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岡
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一　

哲
学
と
論
理

メ
タ
論
理
的
な
問
い

　

山
内
得
立
は
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』（
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
、
西
洋
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
」
と
東
洋
に
お
け
る
「
レ
ン
マ
」
を
異

な
る
論
理
の
型
と
し
て
区
別
し
た
う
え
で
、
両
者
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」
を
企
て
た（

１
）。

筆
者
は
山
内

の
思
想
に
触
発
さ
れ
、
た
が
い
に
異
質
な
論
理
の
支
配
す
る
世
界
と
世
界
、
具
体
的
に
は
そ
こ
に
生
き
る
主
体
同
士
の
出
会
い
（
邂
逅
）

を
説
明
す
る
〈
邂
逅
の
論
理（

２
）〉
を
構
想
し
た
。
だ
が
そ
う
し
た
論
理
は
、
既
存
の
論
理
シ
ス
テ
ム
内
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
と
す
る
と
、

〈
邂
逅
の
論
理
〉
は
、
は
た
し
て
哲
学
的
な
論
理
た
り
う
る
の
か
ど
う
か
。
本
稿
が
立
て
る
の
は
、
こ
の
「
メ
タ
論
理
」
的
と
い
う
べ
き

問
い
で
あ
る
。

　
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
世
界
と
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
理
性
的
反
省
（
３
）」
が
一
つ
の
答
え
と
な
る
。
神
話
や
宗

教
が
、
一
定
の
仕
方
で
「
世
界
と
人
生
の
意
味
」
を
開
示
す
る
と
い
う
意
義
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
、
疑
う
余
地
は
な
い
。
こ
の
回
答
を

提
示
し
た
野
田
又
夫
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
想
像
力
に
訴
え
る
神
話
と
は
異
な
り
、
ど
こ
ま
で
も
「
理
性
的
反
省
」
を
展
開
す
る
。
想
像
力

か
ら
区
別
さ
れ
る
理
性
の
働
き
と
は
何
だ
ろ
う
か
。「
論
理
」
を
用
い
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
野
田
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
三
つ
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の
伝
統

│
イ
ン
ド
、
中
国
、
西
洋
（
地
中
海
世
界
）

│
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
弁
証
法
」（dialectic

）、「
修
辞
法
」（rhetoric

）、「
論

証
法
」（apodeictic

）
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
「
論
理
」
と
称
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
同

等
の
資
格
で
並
び
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
に
は
、
三
つ
の
論
理
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
、
レ
ト
リ
ケ
ー
、
ア
ポ

デ
ィ
ク
テ
ィ
ケ
ー
）
が
い
ず
れ
も
欠
け
る
こ
と
な
く
揃
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
他
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
厳
格
な
論
証
法
で
あ
る
ア

ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ケ
ー
が
、
西
洋
世
界
に
科
学
技
術
文
明
の
発
展
を
招
来
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
問
う
て
み
た
い
。
論
理
に
異
な
る
型
が
も
し
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
間
に
優
劣
の
差
、
つ
ま
り
序
列
が
、
成
立
す
る
の

か
し
な
い
の
か
、
と
。
も
し
序
列
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
論
理
に
一
定
の
階
層
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
か
。
逆
に
序
列
や
階
層
を
否
定
し
た
場
合
、
論
理
の
型
の
違
い
は
何
を
物
語
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
哲
学
に
と
っ
て
論

理
と
は
何
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
回
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ

　

論
理
の
二
つ
の
型
を
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
と
し
て
区
別
し
た
山
内
得
立
に
よ
れ
ば
、
そ
の
相
違
は
論
理
の
単
な
る
類
型
の
違
い
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、「
階
型（

４
）」

の
違
い
を
表
す
と
い
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
レ
ン
マ
的
論
理
は
、
次
の
四
つ
の
レ
ン
マ
（
テ

ト
ラ
レ
ン
マ
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る（

５
）。

Ⅰ　

Ａ
（
肯
定
）

Ⅱ　

非
Ａ
（
否
定
）

Ⅲ　

Ａ
で
も
な
く
非
Ａ
で
も
な
い
（
両
非
）
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Ⅳ　

Ａ
で
も
あ
り
非
Ａ
で
も
あ
る
（
両
是
）

Ⅰ
・
Ⅱ
の
レ
ン
マ
は
肯
定
と
否
定
を
表
す
か
ら
、
形
式
論
理
の
矛
盾
律
の
下
で
は
両
立
し
な
い
「
デ
ィ
レ
ン
マ
」（dilem

m
a

）
の
関
係

を
構
成
す
る
。
肯
定
か
否
定
か
、
の
二
値
論
理
（bivalence

）
を
旨
と
す
る
ロ
ゴ
ス
の
形
式
論
理
は
、
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
の
前
半
部
で
表

さ
れ
る
が
、
レ
ン
マ
の
真
骨
頂
は
、
デ
ィ
レ
ン
マ
を
超
え
る
二
重
否
定
の
第
三
レ
ン
マ
、
お
よ
び
二
重
肯
定
の
第
四
レ
ン
マ
に
あ
る
と
さ

れ
る
。

　

こ
の
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
を
一
つ
の
論
理
体
系
と
し
て
認
め
た
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
的
な
形
式
論
理
と
は
異
な
る
別
の
論

理
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
な
矛
盾
を
表
す
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
と
別
個
に
成
立
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
要
素
的
部
分
と
し
て
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
に
含
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
が
、
山
内
に
よ
れ
ば
「
階
型
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
は
全
体
と
し
て
大
乗
仏
教
の
真
理
観
を
表
現
す
る
が
、

そ
の
一
部
で
あ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
日
常
世
界
に
お
け
る
真
理
、「
世
俗
諦
」
を
表
し
、
第
三
・
第
四
レ
ン
マ
は
、
超
俗
的
な
「
空
」
の

開
け
、
す
な
わ
ち
最
高
の
真
理
た
る
「
勝
義
諦
」
を
表
す（

６
）。
こ
こ
に
お
い
て
、
論
理
は
第
一
次
的
な
世
俗
の
次
元
と
第
二
次
的
な
超
俗
の

次
元
に
分
節
さ
れ
、
後
者
が
前
者
を
包
摂
す
る
と
い
う
論
理
構
造
（
階
型
）
が
具
体
化
さ
れ
る
。

　

山
内
は
、『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
の
一
書
を
も
っ
て
「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」
を
図
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
何
ほ
ど
か
近
づ
い
た

と
の
自
負
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
と
い
う
楽
観
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
ら
れ

る
理
由
は
、
第
一
に
、
レ
ン
マ
的
論
理
の
側
に
身
を
置
い
て
考
え
た
場
合
に
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
を
包
摂
す
る
階
型
が
具
体
化
さ
れ
た
と
い

う
主
張
が
、
ひ
と
ま
ず
成
立
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
反
対
に
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
側
に
身
を
転
じ
た
場
合
、
事
態
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
現
れ
方
を
す
る
。
後
に
こ
の
論
点
に
立
ち
戻
る
つ
も
り
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
の
側
か
ら
見
れ
ば
、「
レ
ン
マ
的
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論
理
」
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
論
理
で
は
な
い
と
し
て
、
い
ま
見
た
ば
か
り
の
「
綜
合
」
の
立
場
そ
の
も
の
が
斥
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

論
理
の
〈
型
〉
再
考

　

哲
学
に
三
つ
の
伝
統
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
前
述
の
確
認
事
項
に
立
ち
返
っ
て

考
え
よ
う
。
古
代
地
中
海
世
界
に
発
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
が
っ
たphilosophy

に
は
、
厳
密
な
「
論
証
法
」（apodeictic

）
が
生
ま

れ
た
の
に
対
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
「
弁
証
法
」（dialectic

）、
古
代
中
国
で
は
「
修
辞
法
」（rhetoric

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
の

性
格
を
代
表
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
論
理
の
個
性
を
表
す
、
と
い
う
だ
け
で
済
ま
さ
れ
る
だ
ろ

う
か
。〈
型
〉
の
違
い
で
済
む
話
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
区
別
を
行
っ
た
野
田
又
夫
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代

の
ギ
リ
シ
ア
が
厳
格
な
論
証
法
に
達
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
や
中
国
で
は
弁
証
法
や
修
辞
法
と
い
っ
た
論
証
法
以
前
の
段
階
に
と
ど

ま
っ
た
、
と
い
う
見
方
で
あ
る（

７
）。
こ
の
見
方
は
、
論
理
が
自
覚
を
深
め
て
ゆ
く
な
ら
、
修
辞
法
・
弁
証
法
の
段
階
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

論
証
法
に
到
達
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
目
的
観
を
予
想
さ
せ
る
。

　

形
式
論
理
と
二
元
論
に
代
表
さ
れ
る
論
証
法
は
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
た
結
果
と
し
て
、
西
洋
近
代
文
明
の
金

字
塔
を
う
ち
た
て
た
。
し
か
し
、
そ
の
達
成
の
裏
に
は
、〈
邂
逅
の
論
理
〉の
不
在
と
い
う
重
大
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

