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牛

延
主
義

の
立
場

近
代
論
理
学
は
我

々
の
論
理
は
命
題
及
び
述
語

の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
と

す
る
。
命
題
は
零
変
数

の
述
語
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、　
論
理
は
述
語

（
■
＆
■

８
市●
）

の
上

に
成
り
立

つ
と
い

っ
て
よ
い
。
　
今
！
」
で
上
に
威
り
立

つ
と
は
述

語
を
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
タ
ー
ム
と
し
て
論
理
は
記
述
さ
れ
る
と
い
う

意

味

で

あ

る
）
。
　

一
変
数

の
述
語
は
普
通
概
念
と
よ
ば
れ
て
い
る
も

の
を
指
示
す
る
と
解

釈
さ
れ
る
。
二
変
数
以
上

の
述
語

の
指
示
す
る
も

の
は
関
係
↑
碁
・（↓ｏ
じ

と
よ

ば
れ
る
。
概
念

し
た
が

っ
て
述
語
に
は
外
延
と
内
包
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
述
語
あ
る
い
は
概
念
を
決
定
す
る

往
ｏ
市●
【中Ｆ
】居
）
の
は
外
延
で
あ

る
の
か
、
内
包

で
あ
る
の
か
。
こ
の
場
合
述
語
は
外
延
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と

す
る
の
が
外
延
的
科
ギ
々
分
と
い
ま
Ｊ
】Ｐ”
汗
一

，
ユ
ユ

ｏ
～
〓
．つ
〓
）
で
あ
る
。

ｎ
変

数
述
語
を
決
定
す
る
の
は
フ
ィ
ッ
ト

（
Ｆ
）
す
る
と
こ
ろ
の
ｎ
個
の
物

の
列
で

あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
内
包
的
見
方
で
は
フ
ィ
ッ
ト
す
る
と
こ
ろ
の
ｎ
個

の
物

の
列
は
同
じ
で
も
述
語

の
区
別
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
最
小

の
偶
数
」
と

「
最
小

の
素
数
」
は
共
に
２
が

フ
ィ
ッ
ト
す
る
が
、
共
る
述
語
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
述
語

の
決
定
は
物

に
よ
る
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

原

物
以
外

の
要
因
を
必
要
と
す
る
と
す
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

近
代
論
理
学
は
我

々
の
論
理
、
あ
る
い
は
広
く
思
考
を
、
述
語
を
プ
リ
ミ
テ

ィ
ブ
タ
ー
ム
と
し
て
分
析
す
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
見
方

の
違
い
は
、
こ
の
意

味
で
我

々
の
思
考

の
基
礎
と
さ
れ
る
述
語
が
さ
ら
に
何
に
も
と
づ
く
と
す
る
か

の
注
い
で
、
重
大
で
あ
る
。
そ
し
て
文
こ
れ
は
人
々
の
思
考
の
方
向
の
違
い
を

示
す
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
外
延
的
見
方
に
し
た
が

っ
て
述
語
を
決
定
す
る

の
は
物
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
こ
と
が
ら
は
必
ず
し
も
は

つ
き
り
し
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。
プ
リ
ミ
テ
イ
ブ
タ
ー
ム
が
述
語
か
ら
物
に
移

っ
た
だ
け
に
す
ぎ

な
い
。
だ
か
ら
外
延
的
見
方
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
さ
ら
に
物
と
は
何
か
が
明

ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
外
延
的
見
方
が
要
請
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
し
て
物
を
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
小
論
で
は
こ
の
外
延
的
見
方
を
多
少
拡
大
解
釈
し
て

「
外
延
主
義

の
立

場
」
と
よ
び
、
こ
の
立
場
の
弁
護
を
試
み
る
。

「
外
延
主
義

の
立
場
」
と
は
次

の
二
つ
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。

Ａ
　
述
語
し
た
が

つ
て
概
念
を
決
定
す
る
の
は
外
延
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

我

々
の
思
考

の
基
礎
は
外
延
す
な
わ
ち
物

の
方
に
あ
る
。
外
延
は
し
た
が

つ
て

述
語
以
前

の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
我

々
と
独
立
な
、
我

々
に
と

っ
て
は
与
え
ら

彙
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れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
物
が
先
に
あ

っ
て
そ
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
外
か
ら
見
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
外
延
な
し
に
内
包
は
考
え
ら
れ
な
い
。　
カ
ル
ナ
ッ
プ

（
丹

〇
営
【】８
）

は
概
念
の
内
包
を
性
質

（■
唱
ｑ
古じ

と
し
た
が

（
（う
浄
営
【】寛

営
Ｌ

Ｚ
骨
↑

∽浄
毛
）
】
便
じ
、
物
な
し
に
性
質
と
い
う
も

の
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
我
々
が
物
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
物

の
性
質
を
知
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
性
質
が
二
次
的
で
あ
る
以
上
我

々
が
物

に
つ
い
て
最
初
か
ら
知

っ
て
い

る
こ
と
が
ら
は
何
も
な
い
。

Ａ
に
於
て
物
と
は
何
で
あ
る
か
は
さ
て
お
く
。
大
切
な
の
は
、
我

々
の
思
考

の
基
礎
は
思
考
の
中
に
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
に
つ
い

て
は
物
に
は
あ
ら
か
じ
め
性
質
な
ど
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
性
質
と
い
わ
れ
る

も
の
は
後
に
我
々
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
要
点
で
あ

る
。

（
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
る
の
か
。
言
語
に
よ
る
の
か
、

行
動
に
よ
る
の
か
）
。

こ
の
立
場
は
集
合
論
に
基
礎
を
お
く
数
学
に
典
型
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て

述
語
は
す
べ
て
、
外
延
で
あ
る
集
合
に
よ
り
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
集
合
の
相
等
性

（
退
昼
】≡
し

は
そ
の
内
包

（性
質
）
で
な
く
、　
外
延

の
同

一
性

（物
と
し
て
の
等
し
さ
）
に
よ
る
と
定
め
た
の
が
外
延
性

の
公

理

で

あ

る
。
又
関
数
は
す
べ
て
順
序
対
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
順
序
対
は
も
と
よ
り
柴

合
で
あ
る
。

集
合
論
と
外
延
性
に
つ
い
て
は
こ
う
い
え
る
。
有
限
集
合
を
対
象
と
す
る
範

囲
で
は
、
外
延
的
見
方
を
と

っ
て
も
、
内
包
的
見
方
を
と

っ
て
も
集
合
論
は
内

容
的
に
は

一
致
す
る
。
内
包
的
見
方
を
と

っ
て
も
集
合

の
個
数
が
限
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
す
ぐ
そ
れ
に
対
応
す
る
集
合
を
見

