す
べ
て
の
生
命
を
賦
活
す
る
霊
魂
」
(
何

叩

N
A
F
N
N
宅
∞
・
∞
∞
)
と
位
置
付
け
直
し
た
上
で
、
周
知
の
如
く
斯
学
が
マ
λ

リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
い
か
な
る
後
退
も
前
進
も
み
な
か
っ
た
こ
と
を
賛
え
た
カ
ン
ト
に
対
し
て
そ

の
全
面
的
な
改
作
の
必
要
を
強
調
し

(
ぐ
札
・
の
者
ロ
-
N
N
)
、
自
ら
倍
統
に
背
反
す
る
形
で
こ
の
課
題
を
『
論
理
の
科
学
』
(
巧

-
a
g
R
E
D
ι
2
F
S
F
H∞
尽
l
M
∞
広
)

と
し
て
遂
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
市
る
に
私
見
で
は
こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
を
有
す
る
へ

i
ゲ
ル
の
論
理
学
に
関
し
て
、

そ
の
逐
語
的
解
説
あ
る
い
は
外
在
的
批
判
は
と

も
か
く
と
し
て
、
伝
統
的
論
理
学
と
の
非
連
続
性
は
そ
れ
自
身
と
し
て
間
明
さ
れ
ず
、

ひ
い
て
は
論
理
学
と
し
て
の
準
位
を
測
定
す
る
作
業
も
ま
た
放
置
同
然
の
状
態
に

置
か
れ
て
き
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
論
は
へ

i
ゲ
ル
論
理
学
の
学
史
的
意
義
を
確
定
す
る
こ
と
を
見
据
え
つ
つ
、
そ
の
前
梯
と
し
て
へ

i
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
、
す

哲
学
・
思
想
論
集
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へ
i
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
〉
の
原
理

一O
O

な
わ
ち
伝
統
的
論
理
学
と
の
非
連
統
一
相
の
一
端
を
対
自
化
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ベ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
を
対
自
化
す
る
た
治
の
視
軌
を
本
論
に
お
い
て
は
真
理
概
念
と
〈
否
定
〉
の
原
理
と
の
相
関
に
設
定
す
る

D

へ
l
ゲ
ル
に
お
い

て
も
真
理
問
題
が
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
り
、

同
時
に
哲
学
に
お
い
て
〈
否
定
〉
の
有
す
る
格
別
な
意
義
を
彼
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
あ
ら
ゆ
る
規
定
は
否
定
で
あ
る
」

(
O
B口
町
仏

2
2
5
5
m
w
t
o
g門
出
。
向
山
立
。
)

と
い
う
命
題
に
対
す
る
評
価
と
の
連
関
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
否
定

ZmwmmEoロ
は

真
実
に
実
在
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
郎
自
存
在
で
あ
る
。
こ
の
否
定
態

Z
Z
ω
t
i
s
-付
こ
そ
が
他
在
を
揚
棄
す
る
運
動
と
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
単
一
な
も
の
を
な

す
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
理
念
と
思
弁
的
思
惟
一
般
と
の
抽
象
的
基
礎
で
あ
る
」
(
の
ぎ
己
・

3)
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
否
定
あ
る
い
は
否
定
態
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
的

な
非
存
在
あ
る
い
は
欠
如
と
し
て
の
否
定
で
は
な
く
、

そ
の
否
定
す
な
わ
ち
「
否
定
の
否
定
」
「
絶
対
的
否
定
」

($ι
・)

で
あ
る
。
従
っ
て
本
論
は
否
定
を
哲
学
的
理
念

る〈と
。と思

弁
的
忠、
惟

ひ
い
て
は
真
理
の
「
基
礎
」
と
す
る
へ

i
ゲ
ル
の
了
解
に
着
目
し
つ
つ
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
を
追
尋
す
る
こ
と
を
直
接
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
な

哲
学
的
課
題
意
識
と
方
法
と
し
て
の
否
定

へ
l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
を
対
自
化
す
る
た
め
に
は
、
予
め
彼
の
哲
学
の
基
底
的
了
解
を
獲
得
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず

ω

哲
学
的
課
題
意
識

ω論
理
学
の
方
位

ω方
法
と
し
て
の
否
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

へ
l
ゲ
ル
論
理
学
の
境
域
を
画
定
し
て
お
き
た
い
。

へ
i
ゲ
ル
の
論
理
学
を
直
接
問
題
と
す
る
前
に
、

ま
ず
第
一
に
へ

i
ゲ
ル
を
し
て
論
理
学
の
改
作
・
改
造
に
立
ち
向
か
わ
せ
た
彼
の
哲
学
的
課
題
意
識
、
す
な
わ
ち
哲

学
と
は
如
何
な
る
営
み
で
あ
り
、

ま
た
先
行
哲
学
の
問
題
性
i

不
十
分
性
は
如
何
な
る
点
に
看
取
さ
れ
る
か
と
い
う
覚
識
を
把
え
返
し
て
お
こ
う
。
直
械
的
に
一
言
っ
て
へ

ー
ゲ
ル
は
哲
学
的
営
為
そ
の
も
の
の
規
定
を
先
行
哲
学
と
共
有
す
る
に
せ
よ
、

そ
の
真
理
概
念
が
示
し
て
い
る
如
く
先
行
哲
学
の
共
通
の
前
提
の
排
却
を
介
し
て
自
己
悶

有
の
哲
学
的
境
位
を
拓
く
に
至
っ
て
い
る
。

へ
!
ゲ
ル
が
学
と
し
て
の
哲
学
に
「
対
象
を
思
惟
に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
」
(
何
也
君
∞
・
台
)

と
い
う
規
定
を
与
え
、

ま
た
そ
の
目
擦
を
「
真
理
の
学
的
認
識
」

(
何
〈
O

円
月
号
N
C
円'
N
毛
色
志
向
〉

5
宮
古
巧
∞

-He
と
す
る
か
ぎ
り
、
彼
が
哲
学
に
課
じ
た
使
命
は
学
的
伝
統
の
圏
内
を
超
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
看
過
し
え

な
い
の
は
真
理
概
念
の
内
容
の
把
え
返
し
を
介
し
て
旧
来
の
哲
学
の
共
通
の
前
提
を
超
克
せ
ん
と
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
志
向
性
が
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は



伝
統
的
真
理
概
念
に
自
己
の
真
理
概
念
を
対
置
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
日
う
。
「
普
通
我
々
は
、
対
象
と
表
象
と
の

致
を
真
理
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
我
々
は

Jつ、

の
対
象
を
前
提
し

そ
し
て
我
々
の
表
象
は
こ
の
対
象
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
哲
学
的
意
味
で
は
真
理
と
は
、
抽
象
的
に

言
え
ば
あ
る
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
と
σmw「巴ロ
ω
Z
5
5
F
5
m
g
D
g
F一戸主
Z

B
芹

ω
E
J
8
5
2
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
の
と
は
ま
っ

た
く
ち
、
が
っ
た
意
味
の
真
理
で
あ
る
」
(
何
ω
忠

N
N
者
∞

-
g
l傍
点
引
用
者
)
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
へ

l
ゲ
ル
は
伝
統
的
な
真
理
概
念
八
〈
2
・ロ
ωωσ
丘
町
三

22

門
一
戸
山
江

0
5一
2
5
5一
Z
の
門
戸
一

ω〉

を
「
対
象
と
表
象
と
の
一
致
」
と
定
式
化
し
、

そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
己
の
真
理
概
念
を
「
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一

致
」
あ
る
い
は
「
事
物
の
本
性
あ
る
い
は
概
念
と
事
物
の
存
在
(
突
在
)
〔
と
の
一
致
〕
」
(
ゆ
σ己
・
)
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
え
ず
哲
学
の
使
命
の
形

式
的
規
定
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
理
規
定
と
い
う
そ
の
笑
質
的
内
容
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
が
先
行
哲
学
と
の
対
質
を
闘
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
う
る
。

と
こ
ろ
で
へ

l

ゲ
ル
自
身
の
真
理
概
念
の
内
実
の
解
明
は
行
論
の
途
次
試
み
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
配
視
す
べ
き
は
、

へ
l

ゲ
ル
の
伝
統
的
真
理
慨
念
と
の
対
質
の

事
由
、
す
な
わ
ち
抑
々
彼
が
先
行
哲
学
の
共
通
の
問
題
性
を
い
か
な
る
場
.
而
に
お
い
て
看
取
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル

、が
把
え
た
旧
来
の
哲
学
の
問

題
性
は
一
助
謂
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

l
』
の
第
三
五
節
に
如
実
に
挙
一
不
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
彼
は
学
の
立
場
に
立
つ
た
め
に
は
旧
来
の
留
学
が
有

し
て
い
た
諸
前
提
を
放
棄
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
「

ω局
限
さ
れ
た
、

対
立
的
に
指
定
さ
れ
た
悟
性
の
諸
規
定
が
国
定
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
前

提、

ω所
与
の
、
先
行
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
既
成
の
基
体

ω
z
g可
仰
げ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
右
に
言
う
思
想
諸
規
定
(
情
性
諸
規
定
)
が
自
己
に
適
合
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
基
準
を
な
す
と
い
う
前
提
、

ω認
識
と
は
、

そ
う
い
う
既
成
の
回
定
的
な
述
泌
を
何
ら
か
の
所
与
の
基
体
に
た
だ
関
係
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
前

提、

ω認
識
す
る
主
観
と
こ
れ
と
は
結
合
さ
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
客
観
と
が
対
立
し
て
お
り
、

(
2
)
 

な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
」
と
い
う
諾
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
を
し
て
伝
統
的
真
理
概
念
と
の
対
質
に
い
た
ら
し
め
た
旧
来
の
哲
学
の
問
題

(
略
)
こ
れ
ら
両
者
の
各
々
の
側
面
が
自
立
的
で
そ
れ
自
身
で
固
定
的
且
つ
真

性
と
は
、
こ
こ
に
指
a制
さ
れ
た
前
提
川
か
ら
出
発
し
、
前
提

ωを
仮
設
し
た
上
で
前
提

ωを
哲
学
の
究
極
的
課
題
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
真
理
の
実
現
と
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
う
し
た
問
題
性
は
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
は
最
終
的
に
は
こ
れ
ら
の
前
提
の
出
発
点
を
な
す
前
提

ωに
帰
着
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
へ

l
ゲ
ル
が
見
定
め

た
伝
統
哲
学
の
究
駆
的
問
題
性
は
情
性
の
機
能
の
絶
対
化
に
存
す
る
さ
い
い
う
る
。
事
実
彼
は
言
う
。
「
悟
性
は
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
間
執
す
る
に
の
者
己
・

3
0

だ
が
、
更
に
へ

l
ゲ
ル
間
有
の
哲
学
的
課
題
意
識
を
把
え
返
す
う
え
で
閑
却
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
が
悟
性
お
よ
び
そ
の
機
能
の
絶
対
化
を
排
却
す
る
摂
拠
を
検

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
こ
と
は

へ
i
ゲ
ル
が
悟
性
の
意
義
を
一
方
的
に
否
認
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
的
な
諸

哲
学
s
思
想
論
集
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へ
l
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
V
の
原
理

。

規
定
に
分
解
し
て
区
別
の
真
義
を
つ
か
む
こ
と
は
、
悟
性
の
無
限
の
力
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
の
者
む
・
含
)
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
は
悟
性
の
有
す
る

規
定
あ
る
い
は
区
別
の
機
能
を
評
価
し
つ
つ
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
的
な
も
の
が
分
解
・
破
壊
さ
れ
、

か
く
し
て
生
じ
た
抽
象
的
な
も
の
が
回
定
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

そ
の
問
題
性
を
見
定
め
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
へ
i
ゲ
ル
固
有
の
哲
学
的
課
題
意
識
は
、
悟
性
の
機
能
を
評
価
し
つ
つ
も
そ
の
こ
間
性
・
有
限
性
を
超
克
し
て
具

体
的
な
も
の
の
回
復
H
再
構
成
と
し
て
の
新
た
な
真
理
概
念
を
定
立
・
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
課
題
意
識
と

論
理
学
の
改
作
と
は
如
何
な
る
連
関
を
有
す
る
の
か
。
次
に
こ
の
問
題
を
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
方
位
の
確
定
と
い
う
形
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

端
的
に
言
っ
て
へ

l
ゲ
ル
は
自
己
の
哲
学
的
課
題
意
識
の
達
成
の
場
を
論
理
学
に
求
め
、

そ
こ
に
お
い
て
旧
来
の
哲
学
の
院
路
を
打
開
す
る
方
向
性
を
打
ち
出
す
。
す

な
わ
ち
彼
は
「
論
理
学
の
課
題
」
を
あ
る
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
と
い
う
意
味
に
お
け
る
真
理
の
研
究
と
し
、
具
体
的
な
「
論
理
学
の
仕
事
」
を
「
思
惟
諸
規
定
が

ど
の
程
度
ま
で
真
理
を
と
ら
之
う
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
」
(
何
m
N
A
F
N
N

君∞・

8)
と
規
定
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
論
理
学
は
「
純
粋
理
性
の
体
系
」
「
純
粋

思
想
の
国
」
(
の
ヨ
ロ
-
N
H
)

と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
よ
り
具
体
的
に
へ
i
ゲ
ル
論
理
学
の
方
位
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
旧
来
の
論
理
学
と
の
対
比
に
お
い
て
具
え
る
に
い
た
っ
た
性
格
転
換
を
確
認
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
あ
え
ず
三
点
に
お
い
て
指
摘
し
う
る
。
そ
の
第
一
は
、

論
理
学
が
そ
れ
自
身
「
本
来
の
形
而
上
学
も
し
く
は
純
粋
な
思
弁
哲
学
」

(
の
岩
戸
・

3
と
し
て
形
而
上
学
と
一
体
的
な
も
の
と
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
明
確
に
へ

l
ゲ
ル
は
自
己
の
論
理
学
の
性
格
規
定
を
次
の
よ
う
に
な
し
て
い
る
。

「
論
理
学
は
純
粋
思
惟
の
学
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
般
に
純
粋
学

E
0
2
5
σ

巧
許
B
D
R
g
hけ
と
し
て
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
そ
の
境
地
と
し
て