哲
学
に
は
〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
西
洋
哲
学
の
論
理
構
造
を
、
そ
の
ま
ま
哲
学
の
論
理
構
造

と
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
論
証
法
・
修
辞
法
・
弁
証
法
は
異
質
な
論
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
立
脚
す
る

各
世
界
は
、
序
列
な
く
し
て
同
格
に
並
び
立
つ
、
と
い
っ
た
気
楽
な
棲
み
分
け
論
で
お
茶
を
濁
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
哲
学
に
お
け
る
論

理
の
〈
型
〉
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
問
題
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
三
つ
の
哲
学
的
伝
統
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
論
理
の
種

類
、「
論
証
法
」、「
弁
証
法
」、「
修
辞
法
」
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
、
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
西
洋
の
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」

│
そ
の

核
心
は
「
論
証
法
」
で
あ
る

│
に
対
置
さ
れ
る
東
洋
の
「
レ
ン
マ
的
論
理
」
を
、
三
種
の
論
理
の
い
ず
れ
に
見
立
て
る
か
、
で
あ
る
。

　

第
一
の
問
題
は
、
西
洋
哲
学
の
内
部
で
三
種
の
論
理
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
論
証

法
の
正
統
的
地
位
は
揺
る
が
な
い
に
し
て
も
、
他
の
二
つ
が
中
世
以
後
の
人
文
学
的
教
養
の
核
心
に
位
置
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
は
、
周

知
の
事
実
で
あ
る（

８
）。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
形
式
論
理
の
矛
盾
律
に
反
旗
を
翻
す
近
代
の
弁
証
法
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
う
ち
た
て

ら
れ
た
。
さ
ら
に
下
っ
て
現
代
、〈
レ
ト
リ
ッ
ク
の
復
権
〉
が
有
力
な
潮
流
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
、
大
方
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
つ
の
論
理
の
中
で
、
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
が
優
位
に
立
ち
な
が
ら
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
、
レ
ト
リ
ッ
ク
も
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
理

由
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
た
が
い
に
還
元
不
可
能
な
三
つ
の
柱
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
簡
略
過
ぎ
る
こ
と
は
重
々
承
知
の
う
え
だ

が
、
ひ
と
ま
ず
そ
う
い
う
要
約
の
仕
方
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
つ
目
の
問
題
は
、
西
洋
世
界
で
の
そ
う
い
う
論
理
全
体
の
布
置
を
眺
め
つ
つ
、
東
洋
の
「
レ
ン
マ
的
論
理
」
に
目
を
転
じ
た
場
合
、

ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
で
あ
る
。
山
内
は
レ
ン
マ
的
論
理
の
体
系
に
お
い
て
、
ロ
ゴ
ス
を
包
摂
す
る
「
階
型
」
を
主
張
し
た
。
し

か
し
、
西
洋
の
論
理
の
内
部
に
レ
ン
マ
を
移
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
論
理
の
一
種
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
類
と
み
な
さ
れ
る（

９
）。

そ
う
い
う
想
定
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
対
立
は
、
ロ
ゴ
ス
内
部
に
お
け
る
ア
ポ

デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
、
山
内
が
生
涯
を
か
け
て
追
求
し
た
「
東

西
論
理
思
想
の
綜
合
」
と
い
う
主
題
が
、
に
わ
か
に
色
褪
せ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ど
う
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
「
論
理
」
か
ら
す
れ
ば
「
非
論
理
」
と
も
い
う
べ
き
、
レ
ン
マ
の
立
場
が
提
示
さ
れ
た
。
こ

の
問
題
を
提
起
し
た
山
内
は
、
こ
れ
を
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
と
い
う
二
種
の
論
理
の
「
綜
合
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
把
え
て
、
レ
ン
マ
が
ロ
ゴ
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ス
を
包
摂
す
る
階
型
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
論
証
法
と
修
辞
法
の
あ
い
だ
で
相
互
調
整
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
片
づ
く
体
の
問
題
と
み
な
さ
れ
る
公
算
が
高
い
。
確
実
に
言
え
る
の
は
、
二
つ
の
観
点
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
双
方
に
お
い
て
問
題
の
整
理
の
仕
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ

れ
は
、
論
理
と
は
何
か
、
も
う
少
し
限
定
し
て
言
う
な
ら
、
論
理
の
「
正
し
さ
」
と
は
何
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
向
き
合
う
こ
と

に
な
る
。

二　

論
理
の
「
正
し
さ
」
と
は
何
か

欲
望
の
論
理

　

論
理
↓logic

↓
正
し
い
思
考
法
、
と
い
う
連
想
ゲ
ー
ム
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
支
配
し
て
い
る
。
殊
に
哲
学
の
世
界
で
は
、「
論

理
的
に
考
え
よ
」
と
い
う
至
上
命
題
が
人
々
を
呪
縛
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
論
理
的
」
と
は

logical

、
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
の
型
な
い
し
規
則
に
従
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
型
か
ら
逸
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「
没
論
理
」「
非

論
理
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、「
論
理
的
思
考
＝
正
し
い
思
考
」
と
い
っ
た
条
件
反
射
的
な
思
い
込
み
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
て
、「
論

理
」
そ
の
も
の
を
一
か
ら
考
え
直
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
筆
者
は
、〈
欲
望
の
論
理
〉
を
例
に
取
り
上
げ
た
い
。
筆
者
が
こ
の
表
現
を
思
い
つ
い
た
こ
と
の
裏
に
は
、
当
然
そ
れ
が
一
種

の
論
理
で
あ
る
と
い
う
確
証
が
伴
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
筆
者
自
身
は
、
そ
れ
を
別
段
「
正
し
い
思
考
」
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
を
「
論
理
」
と
称
す
る
の
は
、
思
考
や
判
断
の
筋
道
に
お
い
て
そ
う
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
正
し
い
」
考
え
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方
と
把
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
思
考
経
路
が
辿
ら
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
が
、
そ
う
な
る
こ
と
に
必
然
性
と
も
い
う

べ
き
避
け
が
た
い
勢
い
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
消
極
的
な
用
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
さ
さ

か
た
め
ら
い
は
あ
る
も
の
の
、
あ
え
て
こ
の
種
の
用
法
か
ら
「
論
理
」
の
身
許
を
探
り
出
す
と
い
う
試
み
に
乗
り
出
し
て
み
た
い
。

　
〈
欲
望
の
論
理
〉
は
、
南
北
問
題
の
本
質
を
説
明
す
る
た
め
に
、
筆
者
が
考
え
つ
い
た
言
い
回
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
三

段
階
を
経
る
欲
望
転
移
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
す
。

　

第
一
段
階

│
「
北
」
の
先
進
国
が
、
自
国
の
利
益
拡
張
（
経
済
開
発
）
を
目
的
と
し
て
、「
南
」
の
後
進
国
（
発
展
途
上
国
）
を
政

治
的
・
経
済
的
に
利
用
し
支
配
し
よ
う
と
欲
す
る
。

　

第
二
段
階

│
支
配
さ
れ
る
「
南
」
の
側
に
、「
北
」
に
倣
っ
て
同
じ
よ
う
な
経
済
発
展
の
道
を
歩
み
た
い
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
な
か

っ
た
欲
望
が
生
じ
る
。

　

第
三
段
階

│
か
く
し
て
地
球
全
体
に
経
済
成
長
至
上
主
義
が
蔓
延
す
る
。

　

以
上
の
ご
と
き
欲
望
の
〈
転
移
〉
に
よ
っ
て
、
欲
望
が
地
球
全
域
へ
と
普
遍
化
す
る
こ
と
を
、
筆
者
は
〈
欲
望
の
論
理
〉
な
る
語
で
要

約
す
る
。
そ
の
意
図
は
、
こ
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
、
環
境
破
壊
の
元
凶
で
あ
る
資
本
主
義
的
近
代
の
本
質
的
な
問
題
点
を
図
式
化
し
て

示
す
こ
と
に
あ
る
。

　

近
代
の
本
質
が
、
上
の
ご
と
き
〈
欲
望
の
論
理
〉
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
的
確
に
言
い
表
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
、
こ
こ
で
争
う
つ
も
り

は
な
い
。
問
題
に
し
た
い
の
は
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
「
論
理
」
の
語
を
使
用
し
た
、
と
い
う
後
段
の
事
柄
が
適
当
か
ど
う

か
、
と
い
う
一
点
の
み
で
あ
る
。
三
段
階
に
要
約
し
た
事
実
の
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
う
な
っ
て
し
か
る
べ
き
理
由
を
有
す
る

│
単
な
る

偶
然
の
成
り
行
き
で
は
な
く
、
一
種
の
必
然
で
あ
る

│
と
す
る
見
方
が
、
筆
者
を
し
て
「
論
理
」
の
使
用
に
踏
み
切
ら
せ
た
。
そ
う
い

う
言
葉
の
用
い
方
が
、
別
段
不
適
切
で
は
な
い
と
し
て
、
大
方
の
理
解
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
事
柄
自
体
の
善
悪
や
正
否
の
価
値
評
価
を
離
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れ
て
、
物
事
の
経
過
に
ひ
と
ま
ず
納
得
で
き
る
理
由
が
あ
る
場
合
、
そ
う
し
た
事
態
の
進
展
を
「
論
理
」
と
い
う
語
で
言
い
表
す
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
世
間
一
般
で
は
、
そ
う
い
う
場
合
に
、「
〜
の
論
理
」
と
い
う
言
い
方
を
慣
用
と
し
て
許
容
し
て
い
る
よ
う