つ
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。
無
限
を

内
容
と
す
る
概
念
を
数
学
的
に

（外
延
主
義

の
立
場
か
ら
）
扱
お
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
本
来

の
集
合
論
は
生
じ
た
。
カ
ン
ト
ー
ル
に
よ
る
存
在
す
る
無
小限
、
実

無
限
の
発
見

（
創
造
）
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
外
延
主
義

の
立
場
が
十
分
徹

底
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、
内
包
的
見
方
で
進
め
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る

外
延
は
保
証
さ
れ
る
と
素
朴
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
集
合
論

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
カミ
生
じ
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る

一
法
と
し
て
内
包
的
見
方
に

制
限
を
加
え
、
外
延
主
義

の
立
場
を
徹
底
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

つ
ま
り

比
較
的
安
定
し
た
物

の
領
域
を
設
定
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
基
礎
に
数
学
を
組

み
立
て
る
い
き
方
で
あ
る
。
そ
の
領
域
と
い
う

の
が
、
公
理
論
的
集
合
論
の
要

請
す
る
よ
う
な
集
合
で
あ
る
。
公
理
論
的
集
合
論
は
外
延
主
義

の
立
場
を
数
学

に
於

て
つ
ら
ぬ
き
た
い
た
め
に
生
じ
た
と
も
い
え
る
。
は
た
し
て
そ

の
集
合
が

現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
に
よ

っ
て
数
学

は
外
延
主
義

の
立
場
を
と
る
こ
と
が
出
来
た
。

こ
こ
で
注
意
す

べ
き

は
数
学
は
集
合
を
外
延
と
し
て
、
い
わ
ば
数
学
は
集
合

の
研
究
と
し
て
外
延
主
義

の
立
場
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ

の

た

め

に

集
合
論
自
体
は
い
で
、
つ
か
の
存
在
公
理
を
も
た
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
集
合

の
存
在
は
公
理
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
る
も

の
に
な

っ
た
点
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
さ
ら
に
、
公
理
に
よ

っ
て
存
在
が
保
証
さ
れ
た
集
合
と
、
実
在

と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
の
問
題
が
も
う

一
つ
で
て
く
る
。
無

限
が
実
在
す
る
か
否
か
文
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
存
在
す
る
か
の
問

題
で
あ
る
。

外
延
主
義

の
立
場
は
科
学
認
識
に
於
て
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
近
世
科
学
が
実
験
と
観
察
を
重
ん
じ
た
、　
つ
ま
り
実
証
科
学
と

し
て
成
立
し
た
こ
と
は

一
つ
の
外
延
主
義

の
立
場
で
あ
る
。
実
証
性

は
ま
ず
こ
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外延主義の立場

と
が
ら
の
真
偽

の
決
定
を
物

の
方
に
行
わ
せ
る
立
場
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
こ
と

は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
し
か
し
、
現
代

の
科
学
哲
学
は
む
し
ろ
実
証
性
と
い
う

も

の
に
疑
間
を
提
出
し
て
い
る
の
が

一
般
で
あ
る
。

つ
ま
り
科
学
は
物

べ
っ
た

り
で
な
く
、
も

つ
と
創
造
性
を
そ
な
え
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
ポ

ッ
パ
ー

（
不

可
唱
ｏ
段
）
が

「
観
察
は
理
論

の
光
の
も
と
に
観

察

で

あ

る
」

Ｑ

弓
ｒ
ｏ
Ｆ
ｏ
性
ｏ
監

∽
・
【ｏ
ユ
革
命
∪
中沼
ｏ
お
輯
））
極
懇

●

碧
）
と
い
い
、
ク

ー

ン

（
弓
Ｆ

八
Ｆ
デ
じ

が

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
優
先
」
を
い
い
、　
ハ
ン
ソ
ン

（
Ｚ
・

刃
・
■
”
湧
ｏ
じ

が

「
観
察

の
理
論
負
荷
性

（
静
８
輯
‐一＆
●
じ
」
を
い
う

な

ど

で
あ
る
。
こ
れ
は

一
兄
外
延
主
義

の
立
場
に
反
す
る
如
く
み
え
る
が
、
以
下
の

如
く
解
釈
す
る
と
こ
れ
も
ま
さ
に
外
肛
主
義

の
立
場
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
分

か
る
。

す
な
わ
ち
狭
い
意
味

の
実
証
主
義
は
外
界

の
あ
り
方
を
あ
ら
か
じ
め

一
と
お

り
に
固
定
し
て
お
く
。
そ
し
て
そ
の
あ
り
方
は
初
め
は
我

々
に
知
ら
れ
て
い
な

い
が
、
観
察

と
か
実
験

に
よ
り
次
第
に
明
ら
か
に
さ

れ

て

い

く

（
発
見

の
立

場
）
と
す
る
。
物

の
方

に
あ
ら
か
じ
め
性
質
を
固
定
さ
せ
て
お
く

立

場

で

あ

る
。
外
延
主
義

の
立
場
は
性
質
を
二
次
的
な
も

の
と
す
る
の
だ
か
ら
、
狭
い
英

証
主
義

の
方
が
む
し
ろ
こ
の
立
場
に
反
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
科
学
に