も
っ
て
い
る
」
(
の
Jξ

ロ・
ω
O
)
。

つ
ま
り
論
理
学
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
民
地
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
に
主
観
的
な
も
の
、

す
な
わ
ち
認
識

の
形
式
的
条
件
の
み
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、

旧
来
形
而
上
学
が
主
題
と
し
た
「
実
在
的
真
理
」
(
の
巧
戸
・
忌
)

を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
に

挙
げ
ら
れ
る
論
理
学
の
性
格
転
換
は
、
論
理
学
が
実
質
的
内
容
を
有
す
る
学
問
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
論
理
学
は
思
考
あ
る
い
は
思

惟
の
、
内
容
を
捨
象
し
た
諸
規
則
・
諸
法
則
を
対
象
と
す
る
形
式
的
学
問
と
了
解
さ
れ
て
い
る

D

こ
れ
に
対
し
て
へ

l
ゲ
ル
の
論
理
学
は
、

「思
惟
あ
る
い
は
よ
り
明
確

に
は
概
念
的
に
把
握
す
る
思
惟
込

g
g呪
2
Z
Eゆ
り

g
g
t
A
C巧
ロ
・

5)
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
思
惟
が
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一

で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
固
有
の
内
容
」
(
の
ぎ
ロ
・
広
)
「
真
な
る
質
料
」
(
の

4
5日
N
H
)

を
含
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
一
ニ
の
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
回
有
の
性
格
は
、

そ
れ
が
哲

学
体
系
中
第
一
哲
学
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
に
へ

l
ゲ
ル
以
前
に
は
論
理
学
に
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
、
す
な
わ
ち
諸
学
の
「
予
備
学
」
と
し
て



の
位
置
が
指
定
さ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

市
る
に
へ
!
ゲ
ル
は
論
理
学
を
「
影
の
国
」
(
の
戸
、
戸
・
N
∞)

と
規
定
し
た
に
せ
よ
、

そ
れ
を
ま
た
「
最
初
の
学
」
(
の
者

]
「

N
・
H
C

∞)
に
し
て
「
究
揮
の
学
」
(
与
(
ご
と
位
置
付
け
る
。

つ
ま
り
彼
は
論
理
的
諸
思
想
を
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
絶
対
的
根
拠
」
と
す
る
立
場
か
ら
学
の
体
系
総
体
を
次

の
よ
う
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
論
理
学
を
純
粋
な
思
惟
規
定
の
体
系
と
み
れ
ば
、
他
の
哲
学
的
科
学
、
す
な
わ
ち
自
然
哲
学
お
よ
び
精
神
哲
学
は
い
わ
ば
応
用
論
理

学
で
あ
る
」
(
何
ω
N
A円

N

N

d
ぐ
∞
・
∞
亡
し
。
未
だ
形
式
的
立
言
の
時
内
を
脱
し
え
な
い
に
せ
よ
、
以
上
の
性
格
転
換
か
ら
し
て
へ

l

ゲ
ル
の
論
理
学
改
作
の
志
向
性
の
所
在

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
挙
示
し
た
論
理
学
の
方
位
そ
の
も
の
の
う
ち
に

へ
l
ゲ
ル
の
汎
論
理
主
義
を
見
谷
め
う
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

へ
l
ゲ
ル
論
四
社
学
の
方
位
を

充
全
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、

よ
り
立
ち
入
っ
て
彼
の
外
見
上
の
汎
論
理
主
義
、
あ
る
い
は
論
理
学
の
性
格
転
換
は
旧
来
の
哲
学
的
思
惟
そ
の
も
の
に
対
す
る
恨
底
的
批

判
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
彼
の
哲
学
的
課
題
意
識
と
の
述
関
に
お
い
て
把
え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

そ
れ
で
は
論
理
学
の
性
格
転
換
は
へ

l

ゲ
ル
の

先
行
哲
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
い
か
な
る
論
点
を
内
包
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
二
点
に
お
い
て
対
自
化
し
う
る
。
そ
の
第
一
は
、
既
に
み
た
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

ユ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

l
』
に
も
表
明
さ
れ
て
い
た
、
近
代
哲
学
の
基
本
的
枠
組
た
る
主
観
l

客
観
図
式
へ
の
批
判
お
よ
び
そ
の
再
編
で
あ
る
。
彼
は
、
王
観
l

苓
観
図
式
に

対
し
て
端
的
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
こ

〔悟
性
的
論
理
学
〕
で
は
思
惟
は
単
に
主
観
的
で
形
式
的
な
活
動
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

思
惟
に
対
峠
し
て
い
る
客
体
は
な

ん
ら
主
観
の
影
響
を
受
け
ぬ
独
立
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
二
元
論
は
真
理
で
は
な
い
」
(
ロ
ω
忌
N

N

巧
∞
・

ωお)。

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に

主
観
性
と
客
観
性
と
い
う
二
つ
の
規
定
を
回
定
的
に
前
提
す
る
こ
と
を
然
思
想
な
仕
方
と
し
て
斥
け
る
。
そ
の
理
由
は
一
方
に
客
観
を
「
そ
れ
だ
け
で
完
成
さ
れ
た
で
き

上
っ
た
も
の
」
と
し
、
他
方
に
主
観
と
し
て
の
思
惟
を
「
素
材
の
も
と
で
は
じ
め
て
完
全
に
な
る
、

な
に
か
欠
陥
あ
る
も
の
」
と
す
る
か
ぎ
り
、
客
観
は
物
自
体
と
し
て

思
惟
の
彼
岸
で
あ
り
続
け
、
思
惟
は
ま
た
素
材
を
受
け
止
め
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
自
身
の
変
容
を
結
果
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
守
色
の
宅
己

-g)。
詳
述

(3) 

こ
こ
で
認
識
論
上
の
模
写
説
お
よ
び
構
成
説
の
難
点
が
把
え
返
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
主
観
|
客
観
図
式
が
排
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

は
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
自
身
が
定
位
す
る
、
意
識
内
に
直
接
対
象
は
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
前
提
に
対
し
て
、

へ
!
ゲ
ル
が
「
意
識
は
自
我
と
そ
の
対
象
と
の
対
立
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん

で
い
る
」
(
の
ぎ
ロ
・
出
)

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
立
言
し
う
る
。
そ
れ
で
は
翻
っ
て
へ

l
ゲ
ル
自
身
主
観
と
客
観
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。
そ
れ

は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
〔
対
象
の
〕
真
の
本
性
は
思
惟
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
が
、

し
か
も
こ
の
思
惟
は
私
の
作
用
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
本
性
は
同
時

(
略
)
思
惟
す
る
主
観
と
し
て
の
私
の
精
神
の
所
産
で
も
あ
る
」

(
H
w
m
目
当
∞
・
∞
Q
)

。
こ
こ
に
は
意
識
の
各
私
性
と
い
う
近
代
哲
学
の
大
前
提
を
超
克
す
る
論
点
も
含

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

一
O
一ニ



へ
l
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
〉
の
原
理

一O
四

ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
結
論
だ
け
取
り
出
す
な
ら
へ
!
ゲ
ル
は
主
観
l

客
観
関
係
を
主
観
と
客
観
と
の
協
働

合
作
的
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
再
措
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
哲
学
の
根
本
前
提
の
趨
出
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
内
包
す
る
第
二
の
論
点
は
、

旧
来
の
事
物
把
握
に
代
え
て
あ

ら
ゆ
る
事
物
を
言
う
な
れ
ば
対
他
的
な
示
差
的
区
別
性
に
お
い
て
把
握
す
る
新
た
な
視
座
を
定
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

へ
!
ゲ
ル
の
近
代
的
主
観
l

客
観
図
式
の
排
却
は
直
ち
に
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
古
い
形
而
上
学
」
(
の
当
]
円
・
弓
)

へ
の
復
位
あ
る
い

は
現
代
の
一
流
派
が
唱
え
る
如
き

「
本
質
直
観
」
主
義
の
選
取
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
古
い
形
而
上
学
に
お
い
て
は
思
惟
と
思
惟
の
諸
規
定
が
対
象
の
本
質
で
あ
り
、

? 
で

こ
で
は
本
質
直
観
を
呼
号
す
る
立
場
に
お
け
る
と
同
じ
く
「
そ
の
内
在
的
諸
規
定
の
う
ち
に
あ
る
思
惟
と
事
物
の
真
の
本
性
と
が
同
一
の
内
答
」
(
巳
昆
)
と
さ
れ
た
こ
之

を
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
彼
が
十
日
い
形
而
上
学
も
本
質
直
観
主
義
を
も
是
認
し
な
い
こ
と
は
、
古
い
形
而
上
学
と
所
謂
「
直
接
知
」
と
の
共
通
性
を

ω思
惟
と
思
惟
す
る

も
の
の
存
在
と
の
単
純
な
不
可
分
性
、

ω神
の
観
念
と
そ
の
存
在
の
不
可
分
性
、

ω外
的
な
事
物
に
関
す
る
直
接
的
な
意
識
可
能
性
と
ま
と
め
、

そ
れ
ら
す
べ
て
を
否
認

し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
る

(
J
F
Y

ぬ
}
・
肘

ω
、吋

A
w
dく
∞
-
H
φ
ω

一円
)
。

要
言
す
れ
ば
「
媒
介
知
」
の
忌
避
に
へ
!
ゲ
ル
は
古
い
形
而
上
学
お
よ
び
こ
こ
で
い
う
直
接
知
の
欠
陥
を

見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
銘
記
す
べ
き
こ
と
は
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
媒
介
知
が
高
調
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
事
物
了
解
に
基
づ
く
こ
と
で
あ

る。

「あ
る
も
の
は
他
の
も
の
な
じ
に
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
主
う
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
は
即
自
的
に
そ
れ
自
身
の
他
者
含
ω
〉ロ〔一
σ
円。
ω
巴
ロ
σ「
ω
巳
σ己
で

あ

り
、
あ
る
も
の
の
限
界
は
他
の
も
の
に
お
い
て
客
観
的
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
何
m

S

N

J司∞・

5
寸
ご
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
は
、
対
象
的
規
定
に
お
い
て
思
惟
は
一
つ
の

自
存
的
対
象
を
そ
れ
自
身
と
し
て
は
規
定
し
え
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
媒
介
知
の
必
然
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

し
か
も
へ

l
ゲ
ル
は
単
に
認
識
論
的
規
定
だ
け
で
な
く
、

存
在
論
的
規
定
の
場
而
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
示
差
的
他
者
の
存
在
の
不
可
欠
性
を
説
く
。

「
規
定
に
は
既
に
一
つ
の
も
の
と
他
の
も
の
と
が
必
要
で
あ
る
」
(
何

m
∞G
N

H

巧
∞
-
H
∞
品
)
。
彼
が
一
つ
の
自
存
的
な
対
象
を
前
提
す
る
伝
統
的
真
理
概
念
を
斥
け
た
の
は
、

ま
さ
し
く
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
こ

う
し
た
認
識
論
的
H
存
在
論
的
把

え
返
し
を
介
し
て
な
の
で
あ
る

D

こ
の
意
味
に
お
い
て
既
成
の
準
拠
枠
に
妥
協
的
な
言
い
方
を
し
て
お
く
な
ら
、

へ
i
ゲ
ル
は
現
代
哲
学
に
お
い
て
駆
使
さ
れ
る
八
地
〉

と
八
図
V
の
構
図
を
逸
早
く
自
己
の
論
理
学
の
中
に
組
み
込
む
形
で
、
先
行
哲
学
の
不
充
全
性
の
克
服
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
へ

l
ゲ
ル
は
彼
の
哲
学
的
課
題

意
識
、

と
り
わ
け
伝
統
的
真
理
概
念
の
超
克
と
い
う
そ
れ
を
、
こ
こ
に
対
自
化
し
た
二
つ
の
視
座
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。

さ
て
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
境
域
の
暫
定
的
画
定
の
試
み
の
最
後
と
し
て
情
性
的
諸
規
定
に
定
位
す
る
先
行
哲
学
お
よ
び
そ
の
真
理
観
の
克
服
と
い
う
課
題
を
達
成
す
る

方
法
と
し
て
八
否
定
〉
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
と
こ
ろ
で
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
が
悟
性
的
諸
規
定
の
超
出
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、



そ
の
課
題
は
一
一
一
一
向
う
ま
で
も
な
く
理
性
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る

D

「
理
性
は
悟
性
の
諸
規
定
を
無
へ
と
解
消
す
る
」
(
の
ヨ
ロ
・

3
0
だ
が
へ
!
ゲ
ル
は
悟
性
的
諸
規
定
を
文

字
通
り
無
に
解
消
す
る
ニ
と
を
以
て
そ
の
超
出
と
す
る
の
で
は
な
く
、
相
反
す
る
悟
性
的
規
定
を
理
性
の
働
き
と
し
て
の
反
省
、
が
「
関
係
づ
け
る

国

mwN一色
H
O
H

と

(の
J

宅

同
一
戸
・

H
吋
)

こ
と
に
よ
り
「
矛
盾
」
を
現
出
せ
し
め
、

よ
っ
て
悟
性
の
制
限
を
超
え
て
高
ま
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
諸
規
定
の
超
出
は
「
偉
大
な
否
定
的
歩

み
」
(
伶
σ円一
)

な
の
で
あ
り

こ
の
意
味
に
お
い
て
へ

l

ゲ
ル
に
と
っ
て
「
否
定
」
、
が
「
唯
一
の
真
な
る
方
法
」
(
の
宅
己
・
自
)

な
の
で
あ
る
。

だ
が
へ
!
ゲ
ル
に
お
い
て

が
論
理
学
の
方
法
的
原
埋
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
学
的
前
進
」
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
と
し
て
も
、
尚
そ
の
間
有
相
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ

l

ゲ
ル
に
お
け
る
夜
定
は
否
定
一
般
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
学
的
前
進
を
獲

得
す
る
た
め
に
必
要
な
唯
一
の
こ
と
と
し
て
次
の
論
現
的
命
題
を
認
識
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
論
理
的
命
題
と
は
「
否
定
的
な
も
の