に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

意
識
と
無
意
識
の
あ
い
だ

　

も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
筆
者
が
〈
欲
望
の
論
理
〉
を
考
え
つ
い
た
こ
と
の
裏
に
は
、
近
代
以
降
の
世
界
が
環
境
破
壊

の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
と
い
う
現
状
認
識
が
あ
り
、
そ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
を
、
あ
る
種
の
心
的
機
制
に
求
め
よ
う
と
す
る
動
機

が
働
い
て
い
た）

10
（

。「
欲
望
」
の
概
念
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
フ
ロ
イ
ト
以
後
の
精
神
分
析
の
領
域
で
一
般
化
し
て
お
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝

ガ
タ
リ
の
「
欲
望
す
る
諸
機
械
」（m

achines désirantes

））
11
（

の
用
例
が
物
語
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
近
代
の
根
本
動
向
が
こ
の
言
葉

で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
に
は
、
欲
望
が
あ
た
か
も
自
動
機
械
の
よ
う
に
無
意
識
的
な
層
で
働
き
つ
づ
け
る
と
い
う
考
え
が

認
め
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
立
場
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
欲
望
を
「
論
理
」
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ

う
か
。
第
一
に
、
欲
望
は
た
し
か
に
人
々
を
無
意
識
的
に
あ
る
方
向
へ
と
駆
り
立
て
る
心
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
と
筆
者
の
考
え
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
環
境
保
全
に
多
大
の
負
荷
を
与
え
る
開
発
・
生
産
・
消

費
の
拡
大
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
類
型
に
即
し
て
言
え
ば
、
思
慮
分
別
に
も
と
づ
く
個
人
の
「
目
的
合
理
的
行
為
」
と
は
言
い
が
た
い

が
、
さ
り
と
て
感
情
的
な
い
し
衝
動
的
な
行
為
と
い
う
わ
け
で
も
な
い）

12
（

。
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
の
種
々
の
ふ
る
ま
い
に
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
流
の
行
為
分
析
の
型
に
す
ん
な
り
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
偶
発
的
で
半
ば
無
意
識
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
近
代
資
本

主
義
体
制
下
の
個
人
は
、
環
境
破
壊
に
つ
な
が
る
行
動
の
パ
タ
ー
ン
を
、
意
志
的
な
制
御
が
利
き
に
く
い
仕
方
で
と
っ
て
い
る
。
と
い
う
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よ
り
む
し
ろ
、と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。そ
う
い
う
事
態
を
惹
き
起
こ
す
原
理
に
関
係
す
る
心
的
な
傾
向
性
に
着
目
し
た
場
合
、

そ
れ
が
ど
こ
か
ら
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
、
を
究
明
し
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
筆
者
が
「
論
理
」
に
こ
だ
わ
る
第
一
の
理
由
は
、

こ
の
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
深
部
を
支
配
す
る
心
的
傾
向
、
隠
れ
た
力
の
所
在
を
「
論
理
」
と
し
て
明
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
な
ぜ
こ
と
さ
ら
「
論
理
」
と
言
う
の
か
。
こ
の
点
は
、
そ
の
ま
ま
第
二
の
理
由
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
詳
細
な
検

討
を
省
い
て
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
な
論
理
を
代
表
す
る
二
元
論
的
思
考
が
、
欲
望
の
心
的
機
制
を
成
立
せ
し
め
た
元
々
の

「
原
因
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
半
無
意
識
的
な
ふ
る
ま
い
、
慣
習
の
根
源
が
、
二
元
論
と
い
う
自
覚

的
な
「
論
理
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
欲
望
の
論
理
〉
が
意
味
す
る
の
は
、
ま
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
必
ず
し

も
意
識
的
・
自
覚
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
行
動
お
よ
び
心
理
の
複
合
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
生
活
様
式
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ

と
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
生
活
様
式
の
全
体
が
、
意
識
的
な
思
考
方
式
で
あ
る
二
元
論
の
社
会
的
浸
透
を
つ
う
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
、
と

い
う
二
段
構
え
の
事
実
認
識
で
あ
る
。
と
い
う
次
第
で
、
二
元
論
と
、
そ
れ
が
直
接
間
接
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
生
の
形
式
、

そ
の
両
方
を
一
体
と
見
る
こ
と
か
ら
採
用
さ
れ
た
言
い
回
し
が
、〈
欲
望
の
論
理
〉
な
の
で
あ
る
。
お
判
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。

論
理
の
問
題
性

　
「
論
理
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
、
む
ろ
ん
こ
の
程
度
の
考
察
で
済
ま
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。〈
欲
望
の
論
理
〉
と
い
う
特
異

な
表
現
の
含
意
を
例
に
と
っ
て
分
析
し
て
み
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、「
論
理
」
が
働
く
こ
と
自
体
は
「
正
し
さ
」

と
は
無
関
係
な
事
実
で
あ
り
、
単
に
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
成
り
行
き
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、「
論
理
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
〈
欲
望
の
論
理
〉
で
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
は
、
近
代
以
後
の
世
界
に
環
境
の
悪
化
を
生
ぜ
し
め

た
力
が
、
陰
（
無
意
識
）
と
陽
（
意
識
）
い
ず
れ
の
水
準
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
反
価
値
的
な
実
態
に
ほ
か
な
ら
な
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い
。
こ
の
こ
と
は
、〈
論
理
＝
正
し
い
思
考
法
〉
と
い
う
常
識
に
何
ら
か
の
反
省
を
迫
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

論
理
が
「
正
し
い
」
思
考
法
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。「
論
理
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
た
と

え
ば
「
矛
盾
律
」
の
よ
う
に
、
規
則
の
形
式
で
明
確
に
表
示
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
と
り
わ
けa

×b

＝b

×a

の
よ
う
に
記

号
で
表
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
〜
の
法
則
」（
上
の
例
は
「
交
換
の
法
則
」）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
に

従
っ
て
考
え
る
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
「
正
し
い
」
思
考
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
だ
れ
も
疑
わ
な
い
。〈
論
理
＝
思
考
の
規
則
＝
正

し
い
思
考
〉
と
い
う
連
想
は
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
と
と
も
に
人
々
の
思
考
回
路
に
入
り
込
み
、
常
識
の
核
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
論
理
の
「
正
し
さ
」
が
云
々
さ
れ
る
の
は
、
主
体
に
お
け
る
思
考
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
思
考
が

把
え
る
客
観
的
世
界
の
事
実
の
方
で
は
な
い
、
と
い
う
反
論
が
呈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
か
に
も
そ
う
だ
が
、〈
欲
望
の
論
理
〉
が

指
示
す
る
も
の
は
、
一
面
で
は
近
代
世
界
に
お
け
る
客
観
的
事
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
主
体
に
お
け
る
心
理

の
事
実
（
思
考
法
）
で
も
あ
る
。
主
客
の
い
ず
れ
か
で
は
な
く
、
そ
の
両
方
を
貫
く
事
柄
（
思
考
）
の
成
り
行
き
に
「
論
理
」
の
語
を
あ

て
が
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
う
用
法
は
不
当
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
極
め
て
重
大
な
問
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
と
っ
た
方

針
を
示
す
に
と
ど
め
、
こ
れ
以
上
の
検
討
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
つ
に
は
「
論
理
」
と
い
う
語
が
、〈
欲
望
の
論
理
〉
で
見
た
と
お
り
、
法
則

的
な
確
実
性
を
表
さ
な
い
、
い
わ
ば
蓋
然
性
に
と
ど
ま
る
事
柄
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
許

さ
れ
る
の
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
世
の
中
に
生
じ
る
無
数
の
出
来
事
の
う
ち
、「
論
理
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う

事
柄
な
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
論
理
的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
非
論
理
的
」
で
あ
る
こ
と
を
分
け
る
基
準
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
の
か
。

　

も
う
一
つ
、
第
一
の
点
に
関
連
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
絶
対
に
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
「
論
理
」
の
確
実
性
が
揺
ら
ぐ
よ
う
な
事
態
が
生
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じ
た
場
合
、
元
の
「
絶
対
的
」
な
論
理
の
身
許
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
形
式
論
理
の
三
法

則

│
同
一
律
・
矛
盾
律
・
排
中
律

│
に
背
馳
す
る
別
の「
論
理
」
│
レ
ン
マ
的
論
理

│
が
主
張
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の「
論

理
」
と
し
て
の
身
分
は
、
ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
る
の
か
。

　

本
稿
が
最
初
か
ら
重
視
し
て
き
た
の
は
、
こ
ち
ら
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
内
得
立
に
よ
る
「
階
型
」
の
主
張
を
引
い