於
け
る
創
造
的
両
の
強
調
は
外
延
主
義

の
立
場

の
Ｂ
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
物

の
性
質
は
我

々
が
そ
れ
に
か
か
わ

っ
て
初
め
て
云
々
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
物

に
初
め
か
ら
そ
な
あ

っ
て
い
る
も

の
で
な
い
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
物

の
性
質
は
我

々
の
兄
方
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
変
わ

っ
て
く
る
。
し
か
し

こ
れ
は
単

に
物

に
対
す
る
我

々
の
解
釈
が
変
わ
る
の

で

は

な

い
。
ク
ー
ン
は

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
革
命

に
よ
り
科
学
者
は
こ
れ
ま
で
の
装
置
で
今
ま
で
見
な
れ

て
き
た
場
所
を
み
な
が
ら
、
新
し
く
全
く
ち
が

っ
た
も

の
を
見
る
」

（
（（弓
汗

留

草
属

一
ｉ

ｃ

ユ

∽
ｃ
一●
ユ

ニ

●

戸

）さ

一戸ユ

ｏ
毛

浮
録

時

中

山

茂

邦

訳

木

●
・
尾

∪

と
い
う
。
又

ハ
ン
ソ
ン
は

「
違

っ
た
解
釈
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
あ
な
た
と
私
は
違

っ
た
も

の
を
み
て
い
る
と
い
う

こ

と

で
あ

る
」

（
（ム
Ｆ
｛右
呂
の
名

じ
一洛
名
●
輯

こ
極
盟

村
上
陽

一
郎
邦
訳
木

●

醤
）

と
い
う
。
兄
方

の
変
あ
る
こ
と
に
よ
り
物

の
方
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
物

の
性

質
を

一
つ
に
固
定
し
て
お
く
と
こ
れ
は
奇
妙
に
み
え
る
が
、
性
質
は
後
か
ら
で

て
来
た
も

の
だ
と
考
え
れ
ば
、
正
に
そ
の
と
お
り
と
い
え
る
。

し
か
し
か
と
い

っ
て
外
界
は
我
々
が
恣
意
的
に
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
我

々
か
ら
独
立
に
こ
れ
を
制
約
す
る
も

の
が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
が
狭
義

の
実
証
主
義

の
い
う
如
く
、
実
在
の
世
界
、　
一
つ
に
固
定
さ
れ
た

世
界
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
証
主
義
批
判

の
成
果
か
ら
し
て
は

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ク
ー
ン
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
選
択
に
於
て

ユ
ニ
ー
ク
な
決
定
的
な
規
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
科
学
者
集
団

は
、
働
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
候
補
が
、
他
の
方
法
で
は
う
ま
く
ゆ
か
な
い
あ

る
著
し
い
よ
く
知
ら
れ
た
問
題
を
、
解
決
で
き
る

‘
！言
う
に
み
え
る
こ
と
、
０
新

し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
そ
の
前
任
者
に
よ
っ
て
か
ち
得
ら
れ
た
具
体
的
解
答
能

力

の
大
部
分
を
維
持
す
る
こ
と
を
、
約
束
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ク

Ｑ
削
掲

書

甲

Б
じ
。　
つ
ま
り
我

々
の
理
論
の
外
に
、
我

々
の
世
界
を
決
定
す
る
要
因

は
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
外
延
主
義

の
立
場
Ａ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み

る
と
、
狭
義

の
実
証
主
義
に
批
判
的
な
こ
れ
ら
新
し
い
科
学
者
学
は
、
む
し
ろ

外
延
主
義

の
立
場
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

次
に
近
代
論
理
学

（数
理
論
理
学
）
と
外
延
主
義

の
立
場
の
関
係
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
近
代
論
理
学
は
つ
ま
り
は
論
理
を
数
学
的
方
法
で
扱

っ
た
も
の
で

あ
る
。
数
学
的
方
法
と
は
ま
ず

一
つ
に
は
、
対
象
の
記
号
化
、
形

式

化

に
あ

i)/



る
⑥
論
理
学
は
こ
れ
に
よ
り
記
号
論
理
学
と
な

っ
た
。
し
か
し
数
学
的
方
法

の

論
理
学
に
与
え
た
影
響

の
最
も
本
質
的
な
点
は
、
数
学
は
通
常
演
繹
科
学
で
あ

る
と
さ
れ
る
が
、　
一
方
数
学
は
数
学
的
な
対
象

の
研
究
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ば

算
証
科
学
的
面
を
も

つ
こ
と
に
出
来
す
る
。
こ
の
数
学

の
実
証
的
側
面
が
近
代

論
理
学
に
於
い
て
、
論
理
学
と
は
、　
頭
調
理
」
と
い
う
人
間
の
思
考
法
則
ら
し

き
も
の
の
い
わ
ば
実
証
的
研
究
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
ら
せ
る
。

伝
統
的
論
理
学
は
論
理
の
実
一証
的
研
究
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
論
理
と
い

う
絶
対
の
要
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
領
域
を
少
し
ず

つ
増
や

し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
近
代
論
理
学
は
、
論
理
は
我

々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
し
か
も
流
動
的
な
対
象
で
あ
り
、
そ
の
性
質

の
研
究

が
論
理
学
で
あ
る
と
す
る
。
メ
タ
論
理
学

の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
又
諭

理
学
の
形
式
化
、
公
理
化
を
う
な
が
し
た
。
デ

ュ
ー
イ
は
論
理
を
維
険
法
則
と

し
た
が
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
が
近

代
論
理
学
の
立
場
の
基
礎
に
は
あ
る
。
こ
れ
は

一
つ
の
外
延
主
義

の
立
場
で
あ

と
つ

。外
延
主
義

の
立
場
と
は
だ
い
た
い
以
上

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
そ

れ
以
上
の
説
明
は
行
わ
な
い
。
あ
る
こ
と
が
ら
の
説
明
と
は
、
そ
の
こ
と
が
ら

を
、
我
々
に
と
っ
て
さ
ら
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
別
の
こ
と

が
ら
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
千
、外
延
と
か
物
以
上
に
我

々
の

熱
知
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
適
当
な
こ
と
が
ら
が
、
今
み
い
だ
せ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
以
下
で
は
外
延
主
義

の
立
場
は
こ
れ
こ
れ
で
な
い
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
、
と
述

べ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
間
接
的
説
明
を
試
み
る
。
多
く
の

場
合
、
実
際
に
有
効
な
説
明
Ｌ
は
こ
の
種
の
も

の
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
こ
と

は
な
い
。

と
こ
ろ
で
さ
し
あ
た

っ
て
外
延
主
義

の
立
場
に
対
す
る
重
要
な
反
証
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
ら
が
二
つ
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
心
の
存
在
で
あ
る
。
外