は
ま
た
同
じ
く
肯
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
自
己
矛
盾
し
て
い
る
も
の
は
自
己
を
消
滅
さ
せ
て
ゼ
ロ
に
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
無
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、

本
質
的
に
そ
れ
の
特
殊
な
内
容
の
否
定
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
ま
た
そ
の
よ
う
な
否
定
は
全
面
的
な
否
定
で
は
な
く
て
、
自
己
を
解
消
す
る

定

の
事
柄
の
否
定
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
限
定
さ
れ
た
否
定

Z
2
t
d
5
5
2
m
w阿
見
古
口
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
(
の
ザ
ぐ
口
・
N
印
)

で
あ
る
。

つ
ま
り
へ
!
ゲ
ル
が
唯
一
の
真
な

る
方
法
と
す
る
否
定
は
「
全
国
的
な
否
定
」
あ
る
い
は
懐
疑
論
に
お
け
る
「
抽
象
的
な
否
定
」
(
何
仰
∞
H

N

N

者
∞
・
口
。
)
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
異
な
る
「
限
定
的
否
定
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
否
定
概
念
を
前
提
と
し
て
彼
は
弁
証
法
を
構
想
し
、
自
己
の
哲
学
的
課
題
の
達
成
を
図
る
こ
と
を
試
み
た
。
「
否
定
的
な
も
の
の
中
で
宵
定
的
な

も
の
を
把
握
す
る
こ
と
の
中
に
思
弁
的
な
も
の
が
成
り
立
つ
」
(
の
司
ロ
・
匂
)
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
を
侠
つ
ま
で
も
な
く
「
限
定
さ
れ
た
否
定
」
が

(
4
)
 

へ
l

ゲ
ル
の
方
法
的
原
理
な
の
で
あ
る
。

哲
学
の
原
理
と
し
て
の
否
定
と
存
在
了
解
の
転
換

前
節
に
お
い
て
は
情
性
的
諸
規
定
の
超
出
と
い
う
哲
学
的
課
題
意
識
と
の
連
関
に
お
い
て
へ

i

ゲ
ル
の
方
法
的
原
理
と
し
て
の
否
定
の
内
容
を
瞥
見
し
た
。
し
か
し
そ

れ
は
前
一
へ

l
ゲ
ル
の

を
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い

D

こ
こ
で
は
へ

l

ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
を
見
定
め
る
べ
く
更
に
歩
を
進
め
て
否
定
の
原
理
を

ω論
理
学
の
根
本
原
理

同
反
省
理
論
の
基
軸

ω関
係
主
義
的
存
在
了
解
の
境
位
と
し
て
抱
え
返
そ
う
。

ま
ず
第
一
に
へ

i
ゲ
ル
が
否
定
を
以
て
哲
学
的
理
念
の
抽
象
的
基
礎
と
し
た
こ
と
は
、
彼
が
そ
れ
を
以
て
自
己
の
論
理
学
、

ひ
い
て
は
哲
学
一
般
の
原
理
と
し
て
先
行

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

一O
五



へ
l
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
V
の
原
理

一O
六

哲
学
の
超
克
を
図
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
へ

i
ゲ
ル
が
否
定
に
与
え
た
存
在
論
上
の
原
理
的
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
言
し
う
る
。

さ
て
否
定
性
と
実
在
性
、
否
定
と
肯
定
と
い
っ
た
相
関
概
念
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
は
哲
学
の
原
理
的
問
題
で
あ
り
、
間
有
名
詞
を
冠
さ
れ
る
哲
学
の
回
有
性
は

そ
の
処
理
の
仕
方
に
存
す
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
実
在
す
る
も
の
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
ま
ず
判
断
に
お
い
て
「
:

で
(
し
)
な
い
」
で
表
示
さ
れ
る
論
理
的
否
定
と
非
存

在
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
「
先
験
的
否
定
」
と
を
区
別
し
た
上
で
、
実
在
性
を
表
現
す
る
「
何
か
あ
る
も
」
の
と
し
て
の
先
験
的
肯
定
に
対
し
て
先
験
的
否
定
に
よ
っ
て

〈

5
〉

は
一
切
の
物
の
非
存
在
が
表
象
さ
れ
る
だ
け
と
し
、
更
に
否
定
の
概
念
を
、
肯
定
を
前
提
と
す
る
派
生
的
な
も
の
に
す
、
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
カ
ソ
ト
は

否
定
を
哲
学
的
理
念
の
基
礎
と
し
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
も
た
じ
か
に
一
日
一
は
肯
定
と
否
定
を
対
立
的
に
把
復
す
る
。

「否
定
に
肯
定
一
般
が
対
立
さ
せ
ら
れ
る
限
り
で
は
肯

定
と
は
笑
在
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
の
者

己・

、
三
)
口
、
た
が
彼
は
と
り
あ
え
ず
カ
ン
ト
と
の
対
比
で
言
え
ば
否
定
を
派
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
肯
定
あ
る
い
は
実
在
性

と
存
在
上
同
格
の
も
の
と
み
な
す
。
す
な
わ
ち
へ

1
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
抑
々

「
抽
象
的
な
直
接
的
な
否
定
」
「
関
係
を
も
た
な
い
否
定
」
(
戸
「
∞
∞
)

と
し
て
の
無
は
、
肯
定

と
し
て
の
純
粋
有
と
同
一
の
規
定
を
持
つ
の
で
あ
り
、
更
に
定
在
す
る
質
と
し
て
の
質
が
存
在
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
「
実
在
性
」
で
あ
り
、
打
ち
消
し

〈

2
・M以
内
比
何
「
己

m
を
伴
う
も
の
と

い
う
一
白
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
に
は
「
否
定
一
般
」
で
あ
る

(
〈
ぬ
】

-
F
H
・。∞)口

し
た
が
っ
て
ま
た
へ

l
ゲ
ル
は
否
定
を
あ
る
も
の
に
対
す

る
非
存
在
あ
る
い

は
欠
如
と
み
な
す
の
で
は
な
い
。

「
否
定
は
一
つ
の
定
在
で
あ
っ
て
、
単
に
非
存
在
を
伴
う
も
の
と
見
ら
れ
た
質
で
あ
る
」
(
戸
「
匂
∞
)
。

へ
l
ゲ
ル
に

お
い
て
否
定
は
ま
さ
に
笑
在
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
改
め
て
想
起
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
実
在
性
と
否
定
性
あ
る
い
は
肯
定
と
否
定
の
処
理
は
、
伝
統
的
な
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
占
め
る
。

(
6
)
 

カ
ン
ト
は
先
験
的
理
想
と
し
て
の
神
を
否
定
を
含
ま
な
い
「
実
在
性
の
全
体
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
へ

i
ゲ
ル
も
ま
た
神
を
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
の
総
和
と
す
る

に
せ
よ
、

そ
れ
を
単
に
石
定
を
含
ま
な
い
肯
定
的
な
も
の
と
す
る

の
で
は
な
く
、
同
時
に

「
す
べ
て
の
否
定
の
総
和
」
(
の

J
Z日
谷
)
と
す
る

D

神
H
絶
対
者
把
握
の
問

題
そ
の
も
の
は
し
か
る
べ
き
箇
所
に
お
い
て
論
ず
る
と
し
て
、
否
定
の
存
在
論
上
の
位
置
と
い
う
場
一
而
に
お
い
て
へ

i
ゲ
ル
が
旧
来
の
哲
学
と
の
対
質
を
図
っ
て
い
る
こ

と
は
看
取
し
う
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
否
定
を
実
在
性
よ
り
も
高
次
の
規
定
と
す
る
こ
と
に
よ
り
否
定
を
ま
さ
し
く
彼
の
哲
学
的
原
理
と
し
て
い
る
こ
と
で

(
同
/
〉

あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
言
う
。
「
絶
対
的
否
定
態
と
し
て
の
否
定
は
絶
対
的
本
質
の
本
質
的
規
定
で
あ
り
、
実
在
性
よ
り
も
高
次
の
規
定
で
あ
る
」
(
与
件
)
。
こ
こ
に
言
わ

だ
が
更
に
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、

れ
る
絶
対
的
本
質
は
先
の
実
在
性
の
総
和
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ま
た
存
在
論
上
真
な
る
も
の
と
称
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の



一
文
を
理
解
す
る
た
め
に
は
今
一
度
へ

i
ゲ
ル
の
.
否
定
概
念
そ
の
も
の
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

さ
て
へ
!
ゲ
ル
は
否
定
そ
の
も
の
は
「
制
限
」
と
「
当
為
」

と
い
う
二
契
機
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
契
機
と
し
て
の
「
制
限
」
は
「
あ
る
も
の
が
欠
け
て
い
る
こ
と
と
し
て
の
欠
如
」
「
反
省
さ
れ
た
、

則
自
存

在
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
否
定
」
(
の
当
ロ
・

3)
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
規
定
態
と
し
て
の
否
定
で
あ
る

D

乙
れ
に
対
し
て
第
二
の
契
機
す
な
わ
ち

「当

為
」
と
し
て
の
否
定
は
「
即
自
存
在
的
な
規
定
態
」
「
他
在
の
否
定
」

(
O
E
U

で
あ
り
、

こ
の
か
ぎ
り
そ
れ
は
あ
る
も
の
の
非
存
在
あ
る
い
は
制
限
と
し
て
の
否
定
の
否

定
、
絶
対
的
否
定
で
あ
る
。

へ
!
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
否
定
が
「
相
互
に
他
者
で
あ
り
、
相
互
に
限
界
づ
け
あ
っ
て
い
る
」
(
め
寸
(
ご
と
す
る
と
と
も
に
「
否
定
の

自
己
自
身
へ
の
関
係

(山一
σ
出
め
江
ぬ
}
H
C
H
H
拘

む

mw
円

20mmFに
O
ロ
山
口
町

ω
一の古

ω丘一
)ω
ど

(σσ(}a)
を
構
成
し
て
い
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
否
定
を
実
在
性
よ
り
も
高
次
の
規
定

と
す
る
先
の
一
文
と
の
連
関
に
お
い
て
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は

へ
l
ゲ
ル
が
「
他
在
の
否
定
い
と
し
て
の
否
定
を
「
自
己
自
身
へ
の
関
係

目。
N
…め
7
ロ
ロ
問
山
口
一
円

氏。

2
2日

Z
C
(め
ず
【
ご
と
し
、
吏
に
本
来
の
否
定
態
ま
た
は
否
定
的
本
性
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
否
定
態
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
へ

l
ゲ
ル
は
既
述
の
否

定
の
二
形
態
の
よ
う
に
相
互
に
限
界
つ
け
あ
う
も
の
同
士
を
否
定
的
に
関
係
す
る
も
の
と
把
え
、
第
一
の
も
の
を
直
接
的
な
も
の
と
す
る
な
ら
、
第
二
の
も
の
と
し
て
の

こ
れ
の
能
者
を
第
一
の
も
の
の
否
定
者
と
す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
最
初
の
直
接
的
な
も
の
が
媒
介
さ
れ
る
と
同
時
に
第
一

の
も
の
も
ま
た
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
第

の
も
の
の
規
定
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
と
す
る
。

へ
i
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
事
態
の
把
握
が
「
浬
性
的
認
識
に
お
け
る
最
重
要
点
」
で
あ
り
、
論
理
学
全
体
が
そ

の
「
例
証
」
な
の
で
あ
る
(
〈

mr
の
巧

5
・
限
切
)
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
否
定
を
悟
性
の
一
原
理
と
し
、

そ
の
否
定
す
な
わ
ち
絶
対
的
否
定
を
理
性
的
認
識
の
極

致
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
否
定
を
自
己
の
哲
学
の
原
理
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
否
定
が
先
行
哲
学
の
批
判
的
超
克
を
課
題
と
す
る
へ

i
ゲ
ル
の
哲
学
的
原
理
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
否
定
の
原
理
が
へ

l
ゲ
ル
論
理
学

に
如
何
な
る
特
質
を
賦
与
し
て
い
る
か
と
い
う
本
題
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

否
定
を
原
理
と
す
る
へ

i
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
と
は
結
論
的
に

反
省
(
照
)
問
。
出

z
z
p
理
論
、
す
な
わ
ち
「
〔
対
立
す
る
規
定
を
有
す
る
〕
両
者
の
真
理
は
、

た
だ
両
者
の
関
係
の
中
に
の
み
あ
り
、

し
た
が
っ
て
各
ペ
が
そ
の
概
念
そ
の
も
の
の
中
に
他
の
規
定
を
含
む
」
(
の
宅
ロ
-
N

∞ω)
と
い
う
理
論
に
定
位
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
反
省
そ
の
も
の
は

へ
i
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
「
自
己
自
身
の
中
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
の
生
成
と
移
行
と
の
運
動
」
(
の
宅
戸
・
広
叫
)
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た

否
定
の
ニ
形
態
に
お
い
て
み
た
如
く
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
そ
の
規
定
性
を
共
艇
的
対
他
的
反
省
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
獲
得
す
る
と
す
る
理
論
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ

の
理
論
か
ら
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
実
は
前
節
で
悟
性
主
義
的
妥
協
的
に
述
べ
た
如
き
単
な
る
外
的
な
示
差
的
区
別
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
飽
者
と
の

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号
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定
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相
互
一
内
包
的
関
係
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
存
立
す
石
も
の
と
把
握
さ
れ
る
ζ

と
に
な
る
口
す
な
わ
ち
へ

l
ゲ
ル
は
言
う
。
「
個
体
は
そ
の
定
在
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も

た
な
い
」
(
の
ヨ
江
戸
、
お
〉
。
そ
れ
で
は
個
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
存
立
す
る
の
か
。
「
各
々
は
そ
れ
自
身
の
も
と
に
お
い
て
そ
れ
の
反
対
の
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
て
そ
れ

の
他
者
と
の
統
一
で
あ
る
」
(
の
ぎ
，

Hr
∞N
)
。
こ
こ
に

れ
る
事
態
が
「
自
己
自
身
へ
の
関
係
」
「
絶
対
的
否
定
態
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
有
限
な

も
の
、
個
別
的
な
も
の
は
そ
の
規
定
の
他
在
を
そ
れ
自
身
の
も
と
に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
が
他
在
の
他
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
存
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
理
論
が
否
定
の
原
理
を
基
軸
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
。
「
現
存
し
て
い
る
も
の