て
お
い
た
。
再
度
要
約
す
る
な
ら
、
レ
ン
マ
的
論
理
と
ロ
ゴ
ス
的
論
理
は
、
異
な
る
論
理
の
類
型
と
し
て
並
び
立
つ
の
で
は
な
く
、
前
者

の
う
ち
に
後
者
が
包
摂
さ
れ
る
（
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
の
第
一
、
第
二
レ
ン
マ
が
、
形
式
論
理
の
矛
盾
律
を
表
す
）
と
い
う
仕
方
で
、
二
つ
の

論
理
が
階
型
化
さ
れ
、
も
っ
て
一
個
の
論
理
体
系
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
管
見
と
し
て
、
そ
の
主
張
は
レ

ン
マ
的
論
理
の
側
に
立
っ
て
ロ
ゴ
ス
的
論
理
を
統
合
す
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
〈
綜
合
〉
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理

の
側
が
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
真
の
綜
合
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
、
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
す
で

に
見
た
と
お
り
、
四
つ
の
レ
ン
マ
の
う
ち
の
第
三
レ
ン
マ
（
両
非
）、
第
四
レ
ン
マ
（
両
是
）
は
、
矛
盾
律
と
排
中
律
に
明
確
に
背
馳
す

る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
埒
内
に
お
い
て
、「
反
論
理
」
も
し
く
は
「
非
論
理
」
と
み
な
さ
れ
る
以
外
に
な
い
。
つ
ま
り
、

山
内
の
説
く
意
味
で
の「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」は
、
ロ
ゴ
ス
的
思
考
を
棚
上
げ
し
て
レ
ン
マ
の
立
場
に
移
行
す
る）
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の
で
な
い
か
ぎ
り
、

水
泡
に
帰
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

以
上
を
要
約
す
る
と
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
立
場
は
レ
ン
マ
的
論
理
を
端
的
に
排
除
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ン
マ
的
論
理
の
立
場
は

ロ
ゴ
ス
的
論
理
を
包
摂
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
綜
合
が
成
立
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
双
方
の
主
張
は
非
対

称
の
関
係
を
構
成
し
、
た
が
い
に
歩
み
寄
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
状
況
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
論
理
に
は
二
つ
の
異
な
る
型
が
存
在
す
る
、

と
い
う
類
型
論
に
立
ち
戻
る
以
外
に
道
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
上
の
例
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
論
理
の
「
綜
合
」
に
よ

る
「
体
系
」
化
は
、
一
方
の
論
理
（
レ
ン
マ
）
の
内
部
に
お
い
て
の
み
遂
行
可
能
な
企
て
で
あ
り
、
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
維
持
し
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た
ま
ま
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
明
白
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
論
理
が
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、

レ
ン
マ
的
論
理
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
見
込
み
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
が
納
得
す
る
形
で
「
綜
合
」
に
達
す

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
よ
ろ
し
く
、
東
は
東
、
西
は
西
と
し
て
、
別
々
の
論
理
の
型
を
固
守
す

る
以
外
に
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

三　

論
理
と
非
論
理

問
い
の
再
設
定

　
〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
は
た
し
て
「
論
理
」
た
り
う
る
か
、
と
い
う
最
初
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
論
理
と
は
何
か
、
論
理
の
「
正
し
さ
」

と
は
何
か
、
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
俎
上
に
上
っ
た
の
は
、「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
と
「
レ
ン
マ
的
論
理
」
と
い
う
、
た
が
い
に
異
質

な
論
理
の
型
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
論
理
に
お
い
て
も
、
お
の
れ
と
は
異
な
る
他
の
論
理
を
、
そ
の
異

な
り
の
ま
ま
で
受
け
容
れ
る
よ
う
な
相
互
承
認
の
流
儀
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
〈
邂
逅
の
論
理
〉
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
不
在
で

あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
以
下
で
は
、〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
「
非
論
理
」
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
を
念
頭
に
お
い
て
、
論
理
と
非
論
理

の
関
係
を
問
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
前
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
再
確
認
も
兼
ね
て
、
な
ぜ
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い

て
も
〈
邂
逅
〉
が
あ
り
え
な
い
の
か
と
い
う
点
を
、
補
足
的
に
論
じ
て
お
き
た
い
。

　

前
出
の
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
の
定
式
で
は
、
第
一
、
第
二
の
レ
ン
マ
が
世
俗
世
界
に
お
け
る
「
デ
ィ
レ
ン
マ
」
を
構
成
し
、
第
三
（
両
非
）、

第
四
（
両
是
）
の
レ
ン
マ
が
、
超
俗
的
な
「
空
」
の
地
平
を
表
す
。
こ
の
全
体
構
造
に
お
い
て
、
前
半
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
形
式
論
理
の
矛
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盾
律
に
合
致
す
る
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
を
レ
ン
マ
が
包
摂
す
る
仕
方
で
論
理
の
階
型
が
成
立
す
る
、
と
い
う
の
が
山
内
得
立
の
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
は
た
し
か
に
排
拒
さ
れ
る
こ
と
な
く
レ
ン
マ
の
体
系
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の
の
、
そ
の
根
本
原
理
（
排
中
律
）
が
否
定

さ
れ
る
よ
う
な
方
向
性
を
、「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
の
側
と
し
て
は
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
は
ず
だ
。「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
が
、
そ
の
面

目
を
失
う
こ
と
な
く
「
レ
ン
マ
的
論
理
」
と
共
存
で
き
る
場
が
開
か
れ
な
い
か
ぎ
り
、
二
つ
の
論
理
の
出
会
い
は
あ
り
え
な
い
。

　

そ
れ
と
は
別
の
方
向
も
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
西
洋
哲
学
の
内
部
に
は
、「
論
証
法
」
と
並
ん
で
「
弁
証
法
」「
修
辞

法
」
が
存
在
す
る
。「
レ
ン
マ
的
論
理
」
は
、
そ
の
う
ち
の
「
論
証
法
」
よ
り
も
「
修
辞
法
」
に
親
近
的
な
性
格
を
も
つ）
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。
テ
ト
ラ
レ
ン

マ
を
形
式
論
理
の
対
極
に
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、「
東
西
論
理
思
想
の
綜
合
」

は
西
洋
論
理
学
の
内
容
整
理
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に
言
及
し
た
。
本
稿
で
は
、
レ
ン
マ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の

一
種
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
考
察
が
で
き
る
用
意
は
な
い）

15
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。
し
か
し
、
そ
れ
は
東
洋
的
な
論
理
を
独
自
の
型
と
し
て
認
め

よ
う
と
し
な
い
点
に
お
い
て
、
自
文
化
中
心
的
な
要
約
の
仕
方
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
と
お
り
、
異
質
な
論
理
と
出
会
う
た
め
の
仕
掛
け
は
、
ロ
ゴ
ス
的
論
理
と
レ
ン
マ
的
論
理
い
ず
れ
の
内
部
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
論
理
の
〈
内
〉
で
は
な
く
、〈
外
〉
に
し
か
〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
成
立
す
る
地
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
地
点
に
、
は
た
し
て
「
論
理
」
が
成
立
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
「
し

か
り
」
と
も
「
否
」
と
も
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
答
え
る
必
要
も
な
い
。
こ
こ
か
ら
の
問
題
は
、
そ
れ
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か

り
と
し
て
、
論
理
と
非
論
理
の
〈
あ
い
だ
〉（
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
の
話
だ
が
、
そ
れ
）
を
い
か
に
開
く
か
、
で
あ
る
。

優
等
生
の
「
論
理
」

　
〈
邂
逅
〉
と
は
、
独
立
し
た
二
元
に
生
じ
る
出
会
い）

16
（

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
一
方
が
他
方
を
支
配
す
る
た
め
の
論
理
を
、
他
方
の
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承
認
な
し
に
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
開
か
れ
た
出
会
い
が
「
対
話
」（dialogue

）
と
結
び
つ
く
の
は
、「
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
」

（dialogos

＝
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
）
と
い
う
語
が
意
味
す
る
と
お
り
、
両
者
が
ロ
ゴ
ス
を
交
換
で
き
る
場
面
に
居
合
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
二
者
が
対
坐
し
て
、
た
が
い
の
関
係
を
模
索
し
て
い
る
局
面
を
想
定
す
る
。
政
治
的
権
力
が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
物
理
的
暴
力
に
訴
え
て
他
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
今
日
も
は
や
道
義
的
に
許
さ
れ
な
い
。
言
葉
の
表
す
道
理
、
つ
ま
り
論
理

に
よ
っ
て
他
を
説
得
す
る
こ
と
が
、
す
く
な
く
と
も
体
裁
上
は
求
め
ら
れ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
国
際
政
治
の
主
導
権
争
い
も
、
実
質
上

は
権
力
闘
争
で
し
か
な
い
に
せ
よ
、
表
面
上
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
道
理
の
争
い
と
い
う
様
相
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
対
立
す
る
二
者
の
一
方
が
、
自
己
の
論
理
的
「
正
し
さ
」
の
主
張
を
周
囲
に
認
め
さ
せ
、
他
方
も
そ
れ
に
従
う
と
い
っ
た
構
図
が