延
主
義

の
立
場
で
は
、
我

々
の
知
識
は
物
を
い
わ
ば
外
か
ら
な
が
め
る
こ
と
に

よ
り
生
ず
る
と
す
る
が
、
心
と
か
心
的
出
来
ご
と
に

つ
い
て
は
、
物

に
対
す
る

と
違

っ
た
よ
り
直
接
的
な
特
権
的
接
近
法
が
可
能

で
あ
る
と
し
ば

し

ば

さ

れ

る
。
こ
の
や
り
方
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
心

の
存
在
は
、
し
た
が

っ
て
外

延
主
義

の
立
場
と
相
い
れ
な
い
。
外
延
主
義
は
こ
の
特
権
的
接
近
法

の
否
定
を

そ
の

一
つ
の
特
色
と
す
る
。
も
う

一
つ
は
外
界
か
ら
独
立
な
真
理
、

ア
プ
リ
オ

リ
な
真
理

の
存
在
で
あ
る
。
外
延
主
義

の
立
場
で
は
す

べ
て
を
最
終
的
に
は
物

の
方
に
選
元
し
よ
う
と
し
、
又
物
に
は
あ
ら
か
じ
め
性
質
を
固
定
し
て
お
か
な

い
か
ら
ア
プ
リ
オ
ソ
な
真
理

の
存
在
も
外
延
主
義

と
は
相
い
れ
な
い
。
外
延
主

義

の
立
場
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理

の
存
在

の
否
定
を
も
そ
の
特
色
と
す
る
。

心
の
存
在
を
認
め
る
立
場
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理

の
存
在
を
認

め

る

立

場

は
、
反
外
延
主
義
と
い
う
点
で
共
通
性
を
も

つ
。
こ
の
点
か
ら
こ
の
二

つ
の
立

場
は
し
ば
し
ば
結
び

つ
け
て
語
ら
れ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
心
身
問
題
に
関
す

る
英
米
に
於
け
る
最
近

の
議
論
か
ら
、
心
の
存
在

の
否
定
を
志

同
す
る
も
の
を

と
り
出
し
、
そ
の
議
論

の
中
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
論
理
学

・
数
学
基
礎
論
に
於

て
ア
プ
リ
オ
リ
な
票
理
が
否
定
さ
れ
て
き
た
事
実

の
中
に
、
外
延
主
義

の
立
場

を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
立
場
の
よ
り

一
屑
の
明
確
化

・
及
び
弁
護
を
試
み

た
い
。

０

心

の

存

在

物
的
な
も
の

（
あ
る
い
は
外
的
世
界

・
物
》
の
外
に
心
的
な
も
の

（
内
的
世

界

・
心
）
の
存
在
を
も
認
め
よ
う
と
い
う
の
が
心
身
二
元
論
で
あ
る
。
そ
の
い

― |;温 一―



外延主義の立場

い
方
も
い
ろ
い
ろ
あ

っ
て
、
両
者
を
実
体
の
違
い
で
あ
る
と
す
る
の
は
古
典
論

で
あ
る
し
、
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
記
述
す
る
言
語
が
互
に
両
立
し
な
い
こ
と
を
い

う

（
伍
ｏ
ｃ
げ
下

汗
ｐ
Ｏ
電
中＆

塩

津

８

輯

）

よ

り

近

代

的

な

い

い
方

も

あ

る

。

こ

こ

で
外
延
主
義

の
立
場
と
関
連
し
て
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
心
と
物
に

関
す
る
知
識
を
得
る
方
法

の
連

い
、
す
な
わ
ち
心
に
関
す
る
知
識
は
物
に
関
す

る
知
識
と
は
本
質
的
に
違

っ
た
仕
方
で
得
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
で
あ

と

つ

。物

に
関
す
る
知
識
を
得
る
代
表
的
方
法
は
自
然
科
学

の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
外
延
主
義

の
立
場
に
立

つ
こ
と
は
０
で
述

べ
た
。　
一
方
二
元
論
の
立

場
か
ら
は
、
心
に
関
す
る
知
識
は
外
延
主
義
と
は
相
い
れ
な
い
方
法
で
得
ら
れ

る
と
さ
れ
る
。
特
権
的
接
近
法

（
■
一く
凄
鳩
毎
居
８
∽
じ

と
よ
ば
れ
る
も

の
で

あ
る
。
ラ
イ
ル

（
の

刃
】
】ｅ
　
は

「
一
般
に
は
心
に
関
す
る
こ
の
接
近
法
は
、

我

々
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
内
的
状
態

の
す

べ
て
を
欠
け
る
こ
と
な
く
す
み
ず
み

ま
で
知
る
こ
と
が
で
き

（意
識
）
、
そ

し

て

そ

れ

は
非
感
覚
的
知
党

（
‥
Ｆ

のＯ
Ｆ
∽Ｆ
Ｏ
α
∽
≡
Ｐｐ
Ｃ
■

，
０

，Ｏ
Ｃ
●
ュ
〔）ｐ
）
　
つ
ま
ｈヱ
円
戚

，
合
】Ｐ青
ｏ
∽ｏ
ｏ
Ｒ
丁
【】）

で
↓わ
っ

て
、
さ
ら
に
誤
る
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

（
ム
句汗

●
ｏ
吾
せ
い

監

工
Ｊ
牝

津
授
ｃ
甲

民
じ
。

外
延
主
義

の
立
場
で
は
、
我

々
の
知
識
は
外
界

に
根
拠
を
も
ち
、
そ
れ
に
外
か
ら
か
か
あ
る
間
接
知
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
外

界
に
合
せ
て
変
り
う
る
の
に
対
し
、
こ
の
特
権
的
接
近
法
に
よ
る
知
識
は
直
接

的
で
絶
対
に
誤
り
え
な
い
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
物
的
知
識
が
仮
設
的
で

あ
る
の
に
対
し
、
心
的
知
識
は
直
接
経
験
的
で
、
完
全
で
、
絶
対
的
で
、
誤
り

え
な
い
も

の
で
あ
る
。

こ
の
特
権
的
接
近
法
を
認
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
他
に
ま
し
て
二
元
論
の
最
大

の
根
拠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト

（
ｐ

ス
　
句
●
く
●
昼
ゴ
首
（じ
　
やは
一ゴ
」
の
焼
衿
近
〕法

（
待
いは

汗
貿
）〓
下
（ｆ
●
ユ

い・
ｏ
電
営
．ユ
ー

営
ヤ（ヽ

と
い
う
）
と
二
元
論
は
循
環
的
で
あ
る
」

（
文
献
０

，
５
じ

と
い
う
ｏ

し
か
も
二
元
論
の
根
拠
と
し
て
の
こ
の
接
近
法
は
、
物
的
知
識

の
獲
得
法
と
両

立
し
な
い
こ
と
を
最
大

の
ね
ら
い
と
し
て
常
に
提
出
さ
れ
る
か
ら
、
し
た
が
つ

て
こ
の
方
法
に
対
す
る
経
験
的
批
判
は
不
可
能

に
な
る
。

つ
ま
り
二
元
論
は
公

共
的
な
方
法
で
調
べ
た
ら
、
二

つ
の
具
る
種
類

の
存
在
に
で
く
わ
し
た
と
い
う

の
で
な
く
、
存
在
の
二
元
論
の
一異
に
方
法
の
二
元
論
が
か
な
ら
ず
あ
る
の
で
あ

と

つ

。

二
元
論
に
よ
る
心
の
存
在

の
主
張
は
、
特
権
的
接
近
法
を
認
め
る
点
に
於
て

外
延
主
義

の
立
場
と
両
立
し
な
い
。
以
下
で
は
、
こ
の
特
権
的
接
近
法
を
否
定

し
、
し
た
が

っ
て
心
の
存
在
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
ラ
イ
ル
に
よ
る
行
動
主
義