は
、
そ
の
否
定
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
媒
介
さ
れ
て
い
る
独
立
態
で
あ
る
」
(
の
ヨ
ロ
'
N
N
ω
)

臼

つ
ま
り
あ
る
も
の
が
存
立
す
る
の
は

そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
と
の
統

に
入
り
込
む
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
は
揚
棄
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
直
接
態
が
除
去
さ
れ
な
が
ら
も
保
存
さ
れ
て
い

る
も
の
と
な
る
が
、

へ
!
ゲ
ル
は

こ
の
揚
棄
さ
れ
た
も
の
を
既
に
み
た
如
く
「
媒
介
さ
れ
た
も
の
」
あ
る
い
は
「
ひ
と
つ
の
反
省
さ
れ
た
も
の
包
口
出
色
合
町
立
2
・5
ど

(
の
ぎ
ロ
・

ω
∞
)
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
否
定
を
基
軸
と
す
る
媒
介
あ
る
い
は
反
省
は
一
方
的
片
務
的
で
は
な
く
、
相
互
的
双
務
的
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
通
常
の
悟
性
主
義
的
表
象
に
は
な
じ
み
難
い
こ
の
反
省
理
論
の
妥
当
性
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
よ
う
。
こ
の
理
論
の
原
理
的
基
礎
づ
け
を
へ

l
ゲ
ル
は
論

理
学
の
根
本
原
則
と
し
て
の
同
一
律
に
即
し
て
試
み
て
い
る
が
、

そ
の
検
討
は
次
節
で
行
な
う
こ
と
に
し
て
、

と
り
あ
え
ず
言
え
ば
反
省
理
論
そ
の
も
の
は
上
と
下
、

父

と
子
と
い
っ
た
身
近
な
例
に
即
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
事
態
の
把
え
返
し
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
上
と
は
ま
ず
下
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
規
定
で
き
る
口
だ
が
上

を
こ
の
よ
う
に
上
と
規
定
し
う
る
の
は
下
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ

L
て
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
父
は
子
の
他
者
で
あ
り
、
子
は
父
の
他

者
で
あ
っ
て
、
各
々
は
他
者
の
他
者
あ
る
い
は
他
在
の
他
在
と
し
て
の
み
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
一
方
の
規
定
は
他
方
の
規
定
と
の
関
係
の
中

に
の
み
あ
る
と
同
時
に
一
方
の
規
定
に
は
そ
の
反
対
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
口

し
た
が
っ
て
上
は
下
と
の
関
係
を
離
れ
て
は
も
は
や
上
で
は
な
く
、

場
所
一
般
で
あ
る

に
す
ぎ
ず
、

父
も
子
に
対
す
る
関
係
を
離
れ
て
独
立
し
た
も
の
と
見
な
し
う
る
に
せ
よ
、
そ
の
場
合
に
は
父
で
は
な
く
男
一
般
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ

i
ゲ
ル
は
通
常

自
存
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
と
私
念
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
対
他
的
反
省
(
昭
…
)
的
に
規
定
し
返
す
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
直
接
的
な
形
態
に
お
い
て
絶
対
的
に

存
立
し
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
こ
と
ご
と
く
実
は
他
在
の
否
定
と
し
て
の
自
己
自
身
へ
の
関
係
、
す
な
わ
ち
反
省
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
は
反
省
理
論
へ
の
定
位
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
理
論
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事

物
の
自
存
的
妥
当
性
を
前
提
す
る
先
行
哲
学
の
超
出
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
言
え
ば
、

た
し
か
に
へ

i
ゲ
ル
論
理
学
の
論
理
的
進
展
の
あ
り
方
は
、
建
前
と
し



て
は
存
在
論
で
は
他
者
へ
の

「
移
行
」
、
本
質
論
で
は
国
有
の
他
者
へ
の
「
照
映
」
、
概
念
論
で
は
「
発
展
」
と
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
(
〈
均
一
開

r
E
N
者∞・

8
8
、
反

省
を
一
原
理
と
す
る
本
質
論
は
一
一
一
一
口
う
に
及
ば
ず
、
存
在
論
は
ヴ
反
省
の
諸
規
定
と
全
運
動
が
そ
の
内
部
に
属
す
る
領
域
」
(
の
者
に

-
b噌
F
H
・
2)
で
あ
り
、

ま
た
「
い
か
な

る
規
定
も
自
己
反
省
H
N
m
w
出

2
5門
戸
百
巳
与
で
あ
る
」
(
の
者
巳
・
白
川
)

と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
概
念
論
に
も
反
省
理
論
が
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
に
へ

j

ゲ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
対
他
的
反
省
規
定
を
も
つ
も
の
と
し
た
こ
と
は
、

存
在
了
解
と
い
う
原
理
的
次
元
で
把
え
返
さ
れ
る
な
ら

ば
、
彼
が
事
物
の
自
存
的
妥
当
性
を
前
提
す
る
旧
来
の
実
体
主
義
的
存
在
了
解
に
代
え
て
、
関
係
主
義
的
な
そ
れ
を
定
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
へ

ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
の
今
一
つ
の
相
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
一
一
一
一
口
う
関
係
主
義
的
存
在
了
解
と
は
、
「
一
者
i

他
者
」
の
相
互
的
区
別
化
的
統
一
態
と
し

(
9
)
 

て
の
関
係
を
第
了
説
的
と
す
る
世
界
把
握
の
こ
と
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
が
関
係
主
義
的
存
在
了
解
に
定
位
し
て
い
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
は
既
述
の
よ
う
に
す
べ
て
の
事

物
の
規
定
を
一
者
i

地
者
の
否
定
的
相
互
媒
介
に
求
め
、
こ
の
相
互
媒
介
を
「
関
係
∞
S
5
7
c
口
問
あ
る
い
は
相
関
関
係
〈

2
5
1巳
ω
」
(
の
ぎ
ロ
-
N
怠
)
と
名
づ
け
て
い

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
存
在
了
解
と
い
う
視
角
か
ら
再
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
一
者
!
他
者
の
相
反
的
な
被
媒
介
日
媒
介
的
関
係
性
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
っ
て

も

へ
i
ゲ
ル
が
一
者
な
り
飽
者
な
り
の
存
在
論
的
自
存
性
を
前
提
し
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
論
的
規
定
性
の
み
を
対
他
反
照
的
な
区
別
性
に
お
い
て
把
握
し
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は

「
一
方
は
他
方
と
の
関
係
の
う
ち
に
の
み
自
己
の
規
定
を
持
ち
、
他
方
へ
反
省
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
自

己
へ
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
方
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
各
々
は
飽
者
に
固
有
の
他
者
で
あ
る
」

(Hwrs
者
∞
-
N
お
)
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
第
一
次
性
が
存
在

そ
の
も
の
の
次
元
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
個
体
は
そ
の
定
在
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
た
な
い
」
と
い
う
命
題
が
端
的
に
表
明
し
て
い
た
。
か
く
し
て
へ

ー
ゲ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
一
者
l

他
者
の
相
互
反
照
的
規
定
関
係
と
し
た
こ
と
の
う
ち
に
は
、

一
者
i

他
者
と
い
う
項
に
先
行
す
る
関
係
そ
の
も
の
を
第
一
次
的
と
す

る
存
在
了
解
の
場
面
で
の
原
理
的
転
換
が
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
史
に
彼
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
単
に
固
有
の
他
者
と
の
単
一
的
関
係
に
お
い
て
の
み
認
識
論
的

日
存
在
論
的
に
規
定
可
能
と
す
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
は

「
規
定
的
な
存
在
、

す
な
わ
ち
有
限
的
な
存
在
は

他
の
存
在
に
関
係
し
て
い
る
存
在
で
あ

る
。
そ
れ
は
他
の
内
容
と
、

し
た
が
っ
て
全
世
界
と
必
然
的
な
諸
関
係
の
中
に
あ
る
内
容
で
あ
る
」
(
の
巧
己
・
怠
)
。

つ
ま
り
へ
!
ゲ
ル
は
、
項
に
先
立
つ
関
係
そ
の
も

の
を
そ
れ
自
体
と
し
て
実
体
化
な
い
し
は
要
素
化
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
他
の
関
係
と
の
関
係
性
に
お
い
て
の
み
存
立
す
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
こ
の

意
味
に
お
い
て
彼
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
全
世
界
と
の
被
媒
介
的
l

媒
介
的
関
係
態
と
し
て
了
解
す
る
関
係
主
義
に
定
位
し
て
い
る

い
う
る
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
前
節

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

一
O九



へ
i
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
在
定
V
の
原
理

二
O

に
お
い
て
暫
定
的
に
確
定
し
て
お
い
た
へ
l
ゲ
ル
論
理
学
の
方
位
の
基
底
を
な
す
も
の
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
関
係
主
義
的
存
在
了
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
存
在
了
解
の
転
換
と
否
定
の
原
理
、

と
り
わ
け
絶
対
的
本
質
の
本
質
的
規
定
と
さ
れ
る
絶
対
的
否
定
態
と
し
て
の
一
台
定
と
は
如
何
な
る
連
関
を

有
す
る
の
か
口
こ
の
点
の
一
応
の
了
解
を
具
体
的
な
も
の
の
再
構
成
と
い
う
へ

l
ゲ
ル
の
課
題
意
識
を
見
据
え
つ
つ
こ
こ
で
試
み
て
お
こ
う
。
さ
て
既
に
言
及
し
た
よ
う

に
へ
i
ゲ
ル
は

雨
的
に
慢
性
を
段
下
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
的
な
諸
規
定
に
分
解
す
る
こ
と
を
悟
性
の
カ
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
こ
の
評
価
は

具
体
的
な
も
の
が
全
体
性
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
自
身
産
観
的
な
も
の
と
し
て
は
「
感
性
的
な
全
体
性
」
(
の
当

5
・

で
し
か
な
い
と
い
う
了
解
に
基
づ
く
。

つ
ま
り

へ
i
ゲ
ル
に
と
っ
て
直
観
上
の
具
体
的
な
も
の
と
は
、
「
世
界
は

般
に
形
式
を
欠
い
た
、
多
様
性
の
全
体
を
意
味
す
る

の
ぎ
ロ
・

8N)
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
世

界
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
へ

i
ゲ
ル
が
悟
性
に
意
義
を
認
め
る
の
は
、

そ
れ
が
多
様
の
無
統
一
と
し
て
の
全
体
性
を
限
定
・
分
節
化
す
る
働
き
を
有
す
る
か
ら
で
あ

る
D

こ
の
場
面
で
悟
性
が
定
立
す
る
規
定
が
、
「
限
定
一
般
と
し
て
の
石
定
」
(
の
毛
足
・

ω品
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
悟
性
、
が
も
ろ
も
ろ
の
規
定
に
、

し
た
が
っ
て
ま

た
有
限
的
な
も
の
に
与
え
る
も
の
は
「
国
定
性
」
(
の
ぎ
ロ
・
台
)

で
あ
り
、
諸
規
定
は
「
不
変
な
も
の
」

(
ゆ
ぴ
門
戸
)
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
悟
性
の
定
立
す
る
規
定

は
具
体
的
な
も
の
の
抽
象
・
破
壊
で
あ
る
。
そ
こ
に
へ
i
ゲ
ル
は
絶
対
的
本
質
す
な
わ
ち
真
理
の
非
在
を
見
出
す

D

そ
れ
故
へ

l
ゲ
ル
は
悟
性
の
諸
規
定
の
超
出
を
否
定

の
否
定
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
〔
悟
性
的
〕
規
定
の
一
除
去
も
否
定
で
あ
る
」
(
の
者
お
・

ω仏
)
。
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
悟
性
的
諸
規
定
の
関
係
づ
け
、

す
な
わ
ち
「
規
定
の
多
様
性
を
そ
の
統
一
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
」
(
の
者
ロ
-
N
C
S

と
し
て
で
あ
る
。
従
っ
て
否
定
も
方
法
の
場
閉
で
暫
定
的
に
み
た
如
き
外
的
関

係
づ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
口

か
く
し
て
へ

l
ゲ
ル
は
真
理
を
関
係
の
総
体
と
し
て
把
え
返
さ
れ
た
具
体
的
な
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
「
絶
対
的
否
定
態
」
を
絶
対
的
本

質
の
本
質
的
規
定
と
し
た
、

と
一
一
一
日
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
一
性
概
念
の
関
係
主
義
的
再
措
定
と
そ
の
意
義

へ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
否
定
原
理
を
介
し
た
存
在
了
解
の
更
新
は
先
行
哲
学
が
真
理
規
準
と
し
た
同
一
性
概
念
の
止
揚
と
連
動
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
哲
学

的
真
理
概
念
に
収
殺
す
る
へ
!
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
の
更
な
る
対
自
化
の
た
め
に
実
体
主
義
的
発
想
の
原
理
的
立
脚
点
た
る
同
一
性
概
念
が
ど
の
よ
う
に
へ

l
ゲ
ル
に
お

い
て
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
川
本
質
的
同
一
性
概
念
の
定
立

ω同
一
律
H
矛
盾
律
の
変
容
間
同
一
性
了
解
更
新
の
意
，
義
と
い
っ
た
諸
点
に
即
し
て
検
討
す
る
口

(
叩
)

と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
自
身
「
絶
対
者
の
最
初
の
、
回
収

へ
i
ゲ
ル
固
有
の
同
一
性
概
念
は
周
知
の
如
く
「
同
一
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」
(
の
語
口
・

ω寸
)



も
純
粋
な
定
義
」

(σσ
己
・
)

と
さ
れ
る
に
せ
よ
、

ま
た
「
本
質
的
同

一
性
」

(
の
巧
ロ
-
N
O
O
)

と
し
て
、

旧
来
の
同
一
性
概
念
に
照
応
す
る
「
抽
象
的
同
一
性
」

(σE)
に

対
置
さ
れ
て
い
る

D

そ
れ
故
へ

l
ゲ
ル
の
真
理
概
念
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
す
る
た
め

に
も
こ
こ
で
ま
ず
第

一
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、

へ
!
ゲ
ル
が
「
本
質
的
同

一一性
」
と
い
う
新
た
な
同
一
性
概
念
を
定
立
す
る
に
い
た
っ
た
理
由
と
そ
の
概
念
そ
の
も
の
の
内
実
で
あ
る
。