成
立
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
は
た
し
て
論
理
の
勝
負
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
他
に
優
越
す
る
強

者
と
そ
の
存
在
を
否
認
し
た
い
弱
者
が
存
在
し
て
お
り
、双
方
の
あ
い
だ
に
展
開
す
る
の
は
、論
理
的
正
当
性
を
め
ぐ
る
競
争
で
は
な
く
、

権
力
闘
争

│
し
か
も
、
最
初
か
ら
勝
敗
の
帰
趨
が
決
し
て
い
る

│
で
し
か
な
い
、
と
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
見
う
け
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
優
等
生
」
と
「
劣
等
生
」
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
権
力
を
握
る
主
体
は
、
物
理
的
な

力
の
優
劣
で
は
な
く
、
論
理
的
正
し
さ
の
有
無
に
よ
っ
て
勝
敗
が
分
か
れ
る
か
の
ご
と
き
局
面
を
つ
く
り
出
し
、
そ
の
場
面
で
自
己
の
正

当
性
を
「
演
出
」
す
る
。
そ
の
舞
台
に
登
場
す
る
権
力
者
は
、「
優
等
生
」
を
演
じ
つ
つ
ゲ
ー
ム
を
仕
掛
け
、「
劣
等
生
」
の
方
も
渋
々
な

が
ら
、
敗
北
が
予
想
さ
れ
る
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
。

　

い
ま
述
べ
た
こ
と
は
、「
論
理
」
以
外
の
問
題
を
同
時
に
指
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
紛
争
の
当
事
者
が
道
理
を
め
ぐ
っ
て
争

う
場
合
、
双
方
は
事
の
正
否
を
決
す
る
た
め
の
議
論
の
枠
組
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
争
が
行
わ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に「
論
理
」

が
介
在
す
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
意
味
の
論
理
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
対
話
の
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
か
ら
だ
。

問
題
は
そ
の
先
、
も
し
く
は
手
前
に
あ
る
。
そ
の
地
点
に
、「
論
理
」
と
は
別
の
問
題
が
伏
在
す
る
、
と
筆
者
は
言
い
た
い
。
そ
れ
は
こ
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う
だ
。「
劣
等
生
」
は
周
囲
が
ど
う
見
よ
う
と
、
た
と
え
自
分
自
身
が
敗
北
を
認
め
た
場
合
で
さ
え
、
い
や
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、

自
分
が
本
当
に
負
け
た
と
い
う
事
実
を
承
認
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
対
話
が
成
立
し
た
か
に
見
え
る
、
そ
の
前
提
自
体
に

あ
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
言
え
ば
、
双
方
が
納
得
し
て
勝
負
し
た
は
ず
の
「
論
理
」
と
い
う
土
俵
が
、
実
は
一
方
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ロ
ゴ
ス
の
共
有
」
と
い
う
意
味
で
の
「
対
話
」（dialogos

）
が
、
そ
こ
に
成
立
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

ロ
ゴ
ス
を
共
有
す
る
こ
と
が
た
が
い
に
承
認
さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
対
話
の
土
俵
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
の
言
葉
の
や
り
と
り
は
、

二
者
間
の
緊
張
や
対
立
が
顕
著
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
事
柄
の
真
実
に
到
達
す
る
た
め
の
討
議
と
い
う
本
質
に
お
い
て
は
、
協
力
関
係
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
は
ず
で
あ
る
）。
し
か
し
、「
対
話
」
の
外
見
を
呈
し
な
が
ら
、
そ
の
実
態
は
真
理
を
め
ざ
し
て
の
共
同
作
業
と

い
う
よ
り
、
勝
者
と
敗
者
を
分
か
つ
た
め
の
公
開
裁
判
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
、
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
勝
者
と
な
る
べ
き

「
優
等
生
」
が
、
い
か
に
説
得
的
な
論
証
を
展
開
し
た
と
し
て
も
、「
劣
等
生
」
の
側
は
そ
の
論
理
に
服
従
す
る
こ
と
は
な
く
、
ル
サ
ン
チ

マ
ン
に
囚
わ
れ
る
結
果
が
生
じ
て
く
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
仕
掛
け
た
対
話
が
相
手
か
ら
恨
み
を
買
い
、
あ
げ
く
に
刑
死
に
追
い
込
ま
れ
た
経
緯
を
、
そ
の
種
の
事
例
の
一
つ
に
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
論
敵
で
あ
っ
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、「
ロ
ゴ

ス
の
共
有
」（
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
）
と
い
う
対
話
の
前
提
が
、
そ
も
そ
も
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
れ
る
節
が
あ
る

か
ら
だ
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
話
者
同
士
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
使
す
る
論
理
の
不
一
致
に
気
づ
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
実
際

は
ど
う
だ
っ
た
の
か）

17
（

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
一
問
一
答
が
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
（
問
答
法
）
の
典
型
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
論
敵
の
多
く

は
、
長
広
舌
に
よ
っ
て
相
手
を
丸
め
込
む
技
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
雄
弁
術
）
を
駆
使
す
る
。

　

結
果
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
や
り
込
め
ら
れ
た
連
中
は
、
い
ず
れ
も
彼
の
設
定
し
た
議
論
の
土
俵
に
、
不
承
不
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承
上
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
土
俵
で
や
り
込
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
本
来
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
勝
負
し
た
な
ら
、
負
け
る
は
ず

は
な
い
と
い
う
彼
ら
の
信
念
を
揺
る
が
す
に
は
至
ら
ず
、
た
だ
衆
目
を
集
め
る
討
議
の
場
で
言
い
負
か
さ
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
、
癒
え
る

こ
と
の
な
い
傷
を
負
わ
さ
れ
た
恨
み
だ
け
が
残
っ
た
。ア
ゴ
ラ
と
い
う
開
か
れ
た
議
論
の
場
を
保
障
さ
れ
て
い
た
ポ
リ
ス
に
お
い
て
さ
え
、

論
理
の
「
正
し
さ
」
を
め
ぐ
る
対
話
者
の
思
惑
に
大
き
な
不
一
致
が
存
在
し
た
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
や
そ
の
他
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
と
ロ
ゴ
ス
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
実
感
、
ま
し
て
真
理
に
至
る
道
を
彼
と
と
も
に
歩
む
喜
び
な
ど
、
あ
り
え
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
〈
あ
い
だ
〉

　

問
題
は
、
異
質
な
論
理
の
共
存
な
の
か
。
そ
れ
と
も
論
理
と
非
論
理
、
知
と
非
知
の
関
係
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ゴ

ス
と
レ
ン
マ
と
い
う
二
種

│
と
あ
え
て
言
っ
て
お
く

│
の
論
理
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
二
つ
の
見
方
が
成
立
す
る
。〈
邂

逅
の
論
理
〉
を
追
究
す
る
本
書
の
立
場
で
は
、
二
つ
の
世
界
を
代
表
す
る
論
理
の
型
を
序
列
化
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
で

き
な
い
。
確
認
の
た
め
に
繰
り
返
す
が
、
ロ
ゴ
ス
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
論
理
はlogic

以
外
に
な
く
、
レ
ン
マ
的
な
論
理
を
正
当
な
意

味
で
の
「
論
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
は
、apodeictic

の
水
準
に
達
し
な
いrhetoric

の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
レ
ン
マ
の
観
点
で
は
、
ロ
ゴ
ス
的
つ
ま
り
形
式
論
理
的
な
論
理
は
、
レ
ン
マ
の
体
系
の
一
部
を
占
め
る

日
常
世
界
の
論
理（
世
俗
諦
）で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ン
マ
の
論
理
は
ロ
ゴ
ス
の
論
理
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
、

両
者
の
間
に
一
種
の
「
階
型
」
が
成
立
す
る
。
以
上
の
ご
と
く
、
双
方
の
観
点
は
大
き
く
異
な
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
存
立
す
る
と
い
う

の
が
、
さ
し
あ
た
り
〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
、
一
方
の
論
理
を
他
方
の
論
理
に
よ
っ
て
包
摂
す
る
と
か
、
一
を
他
に
還
元
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
姿
勢
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は
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス
の
立
場
に
お
い
て
レ
ン
マ
を
排
除
す
る
、
と
い
う
考
え
を
無
効
と
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
レ
ン
マ
の

立
場
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
を
包
摂
す
る
、
と
い
う
主
張
を
却
下
す
る
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
、
ロ
ゴ
ス
の
立
場
と
レ
ン
マ
の
立
場
の
い
ず

れ
の
側
に
も
立
た
な
い
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
も
レ
ン
マ
に
対
し
て
も
、
開
か
れ
た〈
あ
い
だ
〉に
立
ち
つ
づ
け
る
、

と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る）

18
（

。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
あ
い
ま
い
な
立
場
が
、
論
理
の
世
界
で
力
を
得
た
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
正
し
い
」
か
「
正
し
く
な
い
」
か
、
を
裁
断
す
る
二
値
論
理
を
も
っ
て
論
理
の
本
質
と
し
、
正
誤