合
汀
】Ｐ営
【Ｒ
工
こ
、
及
び

「
消
去

マ
テ
リ
ァ
リ
ズ
ム
」
↑
】一】ュ
基
↑】君

呂
〔岳
子

”
戸
巨
）

と
よ
ば
れ
る
立
場
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、　
外
延
主
義
の
立
場
の

弁
護
と
し
た
い
。

心
身
問
題
に
於
て
心
の
方
を
切
り
捨
て
る
立
場
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
ベ

き
は
、
ラ
イ
ル
そ
の
他
に
よ
る
行
動
主
義

（
形
而
上
学
的
行
動
主
義
と
よ
ば
れ

る
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
心
的
な
陳
述
は
の
こ
ら
ず
、
行
動
に
関
す
る
陳

述
と
そ
の
行
動
が
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
観
察
可
能
な
ま
わ
り
の
状
況

に
関
す
る
陳
述
に
よ
り
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
、
も
し
明
白
な
行
動
が
観
察

さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
動

へ
の
傾
向
性

（
鉢
電
９
〓
（）こ

に
よ
り
扱
わ
れ

う
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば

「
ラ
テ
ン
語
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う

心

の
状

態

は
、

「
あ
る
与
え
ら
れ
た
状
況
に
於
て
ラ
テ
ン
語

の
本
を
さ
し
出
さ
れ
れ
ば
、

そ
れ
を
読
み
そ
れ
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
ら
れ
る
等
々
」
と
い
う
傾
向
性
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
心
的
状
態
は
行
動
か
そ

――‐
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れ

へ
の
傾
向
性
と
し
て
、
物
と
は
違
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
か
ら
、
物
的
概

念
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
が
心
的
概
念
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
に
云
え
る
と
は
か

ぎ
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
物
に
つ
い
て
そ
の
存
在
を
去
々
す
る
と
同
じ
仕
方
で
、

心
に
つ
い
て
そ
の
存
在
を
去
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で

い
わ
ゆ
る
心
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
立
場
で
は
二
重
の
意
味
で
特
権
的
接
近
法
は
不
要
に
な
る
。
第

一
に
心

が
行
動
に
他
な
ら
な
い
以
上
、
行
動
し
た
が

っ
て
心
は
外
延
主
義
に
よ

っ
て
扱

い
う
る
か
ら
。
第
二
に
行
動
主
義
に
於
て
心
は
い
わ
ゆ
る
心
と
し
て
は
存
在
し

な
い
の
だ
か
ら
。
心
が
行
動
で
あ
る
と
す
る
こ
の
同

一
性
は
、
心
と
い
う
も
の

が
あ

っ
て
そ
れ
は
又
行
動
と
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
の
で
な
く
、
あ
る
の
は
行

動
及
び
行
動

へ
の
傾
向
性
だ
け
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し

な
い
と

「
機
械

の
中

の
幽
霊

（
∞
】〕？
↑
Ｊ

島
居

コ
居
】ユ
居
と

が
残

つ
て
し
ま

う
わ
け
で
あ
る
。
心
が
な
い
以
上
そ
れ

へ
の
接
近
法
も
な
い
。
こ
の
点
で
は
行

動
主
義
は
後
に
述

べ
る

ロ
ー
テ
イ
ー
な
ど
の
立
場
に
近
い
。

（
ラ
イ
ル
の
議
論

は

Ａ（
Ｏ
ｏ
屈
ｔ
言
Ｌ

て
一生

こ
に
よ
る
）
。

こ
の
行
動
主
義
に
対
し
て
プ
レ
イ
ス
律
声
ギ

ヽ
一居
ｅ

は
こ
う
い
う

（
文
献

０
）
。
行
動
及
び
傾
向
性
に
よ
る
心
的
概
念
の
分
析
は
、
「
知
る
」
な
ど
の
認
知

的
概
念
及
び

「
欲
す
る
」
な
ど
の
意
志
的
概
念
に
つ
い
て
は
確
か

に
成

功

し

た
。
し
か
し
、
意
識
、
経
験
、
感
覚
、
イ
メ
ー
ジ
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
何
ら

か
の
内
的
過
程
合
・Ｐ居
・
寝
Ｒ
命
”じ

へ
の
吉
及
が
避
け
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
意
味
で
、
そ
の
主
体
に
関
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
内
的
な

出
来
事
で
あ
る
か
ら
。
そ
こ
で
プ
レ
イ
ス
は
、
例
え
ば
意
識
は
あ
る
行
動
傾
向

に
同
じ
な
の
で
な
く
、
脳
の
あ
る
過
祉

（
■
景
●
“
チ

と
だ

野
伊
一こ
　
に
同
じ

な
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
を
う
け
て
み
マ
ー
ト

（
十

■

〇
・
∽
ヨ
餞
じ
　
は
、
感
覚
に
つ
い
て
、
感

覚

の
陳
述
は
何
か
に

つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
そ

の
何
か
は
決
し
て
心
的
な
も

の
で
な
く
、
そ
れ
は
脳
の
あ
る
過
程
で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
こ

の
意

味

で

「
感
覚
は
脳
の
過
駐
で
あ
る
」
と
い
う
。

（行
動
主
義
者
は
感
党

の
陳
述
は
阪

向
性

の
表
現
で
あ

っ
て
、
何
か
の
報
告
で
は
な
い
と
す
る
）
。
そ
し
て
こ
の
同

一
性
は
直
接
的
な

〓
致
で
あ
り
、
論
理
的
等
値

（
退
ュ
さ
一①
君
Ｃ

（
す
な
わ
ち

意
味
が
同
じ
）
で
は
な
い
。
科
学
の
発
展
は
こ
の
同

一
性
を
次

々
に
明
ら
か
に

し
て
い
く
で
あ

ろ
う

と

い
う
。
　
こ
れ
が

「
心
脳
同

一
理
論

（
コ
】＆
‐▼
掛
Ｐ

】符
停
〓．
Ψヽ
命汀
９
じ
」

と
い
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
同

一
理
論
は
、
心
的
な
性
質
を
も

つ
た
も

の
が
物
と
し
て
、

物
的
な
性
質
を
も

つ
た
も
の
に
等
し
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
点
か
ら
次

の

疑
間
が
で
て
き
た
。

つ
ま
り
同

一
理
論
を
認
め
る
と
、
同
じ
も

の
が
心
的
性
質

と
物
的
性
質
を
同
時
に
も

つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

一
元
論
と
い
う
目
的
に
そ

ぐ
わ
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
ス
マ
ー
ト
は
心
的
な
出
来
事
を
記
述
す
る
と