さ
て
間
一
一
性
は
通
常
「
す
べ
て
は
自
己
自
身
と
同
等
で
あ
る
」

(
A
H
A
)
あ
る
い
は
消
極
的
に
は
「

A
は
同
時
に

A
と
非

A
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
命

題
で
表
現
さ
れ
る
。
今
こ
う
し
た
命
題
を
「
一
般
的
思
惟
法
則
」
(
の
ヨ
ロ
-
N
ω
φ
)

と
し
て
の
同
一
律
あ
る
い
は
矛
盾
律
と
し
て
直
接
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

へ
l
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
の
命
題
で
表
現
さ
れ
る
同

一
性
を

「
抽
象
的
同
一
性
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
同
一
性
把
院
を
斥
け
る
の
は
こ
れ
ら
の
命
題

に
即
自
的
に
対
応
す
る
同
一
性
が
実
在
し
な
い
こ
と
の
洞
察
に
基
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
へ

l
ゲ
ル
が
通
常
同
一
性
が
定
立
さ
れ
る
仕
方
そ
の
も
の
を
次
の
よ
う
に
把
え
返

し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
同
一
性
な
る
も
の
が
定
立
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
な
も
の
に
見
出
さ
れ
る
多
様
な
も
の
が
捨
象
さ
れ
、
多
様
な
も

の
の
)
つ
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
す
る

(
〈
何
一
・
何

ω
H
H
印
戸
「∞
-
N
ω
σ
)

。
し
た
が
っ
て
彼
は
抽
象
的
向
一
性
を
究
極
的
に
は
「
相
対
的
否
定
作
用
」
(
の
者

H
H
'
N
G
O〉

の
所
産
、
す
な
わ
ち
非
同
一
性
つ
ま
り
区
別
や
差
異
性
を
同
一
性
と
分
離
し
、
吏
に
そ
れ
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
同
一
性
の
外
部
に
放
置
す
る
外
的
反
省

と
抽
象
の
所
産
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
具
体
的
な
も
の
の
全
体
性
を
真
理
規
準
と
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
立
場
か
ら
は
旧
来
の
同
一
性
概
念
は
不
真
と
さ
れ
る

D

だ
が
へ

l
ゲ
一
ル
は
同
一
性
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
を
惇
理
と
す
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
彼
は
自
己
の
立
場
か
ら
す
る
同
一
性
の
概
念
を

「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
単

純
な
否
定
性
」
(
の
者
戸
・
N
G
H
)

と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
が
合
意
す
る
の
は
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、

同
等
性
の
中
に
お
い
て
自
己
自
身
に
不
同
等
で
矛
盾
す

る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
差
異
ま
た
は
矛
盾
の
中
に
お
い
て
自
己
と
同
一
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
へ

l
ゲ
ル
は
反
省
理
論
に
基
づ
き
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
向
一
性
が
差
異
性
に
対
置
さ
れ
る
か
ぎ
り
同
一
性
は
差
異
性
と
は
差
問
持
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
差
異
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ

て
抽
象
的
な
同
一
性
は
真
理
の
一
面
的
な
規
定
性
に
す
ぎ
ず
、
ヱ
具
理
は
同
一
性
と
差
異
性
と
の
統
一
の
中
で
の
み
完
全
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
こ
の
統
一
の
中
に

お
い
て
の
み
成
立
す
る
」
(
の
巧
戸
・
忠
良
・
)
。

へ
!
ゲ
ル
の
説
明
そ
の
も
の
は
抽
象
的
に
映
じ
よ
う
と
も
、
彼
自
身
言
う
よ
う
に
経
験
そ
の
も
の
が
抽
象
的
同
一
性
に
対

す
る
「
直
接
的
な
反
駁
」
(
の
当
ロ
・

NE)
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
a

と
は
是
認
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
偶
然
街
頭
で
出
会
っ
た
人
間
を
旧
知
の
友
人
と
認
定
す
る
再
認
的

同
一
視
の
場
合
、
形
姿
の
差
異
性
の
意
識
を
伴
い
つ
つ
同
一
性
が
覚
識
さ
れ
る
こ
と
は
一
世
一
口
う
に
お
よ
ば
ず
、
自
我
の
意
識
的
同
一
性
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
l
・
ク
ラ
イ
ジ
ス
に
端
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
自
己
分
裂
を
不
断
に
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
異
他
的
要
因

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号



へ
l
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
〉
の
原
理

が
自
己
内
に
な
け
れ
ば
抑
々
自
己
同
一
性
の
意
識
そ
の
も
の
が
成
立
し
え
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
同
一
性
と
は
へ

i
ゲ
ル
が
言
う
如
く
「
絶
対
的
な
否
定
と
し
て
、

自
己
自
身
を
直
接
的
に
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
否
定
」
(
の
巧
ロ
・
N
2
)
、
す
な
わ
ち

「向
一
性
と
非
同

一
性
と
の
向

一
性
」
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
こ
の
よ
う
な
へ

i
ゲ
ル
の
同
一
性
把
援
は
原
理
的
次
元
に
お
い
て
伝
統
的
に
真
理
基
準
と
さ
れ
て
き
た
同
一
律
や
矛
盾
律
と
は
如
何
な
る
関
係
に
立

つ
の
か
。
結
論
的
に
言
っ
て
へ

l
ゲ
ル
は
ま
ず

A
H
A
で
表
現
さ
れ
る
同
一
律
を
空
虚
な
同
誌
反
復
と
し
、
こ
れ
を
「
形
式
的
な
真
理
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
、

不
完
全

な
真
理
」
(
の
者
ロ
-
N
G
N
)

の
み
を
含
む
も
の
と
し
て
拒
斥
す
る
と
と
も
仁
、
同
時
に
同
一
律
お
よ
び
矛
盾
律
は
普
通
に
そ
れ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
の
も
の
、

つ
ま
り

「
絶
対
的
区
別
そ
の
も
の
」
(
の
ぎ
ロ
・

Mg)
を
含
む
も
の
と
肯
定
的
に
解
釈
す
る
。

し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
同
一
律
お
よ
び
矛
盾
律
に
対
す
る
二
義

的
評
価

を
把
え
返
す
こ
と
を
通
じ
て
へ

l
ゲ
ル
の
同
一
律
H
矛
盾
律
に
関
す
る
基
底
的
了
解
を
隅
明
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、

へ
!
ゲ
ル
が
、
同
一
律
あ
る
い
は
矛
盾
律
は
区
別
と
対
立
す
る
抽
象
的
同
一
性
の
み
を
真
な
る
も
の
と
し
て
表
現
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
思
惟

法
則
で
は
な
く
、
「
そ
の
反
対
」

(σ
寸仏・)

で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
彼
が
同
一
律
お
よ
び
矛
盾
律
を
事
実
法
則
で
は
な
く
、
規
範
法
則
と
見
な
し
た
こ
と
を
'
意
味
す
る
。

昔
一
口
う
ま
で
も
な
く
形
式
論
理
学
の
根
本
原
則
と
目
さ
れ
る
同
一
律
・
矛
盾
律
は
、

そ
の
存
在
性
格
に
関
し
て
事
実
法
則
か
規
範
法
則
か
争
わ
れ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
こ
れ

ら
の
原
則
、
就
中
同
一
一
律
が
第
一
次
的
に
は
「
証
明
不
可
能
己
口
広
毛
色
与

R
」
(
の
ぎ
ロ
-
N
印∞)

で
あ
る
こ
と
を
前
提
さ
れ
つ
つ
、

そ
の
絶
対
的
真
理
性
の
証
明
に
際
し

て
は
、
何
ら
の
基
礎
づ
け
や
証
明
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
満
足
す
る
「
各
人
の
意
識
の
経
験
」
(
の
ぎ
ロ

-NS)
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、

し
か
も
そ
の
手
続

き
と
し
て
は
実
際
に
は
経
験
は
一
般
的
な
承
認
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
「
信
念
」
(
与
門
ご
に
立
脚
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
断
ず
る
。
こ
こ
に
へ

l
ゲ
ル
が
同
一
律

ひ
い
て
は
矛
盾
律
を
も
思
惟
上
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
ル

l
ル
と
認
定
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
へ

i
ゲ
ル
は
同
一
律
お
よ
び
矛
盾
律
を
単
に
約
束
事
と
断
定
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
が
建
前
に
反
し
て
抽
象
的
同

一
性
以
上
の
こ
と
を
一冨
表
し
て
い
る
こ
と

を
放
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
真
理
規
準
と
す
る
立
場
が
実
質
的
に
自
己
破
綻
を
き
た
す
こ
と
を
突
き
出
す
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
「

A
は
A
で
あ
る
」

あ
る
い
は
「
神
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
性
の
言
表
は
、

主
認
に
関
す
る
規
定
の
具
体
化
を
前
提
し
な
が
ら
同
誌
反
復
と
し
て
何
も
規
定
を
与
え
な
い
が
、

そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
か
え
っ
て
「
無
」
(
の
百
戸
戸
虫
色
を
現
出
さ
せ
る
。

つ
ま
り
「
同
一
性
の
命
題
は
無
を
言
い
表
わ
す
」
(
の
者
H

r

N
∞
岱
)
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
へ

l
ゲ
ル
は
同
一

性
命
題
の
う
ち
に
「
単
純
な
、
抽
象
的
な
同
一
性
以
上
の
も
の
」
(
の
宅
ロ

-NE)
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
者
的
に
見
て
強
弁
の
感
を
否

み
難
い
に
せ
よ
、

こ
こ
に
へ

i
ゲ
ル
が
同
一
律
を
事
実
法
則
と
し
な
い
こ
と
、

ひ
い
て
は
本
質
的
同
一
性
の
概
念
を
定
立
し
た
こ
と
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
へ

i
ゲ
ル
が
同
一
律
を
事
実
法
則
と
し
て
認
定
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
の
理
解
を
超
え
る
仕
方
で
そ
れ
を
評
価
し
た
の
は
、

そ
こ
に
彼
の
存
在
了

解
の
根
本
原
理
た
る
関
係
主
義
、
具
体
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
己
れ
の
う
ち
に
固
有
の
他
者
を
含
む
と
い
う
反
省
理
論
の
原
理
的
表
現
を
節
制
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
同
一
律
と
矛
盾
律
の
関
係
を
同
一
律
!
矛
盾
律
l

同
一
律
と
い
う
命
題
の
運
動
に
仕
立
て
あ
げ
、

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
か

ら
知
れ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
へ
!
ゲ
ル
は
直
接
的
に
掲
げ
ら
れ
る
最
初
の
同
一
律
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
無
を
、
同
一
性
が
則
自
的
に
含
ん
で
い
る
否
定
性
、
す
な

わ
ち
「
自
己
自
身
と
の
絶
対
的
区
別
」
(
の
ぎ
ロ
・
訳
出
)
と
解
す
る
。
次
に
彼
は
矛
盾
律
に
お
い
て
単
純
な
自
己
同
等
性
と
と
も
に
そ
の
否
定
性
が
「
非
A
、
す
な
わ
ち

A

の
純
粋
な
る
他
者
」
(
巴
up)
つ
ま
り
非
同
一
性
あ
る
い
は
包
別
と
し
て
展
開
さ
れ
た
形
で
合
ま
れ
、
更
に
ま
た
向
一
性
が
こ
の
他
者
の
否
定
、
す
な
わ
ち
否
定
の
否
定

で
あ
る
こ
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
へ
!
ゲ
ル
の
観
点
か
ら
は
矛
盾
律
に
お
い
て
は
同
一
性
が
「
た
だ
一
つ
の
関
係
の
中
に
あ
る
区
別
性
あ
る
い
は

両
者
〔
A
と
非
A
〕
そ
れ
自
身
に
お
け
る
単
純
な
区
別
」

(
S
F
)
で
あ
る
こ
と
が
事
態
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
吏
に
「
絶
対
的
な
不
等
性
、
す
な
わ
ち
矛
盾
」

(σE・)

さ
え
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
へ
!
ゲ
ル
は
矛
盾
律
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
同
一
律
を
再
度
把
え
返
し
、

そ
こ
に
「
反
省
の
運
動
、
す
な
わ
ち
他
在

の
消
滅
と
し
て
の
問
一
性
」
(
与
門
戸
)
を
見
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
同
一
性
を
表
現
す
る
命
題
の
意
味
論
的
把
え
返
し
か
ら
、
自
己
同
一
性
の
う
ち
に
不
動
の
単
純
者
で
は

な
く
、
「
自
己
自
身
の
解
消
に
向
か
う
自
己
超
越
の
運
動
」
(
の
者
己

-NR)
を
析
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
は
形
式
論
理
学
の
原
則
そ
の
も
の

の
う
ち
に
反
省
の
運
動
、
す
な
わ
ち
関
係
主
義
の
原
理
の
事
態
的
表
現
を
見
出
し
、

そ
の
論
理
的
把
え
返
し
を
以
て
関
係
主
義
の
基
礎
付
を
お
こ
な
い
、
吏
に
そ
こ
か
ら

自
己
の
真
理
規
準
「
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」
を
導
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
へ

1
ゲ
ル
の
同
一
性
了
解
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
案
件
の
検
討
を
試
み
た
。
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
簡
単
な
総
括
と
後
論
へ
の
足
場
悶
め
を
兼
ね
て
へ
!
ゲ
ル
の

同
一
性
了
解
が
哲
学
的
問
題
構
制
の
場
面
に
お
い
て
有
す
る
・
意
義
を
以
下
の
三
点
に
お
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
挙
げ
う
る
へ
!
ゲ
ル
固
有
の
同
一
性
了
解
の
意
義
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
情
性
的
な
実
体
主
義
的
規
定
の
存
立
機
制
が
把
え
返
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め

ら
れ
る
。
既
述
の
如
く
旧
来
の
哲
学
が
真
理
の
規
準
と
し
た
同
一
律
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
、

ま
た
彼
が
定
立
し
た
関
係
主
義
的
存
在
了
解
の
原
理
的
定
礎
と
い
う
意
義

を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

か
く
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
彼
の
存
在
了
解
の
地
平
か
ら
は
、
通
常
自
存
的
と
さ
れ
る
各
々
の
規
定
、
各
々
の
具
体
的
存
在
、
各
々
の
概