の
判
断
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、論
理
の
存
在
理
由
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。物
事
は
白
か
黒
か
を
分
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

灰
色
に
と
ど
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
異
質
な
論
理
の
〈
あ
い
だ
〉
に
身
を
置
く
、
な
ど
と
い
う
言
い
分
が
通
る

は
ず
も
な
い
、
と
い
う
の
が
過
去
の
哲
学
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
筆
者
が
邂
逅
の
「
論
理
」
を
標
榜
す
る
こ
と
、
そ

れ
自
体
が
、
ま
さ
し
く
ロ
ゴ
ス
的
な
論
理
の
一
極
支
配
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
は
異
な
る
論
理
間
の
対
立
あ
る
い
は
共
存
、
と
い
う
知
的
水
準
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
論
理
は
、
そ
れ
を

実
践
す
る
主
体
の
属
す
る
世
界
に
固
有
で
あ
る
。
論
理
の
多
元
性
を
認
め
よ
、
と
い
う
主
張
の
裏
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
が
主
体
的
に

生
か
さ
れ
る
世
界
の
多
元
性
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
重
い
認
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
主
張
の
正
誤
を
争
う
学
問
と
は
一
線
を
画
す
る
形
で
、「
倫
理
的
な
寛
容
」
と
い
う
別
の
主
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
論
理
の
普
遍
性
を
信
じ
る
向
き
か
ら
は
、
世
界
が
か
り
に
多
元
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
論
理
は
そ
う
し
た
世
界
の
異
な
り

を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
確
実
な
手
段
で
は
な
い
か
、
そ
の
論
理
を
多
元
化
し
た
の
で
は
、
も
は
や

底
な
し
の
相
対
主
義
に
埋
没
す
る
ほ
か
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
こ
れ
ま
た
正
当
な
疑
義
が
呈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
ど
う
答
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
「
論
理
と
は
唯
一
の
正
し
い
思
考
の
規
則
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、「
論
理
」
と
い
う
概
念
の
核
心
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
手
放
す
わ
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け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
形
式
論
理
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
一
連
の
思
考
規
則
を
、《
論
理
》
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
本

稿
で
論
じ
て
き
た
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
代
表
的
な
《
論
理
》
を
表
す
。
一
つ
の
《
論
理
》
は
、
そ
れ

自
体
の
妥
当
性
を
保
持
し
つ
つ
、
別
の
《
論
理
》
の
妥
当
性
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
れ
は
、《
論
理
》
と
そ
れ
が
生
き
る
世

界
の
結
び
つ
き
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
限
定
す
る

│
そ
の
意
味
で
「
相
対
化
」
す
る

│
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

《
論
理
》
の
有
効
範
囲
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
の
通
用
す
る
一
つ
の
世
界
に
限
定
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
《
論
理
》
が
当
の

世
界
を
超
え
て
他
の
世
界
に
拡
が
る
こ
と
、
別
の
《
論
理
》
と
ぶ
つ
か
っ
て
自
己
修
正
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
《
論
理
》
そ
の
も
の
に
変

化
が
生
じ
る
こ
と
、
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
《
論
理
》
の
ぶ
つ
か
り
合
い
や
相
克
が
、
す
べ
て
の
世
界

に
共
有
さ
れ
る
究
極
的
な
一
つ
の
《
論
理
》
に
い
ず
れ
落
着
す
る
、
と
い
っ
た
将
来
像
を
描
く
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
〈
邂
逅
〉
が
成
立
す
る
か
否
か
に
、
す
べ
て
が
か
か
っ
て
く
る
。
も
し
も
論
理
が
、
万
人
の
共
有
す
べ
き
正
し

い
思
考
法
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
問
答
無
用
式
に
「
上
か
ら
」
押
し
つ
け
る
理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
正
し
い
論
理
が
間
違
っ
た
論
理

と
ぶ
つ
か
っ
た
な
ら
、
そ
の
正
し
さ
は「
敵
」に
よ
っ
て
も
お
の
ず
か
ら
承
認
さ
れ
、
遍
く
浸
透
す
る
で
あ
ろ
う

│
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
論
理
が
「
正
し
い
」
と
主
張
さ
れ
る
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
敵
対
す
る
ソ
フ
ィ
ス

ト
の
ご
と
く
、「
正
し
い
」
は
ず
の
論
理
が
容
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
見
た
と
お
り
、
双
方

が
ロ
ゴ
ス
の
共
有
か
ら
出
発
せ
ず
、
対
話
の
土
俵
が
成
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
論
理
以
前

0

0

0

0

の
問
題
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
異
質
な
論
理
の
出
会
い
」
と
い
う
主
題
は
、「
論
理
の
正
し
さ
と
は
何
か
」
と
い
う
主
題
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
れ

自
体
が
〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
問
題
系
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
問
題
と
な
る
《
論
理
》
と
《
論
理
》
の
出
会
い
は
、
い
ず
れ
か
特
定
の
《
論

理
》
の
内
部
で
扱
わ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
当
の
《
論
理
》
の
埒
外
で
生
じ
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
で

き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
メ
タ
論
理
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
問
題
を
取
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双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
と
確
信
す
る
事
柄
を
突
き
合
わ
せ
て
み
た
場
合
、
た
が
い
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
う
し
た

場
合
、
お
の
れ
の
正
し
い
と
信
ず
る
も
の
が
、
相
手
に
と
っ
て
も
正
し
い
は
ず
だ
と
考
え
る
者
は
、
自
分
の
正
し
さ
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と

し
て
相
手
を
説
得
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
と
乙
の
双
方
と
も
、
説
得
の
努
力
を
重
ね
た
末
に
、
自
分
の
正
し
さ
を
相
手

に
「
わ
か
ら
せ
る
」
こ
と
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
地
点
に
到
り
つ
く
。
そ
こ
で
判
明
す
る
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
正
し
さ
が
相
手
に
は

そ
の
ま
ま
通
用
し
な
い
こ
と
、
そ
の
代
わ
り
に
相
手
に
と
っ
て
は
そ
れ
な
り
の
別
の
正
し
さ
が
あ
る
の
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
「
説
得
す
る
」
と
い
う
の
は
、
自
己
の
信
じ
る
正
し
さ
を
相
手
に
理
解
さ
せ
、
そ
の
知
を
相
手
も
共
有
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
行
い
で

あ
る
。
そ
の
行
い
が
成
功
す
れ
ば
、
両
者
は
信
お
よ
び
知
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
じ
論
理
の
地
平
に
立
つ
。
説
得
が
失
敗
し
た
と

き
、
信
の
共
有
は
不
成
立
と
な
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
自
他
が
異
な
る
「
正
し
さ
」
を
有
す
る
と
い
う
、
別
の
新
た
な

│
見
方
に
よ
っ

て
は
、
よ
り
生
産
的
と
も
い
え
る

│
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
説
得
が
成
功
し
た
場
合
に
は
、
知
の
地
平
が
既
存

の
拡
が
り
の
ま
ま
閉
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
自
他
の
知
の
地
平
が
や
が
て
融
合
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
可
能
性
を
最
大
限
に
評
価
し
た
場
合
の
話
で
あ
り
、
説
得
の
不
首
尾
は
一
般
的
に
は
対
話
の
打
ち
切
り

を
意
味
す
る
。
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〈
邂
逅
〉
が
、
対
等
で
開
か
れ
た
二
者
の
出
会
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
有
す
る
信
や
知
、
ひ
い
て
は
《
論
理
》
を
突
き
合

わ
せ
る
場
が
開
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、〈
優
等
生
の
論
理
〉
の
ご
と
く
、
一
方
の
正
し
さ
が
他
方
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
状

況
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
双
方
が
相
手
方
の
「
正
し
さ
」
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
背
き
合
う
状
況
で
も
な
い
。
自
分
に
お
の
れ
の
正
し

さ
に
つ
い
て
の
確
信
が
あ
る
よ
う
に
、
相
手
に
も
そ
ち
ら
の
正
し
さ
に
つ
い
て
の
確
信
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
事
実
と
し
て
受
け
容
れ
、

真
の
意
味
で
の
対
話
の
土
俵
に
上
る
用
意
を
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
邂
逅
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
の
歴
史
を
顧
み
る
か
ぎ
り
、
そ

う
し
た
意
味
に
お
け
る
邂
逅
が
成
立
し
た
ケ
ー
ス
は
存
在
し
な
い
か
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
邂
逅
が
成

立
す
る
た
め
の
論
理
外
の
条
件
を
仮
に
挙
げ
て
み
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
い
ま
、〈
謙
譲
〉
も
し
く
は
〈
自
己
否
定
〉
と
い
う
言
葉
で
言

い
表
し
て
み
た
い
。

　

論
理
と
は
、「
正
し
さ
」
の
追
求
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
こ
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
が
い
に
対
立
す
る
主
張
が
、

い
ず
れ
も
求
め
る
の
は
、
お
の
れ
の
論
理
の
正
し
さ
を
相
手
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
考
え
る
と
、
自
ら
の
論
法
が
「
正