き
に
用
い
る
述
語
は
、
物
的
で
も
な
く
又
物
と
両
立
し
な
い
も

の
で
も
な
く
、

い
わ
ば
中
立

（
５
０
Ｆ

胃
ユ
こ
じ

な
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
は
た
し
て

そ
う
か
否
か
に
は
衆
問
が
も
た
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
含
め
て
、
同

一
理
論

の
欠
点
は
心
的
記
述
は
物
的
記
述
と
通
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
心
は

物

（
脳
の
過
程
）
Ｌ
同

一
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。

（
ス
マ
ー
ト
に
つ
い
て

は
文
献
倒
倒
に
よ
る
）
。

こ
の
点
を
考
慮
し

つ
つ
、
心
の
存
在
を
捨
て
去
り
そ
れ
に
よ

っ
て

マ
テ
リ
ァ

リ
ズ
ム
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
、　
ロ
ー
テ
ィ

（
丹

＝ｇ
】「げ
）ヽ
を
主
唱
者
と
す
る
、

「
消
去

マ
テ
リ

ァ
リ
ズ
ム
」
と
か

「
消
失

理
論

（
ョ
∽Ｃ
将
い・中小冨
８

ド
″戸
ｑ
じ
」
と
か
よ
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
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外延主義の立場

ま
ず
ラ

ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
は
、　
Ｔ
ア
リ
ァ
リ
ズ
ム
を
許
す

一
元
論
的
言

語
に
よ
る
陳
述
は
、
二
元
論
的
通
常
言
語
と
両
立
で
き
な
い
故
に
無
意
味
で
あ

る
と
す
る

マ
テ
リ

ァ
リ
ズ
ム
批
判
に
対
し
て
、
二

つ
の
十一一生
‐ｌｒ‐
の
間

の
優
劣
は
そ

の
目
的
と
メ
リ

ッ
ト
に
よ
り
決
め
ろ
べ
き
で
あ
り
、
文
通
常
語
の
兄
か
け
の
に

位
さ
は
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
く
単
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
す
る
。
子
、し
て

マ
テ
リ

ァ
リ
ス
ト
と
し
て
、
現
に
通
常
言
語
に
よ
り

表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
今
最
も
適
用
し
て
い
る
思
考
体
系
の
弱
さ
を
示
し

た
い
が
、
そ
れ
は
通
常
言
語
と
事
実
を

つ
き
合
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
だ
め

で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
事
実
と
い
う
も

の
は
中
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、

す
そ

に
し
て
そ

の
言
語
に
よ
り
影
響
さ
れ
て
い
る
し
、
又
そ
の
言
語
で
な
け
れ

ば
決
し
て
近
づ
け
な
い
よ
う
な
事
実
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら
。
そ
こ
で
事
実

と

つ
き
合
せ
る
の
で
な
く
、
そ

の
言
語
の
用
法
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
異
る
対
立
的

な
言
語
を
作
る
こ
と
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
通
常

語

で

い
う

「
痛
み
」

「
感
情
」
な
ど
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
に
は
、
事
実

の
検

討

よ
り
も
、　
マ
テ
リ
ァ
リ
ス
ト
に
な
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り

二
元
論
が
正
し
い
か
、　
ご
死
論
が
正
し
い
か
は
事
実

に
よ
っ
て
は
決
ま

っ
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
。

（
以
上
文
献
０

に
よ
る
）。

ロ
ー
テ
ィ
は
さ
ら
に
、

「
感
覚
と
脳
の
過
程
」

の
同

一
性
を
、
未
開
社
会
に

於

て
、
祈
購
師
が
病
気
は
デ

モ
ン

（
符
】Ｆ
Ｏ
し

に
よ

っ
て
起
る
と
す
る
場
合

の

「
デ

モ
ン
と
祈
薦
師

の
幻
覚
」

（
祈
確
師
は
病
人
に
デ
モ
ン
を
み
る
）
、
「
デ
モ

ン
と
病
気

の
原
因
で
あ
る
細
商
」

（祈
薦
師
に
よ
れ
ば
病
気

の
原
因
は
デ
モ
ン

で
あ
る
）

の
同

一
性
と
比
較
し
て
、
祈
購
師

の
例

の
場
合
デ
モ
ン
の
指
示
す
る

対
象

の
存
在
を
否
定
し
て
も
、
我

々
の
記
述
能
力
、
予
測
能
力
は
そ
の
ま
ま
残

る
の
と
同
じ
様
に
、
前
者
に
於

て
感
覚
の
存
在
を
消

し
て
し
ま

っ
て
も
問
題
は

我
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
子
】の
際
デ
モ
ン
の
存
在
を
消
す
の
は
科
学
に
於
け

る

一
つ
の
発
見
で
あ
る
如
く
、
科
学
の
発
展
は
心
的
出
来
事
の
存
在
を
消
す
で

あ
ろ
う
と
い
う
３

さ
ら
に

ロ
ー
テ
ィ
は
続
け
る
。
言
語
か
ら
独
立
に
一一十一呈
巾以
前
に

，
居

一一癌
‐

厚
互
Ｆ

を
ノ「ｑ
】居
”″
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
二
つ
の
言
語
が
同
じ
も
の

を
指
す
と
い
う
い
い
方
は
間
違
い
で
あ

っ
て
、
神
経
生
理
学
の
言
語
を
話
す
人

に
と
っ
て
は
、通
常
言
語
を
話
す
人
の
い
う
痛
み
は
存
在
し
な
い
。
営

小ヽ一【母
●
協

が
先
に
あ
り
、
次
に
言
語
が
あ
り
、　
そ
の
言
語
が
そ
の

体
イ↓
停
】０
応
務

に
適
応

す
る

（
生
ム
客
一じ

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
適
応
性

の
絶
対
的
基
準
は

存
在
し
な
い
か
ら
。
し
た
が

っ
て
人
が
物
的
言
語
を
と
る
と
き
は
心
的
出
来
事

は
全
く
存
れ
し
な
い
Ｌ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
以
上
は
文
献
働
倒
に
よ
る
）
。

こ
れ
を
解
説
し
て
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル

（
Ｆ

ン
声

刃
？
んヤ中Ｐ↑一ｐ〔し

が
い
う
如
く

（
文
献
働
）
、
こ
れ
ま
で
の
マ
テ
リ
ァ
リ
ズ
ム
は
、
心
的
、
物
的
二
つ
の
語
り

方

の
存
在
を
前
提
と
し
た
。
し
か
し
消
去

マ
テ
リ
ァ
リ
ズ
ム
は
こ
の
区
別
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
区
別
よ
り
も
そ
れ
ぞ
れ
の
話
り
方
が
、
い
か
に
し
て
世
界
の
記
述