念
は
、
す
べ
て
「
本
質
上
相
互
に
区
別
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
区
別
さ
れ
う
る
各
契
機
の
統
ご
(
の
宅
ロ
-
N

∞ψ
)

と
把
え
返
さ
れ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
自
存
的
と
み
な
さ
れ

る
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
対
立
的
他
者
と
相
互
に
否
定
的
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
「
否
定
的
統
ご

(σE・
)
な
の
で
あ
っ
て
、
自
存
性
に
終
始
す
る
悟
性
的
諸
規
定
は
、

否
定

哲
学
・
思
想
論
集
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べ

i
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
V

の
原
理

四

的
関
係
性
の
ん
ノ
ち
に
存
す
る
二
つ
の
も
の
を
切
断
し
、
そ
の
各
々
を
自
己
反
省
態
へ
と
移
行
せ
し
め
る
外
的
反
省
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し

た
が
っ
て
他
者
を
欠
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
私
念
さ
れ
る
自
己
関
係
は
抑
々
没
概
念
的
な
の
で
あ
り
、

」
の
意
味
に
お
い
て
へ
i
ゲ
ル
は
彼
の
同
一
性
概
念
を
以
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
を
貫
流
す
る
個
人
主
義
H

ア
ト
ミ
ズ
ム
を
ト
ー
タ
ル
に
超
克
す
る
億
一
塁
を
固
め
た
だ
け
で
な
く
、
彼
の
死
後
抽
象
的
自
己
関
係
性
の
み
を
以
て
真
理

〈日〉

と
主
張
し
、
彼
を
死
せ
る
犬
た
ら
し
め
ん
と
し
た
潮
流
の
原
理
的
倒
錯
性
を
も
予
め
照
明
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
指
摘
し
う
る
へ

i
ゲ
ル
の
同
一
性
了
解
の
意
義
は
、
同
一
律
と
矛
盾
律
吏
に
は
排
中
律
と
い
っ
た
原
則
に
内
在
す
る
中
か
ら
「
す
べ
て
の
事
物
は
そ
れ
自
身
に

お
い
て
矛
盾
的
で
あ
る
」
「
矛
盾
は
あ
ら
ゆ
る
運
動
と
生
命
性
の
根
本
で
あ
る
」
(
の
名
口
'
院
小
)

と
い
う
捉
怒
を
導
出
し
、
こ
れ
を
以
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
H
ト
マ
ス
的

目
的
論
的
仕
方
と
も
、
近
代
自
然
科
学
流
の
機
械
論
的
因
果
論
的
仕
方
と
も
異
な
る
型
の
運
動
了
解
を
定
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
体
系
の
枠
組
を
離
れ
て
一
一
一
一
口
う
な

ら

へ
l
ゲ
ル
は
同
一
性
命
題
の
う
ち
に
存
す
る
無
が
更
に
差
異
と
対
立
、

ひ
い
て
は
「
措
定
さ
れ
た
矛
盾
」

(σE・
)
に
展
開
す
る
こ
と
の
叙
述
を
通
じ
て
、
同

性
を

存
在
と
真
理
一
般
の
徴
表
と
す
る
旧
来
の
哲
学
お
よ
び
常
識
の
「
根
本
的
偏
見
」
を
斥
け
、
こ
れ
に
対
し
て
矛
盾
を
内
在
的
規
定
、
更
に
は
同
一
性
に
比
し
て
よ
り
深
い

も
の
、

よ
り
木
質
的
な
も
の
と
し
て
対
置
し
、
矛
盾
を
「
あ
ら
ゆ
る
自
己
運
動
の
原
理
」
(
の
巧
ロ
-
N∞
吋
)

と
規
定
す
る
。
こ
こ
に
へ
i
ゲ
ル
回
有
の
運
動
了
解
が
定
式

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
あ
る
も
の
の
運
動
と
は
、
そ
れ
が
今
の
瞬
間
に
こ
こ
に
あ
っ
て
他
の
瞬
間
に
は
あ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
問
一
の
今
の
瞬
間
に
お
い
て
こ
こ
に
存
在
す
る
と
と
も
に
ま
た
こ
こ
に
存
在
し
な
い
こ
と
、

ま
た
一
定
の
こ
こ
に
お
い
て
同
時
に
あ
る
と
と
も
に
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
運
動
と
は
原
理
的
に
は
「
定
在
す
る
矛
盾
」
(
包
己
・
)
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
矛
盾
律
す
な
わ
ち
「
同
じ
も
の
が
同
じ
関
係
に

動
了
解
と
も
、

お
い
て
、
同
時
に
同
じ
も
の
に
属
し
且
つ
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
定
則
に
定
位
し
た
、
デ
ュ
ナ
ミ
ス
か
ら
ユ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
へ
と
い
う
方
式
の
運

(ロ〉

カ
ン
ト
的
な
運
動
了
解
、
す
な
わ
ち
「
運
動
は
我
々
の
外
に
あ
る
〈
何
か
あ
る
も
の
〉
で
は
な
く
て
、
我
々
の
う
ち
に
あ
る
単
な
る
現
象
す
ぎ
な
い
一
と

い
う
そ
れ
と
も
異
な
る
運
動
了
解
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
第
三
に
摘
記
し
う
る
へ
i
ゲ
ル
の
同
一
性
把
握
の
意
義
は
、

そ
の
「
間
一
一
性
と
非
同

性
と
の
同
一
性
」
と
い
う
式
述
、

そ
し
て
そ
の

つ
の
応
用
が
客
観
を

「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
形
式
を
も
っ
た
質
料
忌
σ
宮内
R
5
Z
呂
2
2芯
」
(
の
巧
ロ
・

5
5
と
す
る
了
解
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
J

保
の
マ
テ
リ
!
の
拒
斥
と
な
る
こ
と
か

(
日
)

ら
し
て
彼
が
現
代
哲
学
に
お
い
て
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
と
し
て

ω
U
関
係
」
、
す
な
わ
ち
「
等
値
化
的
統
ご
の
問
題
構
制
に
よ
っ
て
世
界
の
把
撮
H

再
構
成
を
試
み

た
こ
と
に
あ
る
。
も
と
よ
り
へ
i
ゲ
ル
は
明
示
的
に
「
と
し
て
」
関
係
を
説
い
て
も
い
な
け
れ
ば
、
「
等
値
化
的
統
一
」
な
る
タ
i
ム
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。



し
か
し
彼
が
「
間
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」
と
い
う
概
念
を
絶
対
者
の
原
理
的
定
義
と
し
、

ま
た
論
理
的
諸
規
定
と
「
絶
対
者
の
諸
定
義
す
な
わ
ち
神
の
形
而
上

学
的
定
義
」
(
肘
ω
自
宅
∞
-
M

∞同)

と
の
向
定
可
能
性
を
明
言
し
て
い
る
に
せ
よ
、
論
理
的
に
は
そ
の
都
度
展
開
さ
れ
る
論
理
的
諸
規
定
は
ま
さ
に
「
限
定
さ
れ
た
否
定
」

H
限
定
さ
れ
た
肯
定
と
し
て
、
特
定
の
射
映
に
お
け
る
絶
対
者
の
様
態
日
分
節
化
さ
れ
た
現
相
と
し
て
の
世
界
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
り
、

ま
た
彼
が
学
的
展
開
を
認
識

の
進
行
、
す
な
わ
ち
単
純
な
規
定
か
ら
具
体
的

へ
の
進
行
と
し
な
が
ら
も
、
「
進
行
は
他
者
か
ら
他
者
へ
の
流
出
自
百
守
口
と
見
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」

(
の
戸
よ
N
・
N
ω
O
)

と
し
て
流
出
論
を
棄
却
し
、
各
規
定
を
「
自
己
内
反
省
」
あ
る
い
は
二
つ
の
規
定
さ
れ
た
、
他
と
差
異
す
る
領
域
」
(
の
君
ロ
-
N
∞∞)

と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
レ
ア

l
ル
・
イ
デ
ア
ー
ル
な
区
別
的
統
一
法
と
し
て
把
え
返
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
、
ぎ
る
の
で
あ
る
。

匹

哲
学
的
真
理
概
念
の
境
域
と
位
相

前
二
節
に
お
い
て
は
否
定
原
理
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
の
対
自
化
を
図
っ
た
。
最
後
に
懸
案
の
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
と
い
う
真

理
概
念
に
一
応
の
解
明
を
与
え
る
こ
と
を
一
通
じ
て
課
題
の
吏
な
る
深
化
を
試
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
へ

i
ゲ
ル
の
真
理
概
念
も
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
け
る
神
の
定
在
の
存

〈

M
〉

(

一

ω)

在
論
的
証
明
と
は
無
縁
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
の
真
理
観
は
こ
れ
ま
で
も
触
れ
℃
き
た
が
、
直
載
に
は
「
真
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
」
と
い
う
周
知
の
定
式
の
う
ち

に
表
明
さ
れ
て
お
り

」
の
定
式
は
「
絶
対
者
は
理
念
で
あ
る
」

で
あ
る
」
(
肘
m
N
H
ω

司
∞
・

8
吋
ご
と
い
う
命
題
と
の
連
関
に
お
い
て
真
理
け
れ
企
体
あ
る

い
は
総
体
性
日
付
理
念
日
付
絶
対
者
と
い
う
等
式
に
展
開
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

ω個
と
全
体
の
存
在
性
格

ω有
限
者
と
絶
対
者
の
関
係

ω真
理
の

在
様
態
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
へ

l
ゲ
ル
の
哲
学
的
真
理
観
の
圏
位
を
照
明
し
て
み
た
い
。

へ
l
ゲ
ル
の
真
理
概
念
を
解
明
す
る
た
め
に
ま
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
個
と
そ
の
全
体
あ
る
い
は
総
体
性
の
存
在
性
格
の
了
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
伝

統
的
形
而
上
学
に
お
い
て
真
理
す
な
わ
ち
絶
対
者
と
さ
れ
た
実
在
性
の
総
体
性
と
は
、
独
立
し
た
事
物
、

つ
ま
り
特
定
の
性
質
を
伴
っ
た
諾
実
体
の
総
和
あ
る
い
は
集
合

体
で
あ
っ
た
が
、

へ
i
ゲ
ル
が
倒
物
の
自
存
的
妥
当
性
あ
る
い
は
自
己
同

性
を
斥
け
る
か
ぎ
り
、
改
め
て
諸
々
の
個
物
と
そ
れ
ら
の
全
体
と
の
存
在
性
格
に
関
す
る
把

握
が
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
口
し
か
し
結
論
的
に
一
言
っ
て
へ
!
ゲ
ル
に
お
け
る
個
と
全
体
は
ん
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
け
る
実
在
性
と
そ
の
総
体
性
と
は
そ
の
存
在
了
解

を
異
に
す
る
。

ま
ず
へ

i
ゲ
ル
が
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
い
て
一
一
一
一
ロ
わ
れ
る
総
体
性
の
前
提
と
し
て
の
独
立
し
た
事
物
そ
の
も
の
の
即
白
的
妥
当
性
を
端
的
に
斥
け
た
こ
と
は
、
「
個

哲
学
w

思
想
論
集
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へ
J
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
八
否
定
〉
の
原
理

一
一
六

体
は
定
在
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
た
な
い
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、

こ
こ
で
は
単
に
個
物
の
自
存
的
妥
当
性
の
否
認
を
再
確
認
す
る

の
で
は
な
く
、
更
に
へ

l
ゲ
ル
自
身
実
体
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う
「
自
存
す
る
も
の
ゆ
ロ

ω
}
v
q
gど
あ
る
い
は
カ
ン
ト
的
な
「
常
住
不
変
な
も
の

国
岳
山
門
ユ
一
の
げ
め
ど
ま
た
は
「
物
自
体
ロ
区
間
自
己
己
ご
と
し
て
の
実
体
を
ど
う
処
理
し
て
い
る
か
検
討
し
て
お
こ
う
。
と
こ
ろ
で
伝
統
的
に
実
体
は
、
変
化
す
る
も
の

の
根
底
に
あ
っ
て
自
ら
は
不
変
で
自
己
同

を
保
ち
な
が
ら
変
化
す
る
諸
属
性
を
担
う
基
体
、

し
た
が
っ
て
ま
た
諸
性
質
を
記
述
す
る
諸
述
語
を
担
う
主
語
と
把
え
ら
れ

て
き
た
。
今
こ
の
よ
う
な
実
体
概
念
に
対
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
応
接
を
カ
ン
ト
的
物
自
体
に
即
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
認
識
論
的
場
面
に
お
け
る
物
自
体
の

認
識
不
可
能
性
に
関
し
て
は
、

そ
れ
が
他
者
へ
の
反
省
お
よ
び
一
般
に
異
な
っ
た
諸
規
定
が
排
除
さ
れ
た
「
一
つ
の
き
わ
め
て
単

な
抽
象
態
」
(
の
者
己
・
0
品
)

で
あ
る

以
上
認
識
で
き
な
い
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
物
自
体
は
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
存
在
論
的
に
は
ど
の
よ
う
に
把
え
返
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
彼
は
い
わ

ゆ
る
物
の
場
合
に
は
そ
れ
を
物
の
有
す
る
諸
特
性
の
中
に
根
拠
と
し
て
存
在
し
て
い
る
自
己
同
一
性
と
す
る
が
、

し
か
し
そ
れ
自
身
諸
特
性
に
規
定
さ
れ
た
「
制
約
さ
れ

た
根
拠
」
(
の
宅
戸
ω
ω
H
)

と
し
て
物
の
直
接
的
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
は
物
の
規
定
性
を
そ
の
諸
特
性
に
求
め
、
更
に
諾
特
性
を
「
自
立
的

な
物
質

ζω
克
己
ゆ
」
(
の
者
ロ
・
ω
ω
品
〉

に
還
元
し
、
最
終
的
に
は
物
を
諸
物
質
の
集
合
、

し
か
も
否
定
的
統
一
態
と
し
て
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
「
点
性
司
ロ
ロ

rz丘
一
息
ご

(
の
ヨ
ロ
・
ω
ω
吋
)
に
帰
着
せ
し
め
る
。
ま
た
手
続
き
こ
そ
違
え
、
彼
は
自
我
そ
の
も
の
あ
る
い
は
霊
魂
な
る
も
の
の
存
在
を
も
否
認
す
る

(
q
m
ヶ
の
者
ロ
・
ω
ω
N
w
ω
ω
記
・
)
。

こ
う
し
て
へ

i
ゲ
ル
は
物
自
体
を
否
定
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
あ
る
い
は
自
我
の
自
存
性
を
原
理
的
次
元
に
お
い
て
否
定
し
、
伝
統
的
哲
学
が
前
提
し
た
不
変
不
動

の
基
体
と
し
て
の
実
体
の
存
在
を
も
排
却
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
へ

i
ゲ
ル
に
お
い
て
個
別
的
な
も
の
の
存
立
は
ど
の
よ
う
に
把
え
返
さ
れ
、

ま
た
そ
の
全
体
は
ど
の
よ
う
な
存
在
性
格
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

ま
ず
倒
体
あ
る
い
は
個
物
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
事
物
の
本
性
は
、
事
物
の
一
区
別
さ
れ
た
諸
々
の
概
念
規
定
、
が
本
質
的
な
統
一
の
中
で
結
合
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
」
(
の
巧
H
N
・

8
)
。

つ
ま
り
個
物
は
諸
々
の
概
念
規
定
の
「
本
質
的
な
統
ご
の
中
に
お
い
て
の
み
存
立
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
本
質
的
統

が
-"'... 