し
い
」
と
す
れ
ば
、
敵
対
す
る
他
者
の
そ
れ
は
「
正
し
く
な
い
」。
自
分
が
正
し
い
か
、
相
手
が
正
し
い
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、

そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
論
理
に
関
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
、
前
出

の
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
を
用
い
て
提
起
し
た
い
の
は
、〈
邂
逅
〉を
一
つ
の《
論
理
》の
内
部
で
は
な
く
外
部

│
言
い
換
え
れ
ば
、
異
質
な《
論

理
》
と
の
〈
あ
い
だ
〉

│
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
見
た
場
合
、
お
の
れ
の
正
し
さ
（
す
な
わ
ち
相
手
の
誤
り
）
を
絶
対
の
前
提
と
し

な
い
態
度
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

「
ほ
ん
と
う
の
神
」
を
め
ぐ
っ
て

　

著
者
に
そ
う
い
う
問
い
を
思
い
つ
か
せ
た
の
は
、
宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
現
れ
る
「
ほ
ん
と
う
の
神
」
と
い
う
一
語
を
め
ぐ
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木
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）

る
吉
本
隆
明
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
の
該
当
す
る
箇
所
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
夢
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
信
じ
る
青
年
、
二
人

の
子
ど
も
（
姉
と
弟
）
と
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
交
わ
す
次
の
よ
う
な
会
話
で
あ
る
。

「
も
う
ぢ
き
サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
で
す
。
お
り
る
支
度
を
し
て
く
だ
さ
い
。」
青
年
が
み
ん
な
に
云
ひ
ま
し
た
。

「
僕
も
少
し
汽
車
へ
乗
っ
て
る
ん
だ
よ
。」
男
の
子
が
云
ひ
ま
し
た
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
と
な
り
の
女
の
子
は
そ
は
そ
は
立
っ
て
支

度
を
は
じ
め
ま
し
た
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
と
わ
か
れ
た
く
な
い
や
う
な
や
う
す
で
し
た
。

「
こ
こ
で
お
り
な
け
あ
い
け
な
い
の
で
す
。」
青
年
は
き
ち
っ
と
口
を
結
ん
で
男
の
子
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
云
ひ
ま
し
た
。

「
い
や
だ
い
。
僕
も
う
少
し
汽
車
へ
乗
っ
て
か
ら
行
く
ん
だ
い
。」

ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
こ
ら
へ
兼
ね
て
云
ひ
ま
し
た
。

「
僕
た
ち
と
一
緒
に
乗
っ
て
行
か
う
。
僕
た
ち
ど
こ
ま
で
だ
っ
て
行
け
る
切
符
持
っ
て
る
ん
だ
。」

「
だ
け
ど
あ
た
し
た
ち
も
う
こ
ゝ
で
降
り
な
け
あ
い
け
な
い
の
よ
。
こ
ゝ
天
上
へ
行
く
と
こ
な
ん
だ
か
ら
。」
女
の
子
が
さ
び
し
さ

う
に
云
ひ
ま
し
た
。

「
天
上
へ
な
ん
か
行
か
な
く
た
っ
て
い
ゝ
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上
よ
り
も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
を
こ
さ
へ
な
け
あ
い
け

な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
。」

「
だ
っ
て
お
っ
か
さ
ん
も
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
そ
れ
に
神
様
が
仰
っ
し
ゃ
る
ん
だ
わ
。」

「
そ
ん
な
神
様
う
そ
の
神
様
だ
い
。」

「
あ
な
た
の
神
様
う
そ
の
神
様
よ
。」

「
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
よ
。」
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「
あ
な
た
の
神
様
っ
て
ど
ん
な
神
様
で
す
か
。」
青
年
は
笑
ひ
な
が
ら
云
ひ
ま
し
た
。

「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
で
す
。」

「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
。」

「
あ
ゝ
、
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
た
っ
た
ひ
と
り
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
で
す
。」

「
だ
か
ら
さ
う
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
く
し
は
あ
な
た
方
が
い
ま
に
そ
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
の
前
に
わ
た
く
し
た
ち
と
お
会

ひ
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。」
青
年
は
つ
ゝ
ま
し
く
両
手
を
組
み
ま
し
た
。
女
の
子
も
ち
ゃ
う
ど
そ
の
通
り
に
し
ま
し
た
。
み
ん

な
ほ
ん
た
う
に
別
れ
が
惜
し
さ
う
で
そ
の
顔
い
ろ
も
少
し
青
ざ
め
て
見
え
ま
し
た
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
あ
ぶ
な
く
声
を
あ
げ
て
泣
き
出

さ
う
と
し
ま
し
た
。

 

（「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
九
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
切
符
）

　

青
年
と
姉
弟
た
ち
の
信
じ
る
神
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
信
じ
る
「
ほ
ん
た
う
の
神
」
は
特
定

宗
派
の
神
で
は
な
い
。
い
か
な
る
宗
派
の
神
に
も
収
斂
し
な
い
よ
う
な
「
ほ
ん
た
う
の
神
」
が
意
味
す
る
「
ほ
ん
と
う
」
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
吉
本
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　

こ
の
応
答
と
論
議
か
ら
宮
沢
賢
治
が
作
品
の
な
か
で
「
ほ
ん
た
う
」
と
い
う
と
き
の
「
ほ
ん
た
う
」
が
、
ど
ん
な
ち
が
っ
た
場
所

に
い
る
も
の
に
と
っ
て
も
「
ほ
ん
た
う
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
「
ほ
ん
た
う
」
を
束
ね
る
パ
ラ
ー
位

置
の
「
ほ
ん
た
う
」
の
「
ほ
ん
た
う
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る）
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「
さ
ま
ざ
ま
な
「
ほ
ん
た
う
」
を
束
ね
る
パ
ラ
ー
位
置
の
「
ほ
ん
た
う
」
の
「
ほ
ん
た
う
」」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
吉

本
は
、
彼
一
流
の
直
観
を
も
と
に
、
こ
こ
で
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
言
う「
ほ
ん
と
う
の
神
」は
、
自
己
の
真
理
性
を
主
張
す
る
あ
ら
ゆ
る「
ほ

ん
と
う
の
神
」
よ
り
も
下
位
に
立
つ
、
と
い
う
逆
説
を
語
り
出
し
て
い
る
。
他
の
宗
門
と
の
妥
協
を
一
切
認
め
ず
、
自
宗
の
正
し
さ
を

主
張
す
る
点
に
か
け
て
は
攻
撃
的
と
も
見
ら
れ
る
日
蓮
宗
、
そ
の
核
心
を
な
す
法
華
経
の
信
仰
を
生
涯
貫
い
た
賢
治
が
、
な
ぜ
そ
う
い

う
自
己
否
定
的
な
考
え
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
本
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

信
仰
者
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
は
、
こ
の
「
ほ
ん
た
う
」
や
「
い
ち
ば
ん
」
を
法
華
経
に
帰
依
し
、
そ
れ
が
開
示
し
て
い
る
真
理
に

は
い
っ
て
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
だ
と
じ
ぶ
ん
に
言
い
き
か
せ
た
よ
う
に
、
ひ
と
に
じ
か
に
説
き
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
生
涯
ゆ
る
が
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
な
ぜ
そ
れ
を
「
ほ
ん
た
う
」
や
「
い
ち
ば
ん
」
の
幸
福
、
神
、
倫
理
だ
と
直

指
で
き
な
い
で
、
同
義
語
を
解
明
す
る
た
め
に
同
義
語
を
つ
か
う
と
い
う
循
環
を
出
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と

つ
は
「
ほ
ん
た
う
」
や
「
い
ち
ば
ん
」
が
可
能
に
な
る
必
須
の
前
提
が
「
ほ
ん
た
う
」
や
「
い
ち
ば
ん
」
が
「
ほ
ん
た
う
」
で
な
い

も
の
「
い
ち
ば
ん
」
で
な
い
も
の
よ
り
も
、
下
位
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
ん
な
背
理
を
、
賢
治
が
じ
っ
さ
い
に

知
り
つ
く
し
て
い
た
か
ら
だ
と
お
も
え
る）
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論
理
の
臨
界
へ

　

数
多
の
真
理
要
求
が
争
う
中
に
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
絶
対
の
真
理
と
し
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
そ
れ
自
体
を
他
の
上
位
に
置
く

の
で
は
な
く
、
逆
に
最
下
位
に
位
置
づ
け
る
と
い
う「
背
理
」。
そ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
他
に
対
し
て
へ
り
く
だ
る〈
謙
譲
〉の
極
み
、
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い
わ
ば
究
極
の
〈
自
己
否
定
〉
を
表
す
と
い
え
よ
う
。
謙
譲
や
自
己
否
定
は
、
論
理
の
「
正
し
さ
」
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
日
々
の
生

活
の
中
で
は
、「
謙
遜
で
あ
れ
」「
驕
り
高
ぶ
る
な
」
と
い
っ
た
「
道
徳
的
」
命
令
が
し
た
り
顔
に
下
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
し
も
異
例
で
は