に
有
効
で
あ
る
か
を
問
う
。
そ
し
て
そ
の
有
効
性

の
基
準
は
事
実
と
の
つ
き
合

せ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
事
実
と
の
つ
き
合
せ
を
無
意
味
と
す
る
点
に
於
て
、
外

延
主
義

の
立
場
と
相
い
れ
な
い
よ
う
に

一
見
み
え
る
。
し
か
し
あ
ら
か
じ
め

一

つ
に
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
事
実
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
物

の

性
質
を

一
つ
に
固
定
す
る
立
場
は
と
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
外
延
主
義

の
立
場

Ｂ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
事
実
と
は
つ
き
合
せ
な
い
に
せ
よ
言
語
の
有
効
性
や
優

劣
を
い
う
点
に
於
て
、
す
な
わ
ち
我
々
の
認
識
あ
る
い
は
思
考

の
究
極
の
根
拠

を
、
そ
の
外
に
求
め
る
点
に
於
て
、
こ
れ
ら
は
外
延
主
義
の
立
場
Ａ
を
示
す
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
行
動
主
義
も
消
去

マ
テ
リ
ァ
リ
ズ
ム
も
、
特
権
的
接
近
法

に
よ
る
も
の
と
し
て
の
心
の
存
在
を
否
定
す
る
。
こ
れ
は
外
延
主
義

へ
の
志
向

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

０

　

ァ
プ

リ
オ
リ
な
真

難

外
界

（
あ
る
い
は
物
）
に
依
存
し
な
い
真
理
、
理
論
あ
る
い
は
知
識
自
体
を

根
拠
と
し
て
要
と
さ
れ
る
真
理

（
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理
）
．、
こ
う
い
う
も

の
が

存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
我

々
の
外
延
主
義

の
立
場
と
相
い
れ
な
い
。
外

延
主
義
の
立
場
で
は
知
識
の
根
拠
は
か
な
ら
ず
い
わ
ば
知
識

の
外
に
あ
る
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理

の
存
在
に
対
す
る
批

判
、
否
定
は
、
論
理
学
、
数
学
基
礎
論
の
現
代
的
成
果

の
中
に
よ
リ
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
現
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
中
か
ら
い
く

つ
か
と
り
上
げ
、
外
延

主
義

の
立
場
の
弁
護
と
し
た
い
ｏ

ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理
の
存
在
を
い
う
場
合
、　
一
つ
の
根
拠
は
数
学
的
真
理
が

ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
現
代
数
学
の
基

礎
と
さ
れ
る
集
合
論
に
つ
い
一ゝ

そ
の
選
択
公
理

の
独
立
性
が
証

明

さ

れ

た

（
●
壁
生

Ｆ
Ｆ

ｏ
多
目

】胡
じ
ｏ

つ
ま
り
選
択
公
理

の
肯
定
を

含

む

集

合

論
、
そ
の
否
定
を
合
む
集
合
論
が
共
に
可
能
で
、
両
者
は
両
立
し
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
が
真
で
あ
る
か
は
現
在

の
数
学
か
ら
は
決
め
ら
れ
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
幾
何
学
に
於
け
る
平
行
線

の
公
理

の
問
題
と
同
じ
様

な
事
態
で
あ
る
が
、
集
合
論
は
我

々
の
思
考

の
本
質
が
何
で
あ
る
か
の
問
題
と

密
接
に
か
か
わ
る
の
で
、
こ
と
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
く
と

も
集
合
論
を
基
礎
に
す
る
よ
う
な
数
学
は
、
今
の
と
こ
ろ
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理

の
実
例
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

次
に
ゲ
ー
デ
ル

〔
澪

Ｏ
登
の
じ

の
不
完
全
性
定
理

（
も
吉
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
少
く
と
も
自
然
数
論
を
含
む
よ
う
な
形
式
体
系
に
於
て
は
、
そ
れ
が
無
矛

盾
で
あ
れ
ば
、　
そ
の
肯
定
も
否
定
も
共
に
証
明
可
能
で
な
い
よ
う
な
式

（
チ
Ｔ

ヨ
ご
一伊
）
が
存
在
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
ゲ
ー
デ
ル
は

そ

の

よ

う
な
式

（以
下
Ｇ
と
よ
ぶ
）
を
実
際
に
作

っ
て
み
せ
た
。
こ
の
定
理
は
、
真
な

る
式

の
集
合

の
方
が
、
証
明
可
能
な
る
式

の
集
合

よ
り
大
き
い
こ
と
を
い
う
と

解
釈
さ
れ
る
。
証
明
可
能
性
は
そ
の
体
系
に
よ
り
定
義
さ
れ
た
性
質
で
あ
り
、

我

々
が
体
系
に
期
待
す
る
の
は
証
明
可
能
な
る
概
念
が
真
と
い
う
概
念

の
代
役

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
定
理
か
ら
、
あ
る
程
度
以
上

の
大
き
さ
を

も

っ
た
休
系
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
完
全

性
は
こ
の
種
の
形
式
体
系
に
本
質
的
で
あ
り
、
も
し
こ
の
体
系
に
Ｇ
を
公
理
と

し
て
加
え
て
も
、
新
し
く
で
き
た
そ
の
体
系
が
又
不
完
全
に
な
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

外
延
主
義
に
関
連
し
て
こ
の
定
理

の
意
味
す
る
の
は
何
か
。
外
界

の
完
全
な

る
記
述
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
可
能
な
ら
そ
の
よ
う
な
一記
述
を

作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
真
理

は
決
ま
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

定
理
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
体
系
を
作

っ
て
も
真
理

の
す

べ
て
を

つ
く
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
も
休
系
外

の
こ
と
が
ら
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
タ
ル
ス
キ

（
卜

弓
黛
絆
じ

は
、　
真
と
い
う
概
念
は
あ
る
程

度
以
上

の
大
き
さ
を
も

っ
た
体
系
に
つ
い
て
は
そ

の
体
系
内
で
定
義

で
き
な
い

こ
と
を
示
し
た

（
じ
獣
ｖ
ｃ
Ｆ
伊

一ヽ”
学
】Ｆ
く
逆
】８
活
ヨ
）
ｏ　
し
た
が

っ
て

「
そ

の
体
系
に
於
て
東
」
な
る
概
念
を
定
義
す
る
に
は
そ
れ
よ
り
強
い
体
系
を
必
要

と
す
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理
を
認
め
る
論
者

の
期
待
は
、
真
偽
を
そ
の
体
系

一―-42-‐‐



外延主義の立場

内
で
決
定
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
に
合
せ
て

こ

の
定

理

も
、
そ

の
こ
と
の
不
可
能
を
い
う
。

こ
こ
ま
で
は
数
学
的
真
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
で
あ
り
う
る
か
ど