ゲ

ノレ

が
骨
一
白
う
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
有
機
的
統
ご
「
生
命
の
あ
る
具
体
的
統
一

(
の
宅
ロ
・

5
)
と
も
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
全
体
の
存
在
性
格
に
つ
い

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
伝
統
的
形
而
上
学
が
共
通
の
理
解
と
し
た
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
の
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
全
体
日
総
体
性
の
う

ち
に
お
け
る
個
は
次
の
よ
う
に
把
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
い
か
な
る
内
容
に
ぜ
よ
、

全
体
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
み
価
値
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
全
体
を
離
れ
て

は
根
拠
の
な
い
前
提
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
主
観
的
な
確
信
に
す
ぎ
な
い
」
(
何
ω医
者
∞
・

8)。
こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
有
機
体
モ
デ
ル
に
妥
協
し
た
形
で
へ

l
ゲ
ル
の
個
と



全
体
と
の
存
在
性
格
を
把
え
返
し
て
お
く
な
ら
、

そ
れ
は
有
機
的
全
体
と
そ
の
分
肢
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
様
相

と
い
う
こ
と
で
、
吏
に
そ
れ
自
身
有
限
者
と
絶
対
者
と
の
関
係
の
検
討
を
介
し
て
規
定
し
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
ら
ば
次
に
へ
!
ゲ
ル
は
有
限
者
と
絶
対
者
の
関
係
を
ど
う
把
え
る
の
か
。
彼
の
真
理
観
と
の
連
関
で
ま
ず
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
と
り
あ
え
ず

有
機
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
把
え
返
し
て
お
い
た
個
と
全
体
あ
る
い
総
体
性
と
の
関
係
が
有
限
者
と
絶
対
者
と
の
関
係
に
置
き
か
え
ら
れ
た
場
合
、
存
在
性
格
上
伝
統
的

実
体
概
念
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
へ

i
ゲ
ル
が
定
立
す
る
全
体
あ
る
い
は
総
体
性
は
絶
対
者
と
し
て
は
有
機
的
実
体

と
も
ま
た
異
な
る
存
在
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
言
う
。
「
実
体
は
絶
対
者
で
あ
り
、

即
且
向
自
的
に
あ
る
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
」
(
の
さ
尽
-
H
N
)

。
だ
が

こ
こ
に

一一一
一
口
わ
れ
る
実
体
H
絶
体
者
が
有
限
者
に
先
立
つ
と
さ
れ
る
旧
来
の
笑
体
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
自
己
原
因

ggωω
に
ど

(
の
巧

ロ
・
句
。
)
あ
る
い
は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
「
唯
一
で
あ
る
実
体
〔
モ
ナ
ド
〕
」
(
の
ヨ
ロ
・

5)
に
対
す
る
批
判
に
即
し
て
立
言
し
う
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
あ
る
い

は
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
流
の
絶
対
者
を
斥
け
る
の
は
、
彼
ら
の
よ
う
に
最
初
に
絶
対
者
を
前
提
す
る
な
ら
学
の
進
展
が
「
流
出

C
Z
2
2
E」
(
の
宅
ロ

-NS)
と
な
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
方
法
が
「
限
定
的
否
定
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
究
極
的
に
へ
!
ゲ
ル
が
絶
対
者
す
な
わ
ち
真
理
と
し
た
も
の
は
「
結
果
」
(
の
者
同
日
句
。
)
で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
有
限
者
の
存
在
を
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
己
反
省
の
原
理
あ
る
い
は
個
別
化
の
原
理
」
(
の
ぎ
ロ
・

ω芯
)
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
出
現
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
絶
対
者
そ
の
も
の
が
「
絶
対
的
な
、
す
な
わ
ち
自
己
在
定
的
な
否
定
と
い
う
意
味
の
否
定
」
(
の
司
己
・

ω
誌
)
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

l
ゲ
ル
の
言
う
絶
対
者
あ
る
い
は
全
体
は
、
実
体
と
名
ざ
さ
れ
よ
う
と
も
個
あ
る
い
は
有
限
者
に
先
立
つ
全
体
と
い
う
仕
方

で
押
さ
え
ら
れ
る
有
機
的
突
体
で
は
な
く
、

ま
た
全
体
と
個
物
の
存
在
性
格
は
伝
統
的
な
実
体

l
属
性
関
係
の
枠
組
で
押
さ
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

で
は
よ
り
積
極
的
に
は
有
限
者
と
絶
対
者
の
関
係
そ
の
も
の
を
へ

l
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
に
把
与
え
る
の
か
。
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
要
言
す
れ
ば
彼
が

有
限
者
と
絶
対
者
を
絶
対
的
問
一
的
な
も
の
と
把
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
形
而
上
学
で
は
実
際
に
は
有
限
者
あ
る
い
は
偶
然
的
な
も
の
を
前
提
し
て
、
そ
こ
か
ら

総
括
者
と
し
て
の
絶
対
者
の
存
在
が
推
理
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
態
を

へ
l
ゲ
ル
は
有
限
者
の
存
在
が
絶
対
者
の
根
拠
で
あ
り
、
有
限
者
が
存
在
す
る
が
放
に
絶
対

者
が
存
在
す
る
、

と
ま
と
め
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
有
限
者
の
存
在
が
絶
対
者
の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
推
論
の
命
題
を
引
き
出
す
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
自
己
自
身

の
立
場
を
次
の
よ
う
に
表
明
す
る
。
「
真
理
は
、
有
限
者
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
矛
盾
的
対
立
で
あ
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
有
限
者
が
無
い
が
故
に
絶
対
者
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
の
宅
戸
・
N
G
O
)

。
更
に
へ

i
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
絶
対
者
了
解
を
推
論
の
命
題
と
し
て
「
有
限
者
の
非
存
在
が
絶
対
者
の
存
在
で
あ
る
」

(σσ
己
・
)
と

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

一
一
七



ヘ
l
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
〈
否
定
〉
の
原
理

一
一
八

定
立
す
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
彼
は
伝
統
的
形
而
上
学
が
前
提
じ
た
絶
対
者
と
有
限
者
と
の
絶
対
的
区
別
を
斥
け
、
有
限
者
の
自
己
否
定
態
を
絶
対
者
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
言
う
実
体
と
し
て
の
絶
対
者
あ
る
い
は
神
は
有
限
者
の
否
定
態
と
し
て
・の
生
動
的
有
機
的
統
一
態
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
究
極
的
に
で
l

ゲ
ル
の
い
う
真
理
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
様
態
を
有
し
、
そ
れ
自
身
真
理
観
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
固
有
性
を
有

す
る
も
の
と
把
え
返
さ
れ
る
の
か

D

一
言
で
言
え
ば
へ

i
ゲ
ル
が
言
う
真
理
と
は
「
絶
対
的
理
念
仏
芯
与

g
z
z
z
s」
と
し
て
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
絶
対

的
理
念
を
「
一
切
の
真
理
」
(
の
君
尽
-
N
ω
岱
)
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
自
身
を
「
そ
の
内
在
的
根
拠
と
現
実
的
存
立
と
が
概
念
で
あ
る
よ
う
な
客
観
的
世
界
」
(
の
者
巳
・
お
山
)

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
に
お
い
て
概
念
と
は
、
穏
々
の
表
象
を
一
つ
に
ま
と
め
た
共
通
の
表
象
、
そ
し
て
対
象
に
直
接
関
係
す
る
の
で
は
な
い
も
の
、

と

い
う
通
常
の
そ
れ
で
は
な
く
、
「
対
象
の
中
で
作
用
し
、

そ
の
対
象
の
中
で
自
分
に
関
係
す
る
も
の
、

し
た
、が

っ
て
ま
た
客
観
の
中
で
自
分
に
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
真
理
一
を
見
い
出
す
も
の
」
(
の
巧
む
・

5U)
の
こ
と
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
客
観
的
世
界
を
「
人
格
性
」
(
の
巧
む
-
M
臼
)
を
有
す
る
絶
対

者
と
す
る
が
、
あ
え
て
再
一
一
目
す
れ
ば
へ

l
ゲ
ル
が
こ
の
よ
う
な
絶
対
者
を
神
学
的
表
象
を
以
て
定
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
絶
対
的
理
念
を
唯
一
の
対
象
・
内

容
と
す
る
哲
学
の
包
括
す
る
も
の
が
「
実
在
的
な
有
限
性
と
観
念
的
な
有
限
性
と
の
諸
形
態
、

な
ら
び
に
無
限
性
と
神
聖
性
と
の
諸
形
態
」
(
の
宅
ロ
-
N
ω
色
と
さ
れ
、

そ

こ
に
は
超
越
者
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
人
格
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

l
ゲ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
真
理
が
、

/>、

I二1

定
を
介
し
て
把
え
返
さ
れ
た
具
体
的
全
体
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
最
終
的
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
へ

l
ゲ
ル
の
真
理
観
の
国
有
性
を
対
自
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
認
識
論
と
存
在
論
の
相
互
媒
介
性
に
お
い
て
把
え
返
さ
れ
た
世
界
の
総
体
性
が
真
理

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ

l
ゲ
ル
が
論
理
学
の
課
題
と
し
た
こ
と
は
、
「
絶
対
的
理
念
の
自
己
運
動
を
た
だ
根
源
的
な
言
葉
と
し
て
叙
述
す
る
」
(
の
宅

こ
と
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
前
提
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
既
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

へ
l
ゲ
ル
が
真
理
H
絶
対
者
を
予
め
完
成
し
た
も
の

と
し
て
前
提
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
真
理
そ
の
も
の
は
過
程
の
展
開
の
中
と
終
局
の
中
と
に
の
み
存
在
す
る
」
(
の
ヨ
ロ
・

8NVO
し
た
が
っ
て
真
理
は
純
対

的
浬
念
の
自
己
運
動
の
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
顕
現
す
る
。
も
う
一
つ
の
前
提
は
、

こ
の
絶
対
的
理
念
の
自
己
運
動
が
存
在
論
的
に
独
立
的
に
存
立
す
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ

i
ゲ
ル
は
言
う
。

「
絶
対
者
は
た
だ
認
識
の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
把
捉
さ
れ
る
」
(
の
巧
尽
・

8N)
。

つ
ま
り
絶
対
的
理
念
の
自
己
運
動

と
は
、
認
識
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
世
界
の
生
成
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ヘ

l
ゲ
ル
の
言
う
真
理
と
は
認
識
と
存
在
と
が
相
即
し
つ
つ
述
詩
的
規
定

性
の
関
係
的
総
体
性
と
し
て
把
え
返
さ
れ
た
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
口
こ
の
意
味
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
が
哲
学
的
真
理
と
し
た
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
と
は
、
あ
る



(
M
m
〉

事
物
に
対
し
て
諸
々
の
事
物
の
区
別
さ
れ
た
規
定
の
本
質
的
統
一
、
す
な
わ
ち
述
語
的
規
定
性
の
関
係
的
総
体
性
の
中
で
そ
の
位
置
が
指
示
さ
れ
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
口

だ
が
再
臨
認
す
べ
き
は
、
あ
る
事
物
に
そ
の
位
置
が
指
示
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
既
成
の
座
席
の
一
つ
を
指
定
さ
れ
る
が
如
き
事
態
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る

D

す
な
わ
ち
へ

1
.ケ
ル
は
言
う

D

「
規
定
や
内
容
は

(
略
)

一
つ
の
区
別
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
区
別
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
〕
差
異
あ
る
も
の
を
相
互
に
関
係

づ
け
る
こ
と
で
あ
る
」
(
の
ぜ
〈
己・

ωω)
。

つ
ま
り
あ
る
内
容
と
そ
れ
自
身
と
の
一
致
と
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
推
理
で
あ
る
」
(
の
宅
ロ
∞
ω)
と
い
う
命
題
が
端
的
に
表

間
別
し
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
事
物
が
否
定
を
介
し
つ
つ
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
の
関
係
の
総
体
性
を
己
れ
の
う
ち
に
包
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
れ
の
規
定
を
与
え
ら
れ
る
こ

ハ
げ
)

と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
へ

l
ゲ
ル
が
、
関
係
的
存
在
は
「
で
な
い
」
と
い
う
否
定
的
要
素
に
よ
っ
て
し
か
規
定
で
き
な
い
と
す
る
現
代
哲
学
の
一
つ
の
悲
本
的
知
見
を

自
己
の
真
理
観
の
悲
底
に
据
え
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
ま
た
彼
の
論
理
学
の
特
質
の
所
在
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

へ
l
ゲ
ル
を
近
代
哲
学
と
現
代
哲
学
と
の
媒
介
項
と
す
る
見
解
は
旧
来
か
ら
あ
る
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
対
し
て
彼
の
生
法
が
属
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
陛
史
的
時
期
を
以
て
彼
の
哲
学
そ
の
も
の
を
処
断
す
る
こ
と
を
短
見
と
す
る
見
解
が
具
立
し
う
る
。
本
論
は
こ
う
し
た
相
岐
れ
る
見
解
の
い
ず
れ
か
を
前
抗
的
に
選
取

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
へ

l
ゲ
ル
自
身
に
内
在
す
る
か
た
ち
で
彼
の
論
理
学
に
即
し
て
そ
の
特
質
を
対
自
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
口
基
本
原
理
と
し
て
の
否
定

の
原
理
に
着
目
す
る
こ
と
を
通
じ
て
本
論
が
へ

l
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
と
し
て
挙
示
し
え
た
も
の
は
反
省
理
論
で
あ
り
、

そ
の
存
在
論
的
原
理
と
し
て
の
関
係
主
義
的
存

在
了
解
で
あ
る
。
本
論
で
は
更
に
こ
の
よ
う
な
特
質
の
有
す
る
射
程
が
旧
来
の
哲
学
と
の
対
質
の
場
に
お
い
て
同
一
性
概
念
と
真
理
概
念
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
も

!
:
:
:
 

翫
拐
し
大
カ

へ
l
ゲ
ル
論
理
学
の
こ
れ
ら
の
特
質
が
有
す
る
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
は
論
及
し
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
本
論
は
へ
!
ゲ
ル
の
学
史
的
意
義
を
係
定
す
る

た
め
の
前
梯
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
本
論
が
自
己
に
措
定
し
た
課
題
そ
の
も
の
は
以
上
を
以
て
不
充
全
な
が
ら
一
応
来
た
し
え
た
こ
と
に
な
る
。

註括
弧
内
の
略
符
号
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
使
用
テ
ク
ス
ト
を
表
示
し
、
後
続
す
る
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
レ
る
。
但
し
ロ
ロ
ミ

E
8ぇ
5
n
-
R
芸ニ。
ωoち
あ

の

ygdぐ戸
印

5
3切の

g
p
g

-
E
Cペロロ仏門
3
m
o
(
M
g
G
)

の
み
は
、
先
に
書
名
の
略
符
号
(
肘
)
と
節
(

ω

)

の
数
を
掲
げ
、
そ
の
後
に
使
用
一
ア
ク
ス
ト
と
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
た
。

古
学

・
思
想
論
集

第
九
号

一
一
九
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『ロ円門

ω口、H
PAω
一『
d
H
C吋∞
e
ω
-
U
N
ω
R・

(
8
)
 
へ
l
ゲ
ル
自
身
の
建
て
前
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
反
省
理
論
は
本
質
論
に
の
み
妥
当
し
、
ま
た
否
定
の
様
態
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
に

関
し
て
〈
間
一
・

2
・
ご
〔
一
。
ヨ
巳
自
円
・
出
向
問
。
一

ω
〈
宅

5
2コ
2
Z
P
己
2
F
o
m
-
一ハ〉

4
4
3
2
g号
ロ
円
。
吋
戸
印
・
∞
吋
・

9 

関
係
ま
義
と
い
う
術
話
お
よ
び
そ
の
内
容
の
理
解
に
関
し
て
は
炭
松

捗
教
授
『
存
在
と
意
味
』
(
一
九
八
二
年
)
、
特
に
四
七
九
ペ
ー
ジ
に
負
う
。

10 

一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
こ
の
定
式
化
は
へ

l
ゲ
ル
が
『
フ

ィ
ヒ
テ
と
シ

ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
(
一
八

O
一
年
)
の
公
刊
を
以
て
イ
エ
ナ
に
お
い
て
哲
学
者
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し

た
時
、
既
に

シ
ェ
リ
ン
グ

に
対
す
る
独
自
的
立
場
の
確
立
の
徴
表
と
し
て
確
定
し
て
い
た
。
ぐ
m
一
・
民
認
め
一
叫
宅
2
Z
5
5
5
R何
窓
口
己

2
4
出(一

-
P
ω
・
ま
・
尚
イ
エ
ナ
最
初
期
に

お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
シ
ェ

リ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
州
論

「へ

l
ゲ
ル
弁
証
法
の
社
会
哲
学
的
基
質
」
(
一
九
八
二
年
)
参
照
。

LL 

D
-
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
へ

l
ゲ
ル
理
解
の
根
本
的
問
題
は
絶
対
的
石
定
を
一
者

l
他
者
の
相
互
反
省
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
単
な
る

一
者
の
自
己
関
係
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
へ

l
ゲ
ル
を
実
体
主
義
的
存
主
了
解
の
枠
内
に
釘
付
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
ぬ
一
・

0
・
z
g
E
n一
ア
ヨ
ペ
ヨ

g
c
o円
Z
o
m
E
5三
口
己
認
∞
一
切
戸
高
芹
・

5
一
凶
作
ヨ

E
R

ロ
E
Z
f
c
一ハ

ヨ

(}2MUケ
工

O回
0
1
t
o
民
m
w
m
z
m
4
2
3m-
〈
Oコ
河・
l

司・
{

1

円。

2
z
d
Eゴ
プ
ヲ
・5
一色
己
江
戸
ヨ
ヌ

E
コ
円
。
寸
∞

a
M
N
2・
こ
の
点
に
関
し
て

は
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
正
悦
な
理
解
を
示
し
て

い

る
よ
う
に
思
え
る
。

J

「
何
一
・
玄
・
1

吋}戸め「
5
一ωωo
p
。℃・

2
7
∞
-
A
3
・

12 

同
町
戸
ロ
グ
。
ぢ
・

2
ア

ω・
へ
一
戸
コ
・
〔
〉
ω
∞吋
〕

12 

乙
の
問
題
に
関
し
て
は
以
下
の
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

z
-
Z
2一
括
的
E
J
ω
2
3
5
(一
N
Z
?
ご
・
〉

Cご
・
・
日
一
一
U
5
2
3
5
0戸

ω
-
z
p
a蹟
松
前
渇
和
一
一
間
一二
O
ベ
l
シ。

へ
l
ゲ
ル
を
こ
の
文
脈
に
お
い
て
の
み
解
し
て

い
る
の
が
、
」
〈
〈
・
と
一
)
円
・2
Z
d
z
m
w
mぬ
一
切
の
。

=
2
Z
J〈空
ω・何回
コ
m
ω
Z
(
}
-
O
N
C吋

J
5
2
3
ω
与
え
H
C
2
F。
包
}ぺ
J

∞
常
一

-25ω
∞-

ω-Mω
・
で
あ
る
。
以
下
試
み
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
へ

l
ゲ
ル
解
釈
の
問
題
性
の
対
自
化
で
も
あ
る。

14 

同
ぬ
川
町

Z
4
2
d
U3
0
2
σ
P
O
一om円
高

(
]
g
C
Eえ
め
デ

ω・
日

{

15 

パ
イ
ア
!
ヴ
ァ
ル
テ
ス
は
、
概
念
と
実
在
と
の
一
致
と
い
う
へ
!
ゲ
ル
の
真
理
概
念
の
う
ち
に
伝
統
的
真
理
概
念
の
「
変
容
」
、
す
な
わ
ち
ぺ
物
」
と
「
知
性
」
と
の
相
互
か
ら
の

合
致
と
い
う
把
揮
し
か
見
出
せ
て
い
な
い
。
ぐ
主
-

t〈
・
回
E
0
2〈山一円
2
4
E
g
t
円以汁

Z
D
己
ヨ
コ
ぬ
「
0
5
a
m，

g
コ
}
広
三
片
山
ヨ
玄
主
ロ
巴
∞
。

-
m・
N日
'
こ
れ
に
対
し
て
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン

は
、
「
一
致
」
を
「
合
致
」
で
は
な
く
、
「
包
合

C
Z
Z
B
-
Fと
と
解
釈
し
、
こ
れ
を
以
て
へ
l
ゲ
ル
は
伝
統
的
形
而
上
学
の
真
理
概
念
を
超
出
し
た
と
す
る
。
〈
∞
一

-
H
J
2
2
2
ω
Z
P

ロ
σ
m
E
『
『
ロ
ロ
門
戸
間
ぬ
巴
-
門
知
門
・
出
mwmσ
一ω
〉
三

Y巴)戸
E
m
(
-
m
m
B
2
2
)
}戸川
ω-mwn一
足
ロ
ザ
〈
出
プ
門

}MggcomH・ミ
ω・
5

い

ω
2
HH-
ロ
mR
一
U
E
z
f三
}
内
-
ロ
ハ
万
円
司
}
ゴ
一

oω
。℃
Y
5
E
2
ww一
タ
印
・
ω印
h
F

前
者
は
言
う
に
及
ば
ず
、
後
者
に
お
い
て
も
へ

l
ゲ
ル
の
存
在
了
解
の
把
え
返
し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
へ
!
ゲ
ル
の
真
理
概
念
の
内
実
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

(
日
)

丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ

l
ル
を
読
む
』
(
一
九
八
三
年
)
七

ペ
ー
ジ
参
照
。
た
だ
し
へ
!
ゲ
ル
に
お
い
て
は
否
定
が
同
時
に
肯
定
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
否
定
は
ソ
シ
ュ

l
ル
の

も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
翻
っ
て
ソ
シ
ュ

l
ル
に
お
い
て
は
た
と
え
否
定
が
強
調
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
言
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1九Tahrenddie traditionelle Theorie von Wahrheit die Gu1tigkeit des sellコS凶nc1jgBest-

ehenc1es unuberlegt voraussetzt， h剖tHegel Wahrheit fur es， eil1 Moment des Ganzes 

zu sein. An die Stelle des ldentiats-oder Widerspruchsprinzip in der traditionel・

len Logik tritt zugleicb bei Hegel die Formel von ldentitat der Identit詰tund Nichtiden・

titat als der Wahrbeitskanon ein. 

Daraus kann foJgender Schluβ gezogen werden， das Hegels Logik ihre Eigentumト

ichkeit hat， aufgrund der Prinzip der Negation zum Kern habendeロ Theorievon 

Reflexion oc1er dem Seinsverstandnis von Relationismus eine VVahrbeitsbegriff 

konstruieren. 

zu 



Das Prinzip )NegationくinHegels Logik 

Kiichiro TAKEMURU 

Die Allfgabe dieser Arlコeit ist festzllstellen， welche EigentLimlichkeit Hegels 

Logik im Hinblick allf seine Wahrheitstheorie hat. 

Es ist kaum notig ZLl sagen， c1as c1as Problem cler vValll・heiteine zentrale Rolle 

in philosophischen Diskllssionen spielt. Nach cler klassischen Definition ist vVahrheit 

，aclaequatio rei et intellectus '. Dagegen nennt Hegel clieselbe clie Ubereinstimmung 

eines lnhalts mit sich selbst ocler clas rei日eEntsprechen cles Begriffs uncl seiner 

Realitat. Dieser Wahrheitsbegriff Hegels stutzt sich auf seine Einsicht in den Fehler， 

clen c1ie vorangehende Philosophien， besonclers clie nellzeitliche machten， c1as cler 

Gegenstancl sich insofern von Natur nicht begreifen last， als man clas Sllbjel日-Objekt

Schema Zllr Voraussetzllng f凸rErkenntnis hat. Hieraus kritisiert Hegel clie Leistungen 

cles Verstancles， c1ere口仁IasSlIbjekt-Objekt Schema zlIgrllncle liegt， so c1as er auf clen 

Mangel c1es Verstancles， c1as Konkrete zu negieren uncl in Stucke es zu schlagen， hin-

weist， obwohl er seine Verclienst， einem Abstrakten eine Bestimmung zu verleihen， 

schatzt. 

肝コ
V
L
J
-
H
b
判
明
ト
〕
ム
山
川
行
忙

攻
丘
中
山

E
d
-
-吉
口
千
-
ノ

第
九
号

Hegel rechnet also cler Vernunft clie Funktion zu， uber clie Encllichlくeitcles Vers-

tancles hinausgehen. Da cliese Erhebuロguber clie Beschranktheit cles Verstancles clie 

Negation， clie clie Vernllnft gegen seine Proclukt setzt， heist， beclelltet diese Negation 

bestimmte Negation， clie zugleich als Positives cIas Konkrete wieclerherstellt. Mit 

einem W ort nimmt Hegel clies von Vernunft wieclerhergestellte Konkrete fLir Wahres. 

Oennoch ist clie eingehende Betrachtl1ng uber seine Behancllungsart von Negation 

erforclerlich zum zulahinglichen Verst言ncInisfur Hegels Wahrheitsbegriff， weil er Nega-

tion fLir eine blose Methocle ansieht，' ja sogar als das Prinzip cler Philosophie als solcher 

halt. Namlich c1enkt e1' clie Negation cler Negation ocler clie absolute Negation als 

clie hりhereBestimmung clenn clie Realitat， llm c1ie Negation fur clie abstrakte Gruncl-

lage aller philosophischen Icleen uncl cles spekulativen Denken uberhaupt Zll erkl託ren.

Es hanclelt sich hierbei um Hegels Theorie von Reflexiol1. Oiese Theorie besagt， 

clas alles， was ist， keine GLiltigkeit bei sich selbst hat， so口clernseine Bestim日1theit

erst in seiner Beziehung allf sein eigene Anclere aufnimmt. Also ist Hegel der 

Meinu日g，clas jedes Oing clas in sich selbst Negation Enthaltencle， cl. h. clas Gegenteil 

seiner an ihrn selbst Llncl Einheit mit seinem Ancleren ist. Oiese Theorie beruht， 

vom Gesichtspunl日 clesSeinsve1'stanclnisses genommel1， auf clem vo口 Relationismus.

G出，yishat Hegels vVahrheitsbegri百 clieseArt von Seinsverstaclnis zur Basis. Er 

denkt，。百engesagt， clie organische Totali凶tvon aufeinancler beziehenclen Bestimmthei-

ten als Konkretes ocler Wahres. FUI喧 Hegelliegt claher clie vVahrheit cles Einzelnes 

clarin， clas es seine eigene Bestimmtheit in seiner Beziehung auf Alles anclel司eserhalt. 
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