う

か

を

み

た
。
論
理
的
真
に

つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
古
典
述
語
論
理

の
完
全
性
を

認
め
れ
ば
、
そ
れ
は
又
無
矛
盾
で
あ
る
か
ら
、　
そ

こ

で

は

「
真
な
る
式
」
と

「
証
明
可
能
な
る
式
」
は
集
合
と
し
て

一
致
し
、
論
理
的
真
は
具
体
的
に
は
述

語
論
理

の
定
理

の
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
外
か
ら
の
情
報
に
よ
ら
ず

に
真
で
あ
る
こ
と
は
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
ア
プ
リ
オ
リ
な
真

の
存
在

の
主
唱
者
が
頭
に
え
が
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
真
理
か
ら
他

の
す

べ

て
の
真
理
が
導
び
き
出
さ
れ
る
と
い
う
神
話
は
す
で
に
崩
れ
て
い
る
。
古
典
述

語
論
理
は
そ
の
た
め
に
は
狭
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

そ

の
上
、
も
し
そ
れ
か
ら
例
え
ば
算
術
ぐ
ら
い
の
真
が
導
び
き
出
さ
れ
た
と

す
る
と
、
当
然
そ
れ
は
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理

の
対
象
に
な
り
、
不
完
全
に
な

っ
て

し
ま
う

（
二
階

の
述
語
論
理
）
。
む
し
ろ
古
典
述
語
論
理

の
完
全
性
は
、
論
理

と
い
う
も

の
を
述
語
論
理

の
範
囲
内
に
制
限
し
て
考
え
て
お
け
ば
、
そ
れ
白
体

は

一
応
ま
と
ま

っ
た
完
全
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か

し
論
理
を
古
典
述
語
論
理
に
限
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
古
典
述
語

論
理
は
人
間

の
論
理

の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
論
理
と
は
い
わ
ば
人
間
の
思
考
ら

し
き
も
の
を
漠
然
と
指
す

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
漠
然
と
し
た
領
域
を
外
延
的
に

（外
か
ら
）
調

べ
る
の
が
メ
タ
論
理

の
立
場
で
あ
る
。
最
初
か
ら
我
々
の
論
理

が
古
典
述
語
論
理
に
決
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
う

一
つ
、
論
理
学
、
数
学
基
礎
論

の
成
果
が
外
延
主
義

の
立
場
に
有
利
に

働
く
点
は
、
そ
の
形
式
化
と
い
う
研
究
方
法
に
よ

っ
て
、
数
学
の
対
象

の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
我

々
の
思
考

（
論
理
）
自
体
も
又
形
式
化

の
対
象
と

し
て
、
い
わ
ば
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
我

々
の
論
理
は
形
式
化
さ
れ
、
ま
ず
述
語
論
理
と
な

っ
た
。
外
延
主
義
の

立
場
に
対
す
る
反
・証
の

一
つ
は
、
我
々
の
思
考
に
伴
う
と
思
わ
れ
て
い
る
物
的

で
な
い
性
質
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
思
考
白
体
が
対
象
化
さ
れ
、
究
極
的
に
は

一記
号
列
と
し
て
、
物
的
に
扱
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
立
場
の

一
つ
の

援
護
に
な
る
。

】」
の
占
小に
つ
い
て
は
六
ち

と
杵
生
ん
で

チ
ュ
ー
リ
ン
グ

・
マ
シ
ン

（
弓
Ｆ

，Ｊ
”

Ｋ
【
軍
居
）
な
る
も

の
が
考
え
ら
れ
る
っ
こ
れ
は

一
つ
の
仮
想
的
な
思
考
機
械

で
あ
る
が
、
こ
の
機
械
は
排
中
律
を
無
制
限
に
使
わ
な
い
範
囲
で
述
語
論
理
的

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
又
算
術

の
か
な
り
の
部
分
を
行
い
う
る
。
こ
の
こ
と

は
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
範
囲
の
述
詰
論
理
と
算
術
に
つ
い
て
は
機
械
で
十
分
行

い
う
る
】」
と
、

つ
ま
り
そ
の
た
め
に
物
に
は
な
い
人
間
の
み
に
特

有

な

性
質

（
例
え
ば
心
的
な
）
を
考
え
な
い
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
問

題
な
の
は
、
解
析
学
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
範
囲
の
思
考
能
力
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
集
合
論
を
認
め
う
る
よ
う
な
思
考
能
力
で
あ
る
。
チ

ュ
ー
リ
ン
グ

・
マ
シ

ン
で
は
今
の
と
こ
ろ
そ
こ
ま
で
は
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。

一
体
集
合
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
が
、
物

の
方
に
あ
る
の
か
そ
れ
と
も

そ
れ
を
作
り
出
す
人
間
の
方
に
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
曾
８
房
コ
か
王
８
雰
ヨ

か
）
。

も
し

声
｝
の
集
合
論
の
能
力
が
機
械
に
代
替
で
き
る
と
す
れ
ば
、
集
合
論

の
正
し
さ
の
根
拠
は
物

の
方
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
又
物

の
方
に
あ
れ
ば
機
械

に
代
替
で
き
る
。
し
か
し
も
し
機
械
に
代
春
不
可
能
で
、
そ
の
根
拠
が
人
間
の

方
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
物
に
は
な
い
人
間
独
得

の
能
力
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い

か

ら
、
こ

の
場
合
は
外
延
主
義
の
立
場
に
対
す
る
重
大
な
反
証
と
な

る
。
集
合
論
は
無
限
論
の
こ
と
で
あ
る
。
無
限
の
問
題
は
外
延
主
義
に
と
っ
て

-4t〕 一―



最
大
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
、
ア
プ
リ
オ
リ
の
真
理
の
存
在
が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
我

々
の
思

考
能
力
も
又
物
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
た
。

こ
の
小
論
で
外
延
主
義

の
立
場
と
し
て
私
が
目
指
し
た
の
は
、
別
の
い
い
方

を
す
れ
ば
決
定
論
か
ら
自
由
な

マ
テ
リ
ァ
リ
ズ
ム
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ

る
。
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