な
い
。
道
徳
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
戒
め
の
類
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
個
々
人
の
生
活
の
知
恵
と
し
て
、
も
は
や
陳
腐
で
す
ら
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
最
高
次
の
真
理
要
求
を
表
す
は
ず
の
信
仰
の
内
容
、
神
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
の
自
己
相
対
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

〈
絶
対
〉
の
自
己
否
定
、
と
も
い
う
べ
き
逆
説
的
事
態
で
あ
る）
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吉
本
は
、
宮
沢
賢
治
の
信
仰
の
核
心
に
、「
神
の
自
己
否
定
」
と
も
い
う
べ
き
最
終
到
達
点
を
見
て
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
他
者
に
対
面

す
る
お
の
れ
が
、「
論
理
」
そ
れ
自
体
の
普
遍
妥
当
性
要
求
を
手
放
す
こ
と
と
引
き
換
え
に
、〈
邂
逅
〉
が
成
立
す
る
こ
と
に
す
べ
て
を
賭

け
る
、
と
い
っ
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
状
況
を
指
し
示
し
て
い
る
。
本
稿
の
掲
げ
た
「
論
理
」
へ
の
問
い
の
果
て
に
、
論
理
自
体
の
正
し
さ

を
争
う
と
い
う
、
論
理
の
内
に
と
ど
ま
る
場
合
の
常
識
を
超
え
る
一
つ
の
行
き
方
が
浮
上
し
て
き
た
、
と
言
い
た
い
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
筆
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
論
理
外
（
メ
タ
論
理
？
）
的
な
理
念
を
も
っ
て
、
邂
逅
の
「
論
理
」
な
る
も
の
を
起

ち
上
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
究
極
の
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
を
従
来
の
意
味
で
の
「
論
理
」
と
呼
ぶ
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
認
め
よ
と
要
求
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
通
常
の
意
味
で
の
論
理
の
臨
界
に
位
す
る
〈
邂
逅
〉
を
、〈
謙
譲
〉〈
自
己

否
定
〉
に
も
と
づ
け
る
と
い
う
考
え
に
力
を
与
え
た
い
、
筆
者
が
邂
逅
の
「
論
理
」
を
首
唱
す
る
理
由
は
、
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
た
だ
そ
れ

だ
け
で
あ
る
。

　
〈
邂
逅
の
論
理
〉
は
、
は
た
し
て
「
論
理
」
た
り
う
る
か
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
最
終
回
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
残
念
な
が
ら
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
た
だ
し
い
ま
言
え
る
の
は
、〈
邂
逅
の
論
理
〉の
追
究
が
、
従
来「
論

理
」
の
代
名
詞
で
あ
っ
たlogic

の
内
部
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
本
来
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。logic

は
、
そ
れ
を
成

立
せ
し
め
た
世
界
に
相
対
的
な
一
つ
の
《
論
理
》
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
い
を
本
気
で
提
起
し
た
者
は
い
な
か



八
三

「
論
理
」
へ
の
問
い
（
木
岡
）

っ
た
し
、
ロ
ゴ
ス
汎
通
的
な
世
界
以
外
に
、
そ
れ
と
は
別
の
《
論
理
》
が
妥
当
す
る
世
界
が
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
本
気
で

主
張
し
た
哲
学
者
も
、
お
そ
ら
く
山
内
得
立
を
除
け
ば
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
現
状
に
対
し
て
、logic

以
外
の
《
論
理
》
の
可
能
性
を
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
異
な
る
世
界
同
士
の
出
会
い
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
の
が
、
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
が
哲
学
の
論
理
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
権
能
は
、
す
く
な
く
と
もlogic

に
は
な
い
と
い
う
点
が
、
こ
れ
で
お
判
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
誰
で
も
恣
意
的
に
「
論
理
」
を
名
乗
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
次
第
に
よ
り
、
当
面
こ

の
問
題
をopen question
に
と
ど
め
お
く
以
外
に
な
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

註（
１
）
山
内
は
、
形
式
論
理
の
第
三
法
則
で
あ
る
排
中
律
を
逆
転
す
る
発
想
が
、
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
成
立
し
た
形
式
論
理
、
近
代
の
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
論
理
学
の
革
新
、
に
つ
づ
く
べ
き
「
第
三
の
論
理
」
と
す
る
こ

と
で
、「
人
間
の
思
想
の
原
則
た
る
論
理
学
の
体
系
が
完
成
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
東
洋
と
西
洋
と
の
文
化
の
交
流
、
否
こ
の
両
者
が
夫
々
に
異
な
り
な
が

ら
し
か
も
一
つ
の
世
界
文
化
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
相
俟
っ
て
一
つ
の
統
一
文
化
を
構
成
し
得
る
こ
と
も
予
期
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
て
い
る
。『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
五
頁
。

（
２
）
筆
者
は
、
自
身
の
追
究
す
る
風
土
学
の
理
論
を
、
認
識
論
と
し
て
の
〈
風
景
の
論
理
〉、
存
在
論
と
し
て
の
〈
風
土
の
論
理
〉、
実
践
論
と
し
て
の
〈
邂

逅
の
論
理
〉
の
三
部
門
か
ら
成
る
体
系
で
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
既
刊
の
前
二
著
（『
風
景
の
論
理
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
年
。『
風
土
の
論
理
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
に
つ
づ
く
最
後
の
『
邂
逅
の
論
理
』
上
梓
に
向
け
て
、
本
稿
は
そ
の
最
大
の
課
題
に
答
え
る
た
め
の
試
稿
と
い
う

位
置
づ
け
を
担
う
。〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
い
か
な
る
論
理
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
な
ぜ
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
本
質
論
的
反
省

は
、
同
書
第
一
章
に
展
開
さ
れ
る
、
と
い
う
お
断
り
を
こ
こ
で
し
て
お
く
。

（
３
）
野
田
又
夫
『
哲
学
の
三
つ
の
伝
統
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
四
六
頁
。

（
４
）「
一
言
に
し
て
い
え
ば
類
型
と
は
単
に
種
々
な
る
型
類
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
階
型
と
は
体
系
化
さ
れ
た
類
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
き
る
」（『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』「
序
」
ⅵ
頁
参
照
。）



八
四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

（
５
）
同
書
「
第
三　

テ
ト
ラ
レ
ン
マ
」
参
照
。
な
お
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
理
解
は
、
拙
著
『〈
あ
い
だ
〉
を
開
く

│
レ
ン
マ
の
地
平
』（
二

〇
一
四
年
、
世
界
思
想
社
）
の
特
に
第
１
章
、
第
２
章
で
示
し
て
い
る
。

（
６
）『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』「
第
六　

世
俗
と
勝
義
」
を
参
照
。

（
７
）「
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
」（『
哲
学
の
三
つ
の
伝
統
』）
の
中
で
は
、
西
洋
の
「
非
常
に
厳
格
な
論
証
法
的
な
論
理
」
と
イ
ン
ド
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ

ク（
弁
証
法
）に
見
ら
れ
る「
ゆ
る
い
論
理
」と
が
対
比
さ
れ
て
い
る（
八
〇‒

八
一
頁
）。
し
か
し
、
そ
れ
を
発
達
史
観
的
に
序
列
化
す
る
の
で
は
な
く
、

「
世
界
観
の
究
極
的
な
可
能
性
」（
八
八
頁
）
と
い
う
言
い
方
で
対
等
に
扱
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
野
田
の
見
識
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

（
８
）
今
日
ま
で
の
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育
の
先
駆
け
と
な
っ
た
西
洋
中
世
の
「
自
由
学
芸
（
教
養
）
科
目
」（artes liberales

）
を
構
成
す
る
三
学
科
は
、

文
法
・
修
辞
法
・
弁
証
法
で
あ
っ
た
。

（
９
）
山
内
が
レ
ン
マ
的
論
理
と
の
関
連
で
注
目
し
た
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
に
つ
い
て
は
、「
極
め
て
論
拠
の
薄
弱
な
る
、
時
と
し
て
は
単
に
推
断
以
上
に
出
得

な
い
思
想
の
運
び
と
し
て
と
り
あ
つ
か
は
れ
て
い
る
」（「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
」『
体
系
と
展
相
』
弘
文
堂
、
一
九
三
七
年
、
六
四
頁
）
と
記
し
た

よ
う
に
、
レ
ン
マ
の
論
理
は
西
洋
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
同
じ
く
レ
ト
リ
ッ
ク
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）
旧
稿
「
風
土
学
か
ら
見
た
環
境
問
題
」（『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
研
究
』vol.8

、
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、
模
倣
に
よ
る
欲
望
の
〈
転
移
〉（
図
式
の
第
二
段
階
）

に
着
目
し
て
、「
欲
望
の
弁
証
法
」
と
い
う
呼
称
を
選
ん
だ
。
そ
の
時
点
で
は
、
事
の
次
第
を
表
す
上
で
、「
弁
証
法
」
が
「
論
理
」
よ
り
も
適
切
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
は
、
事
柄
の
全
体
を
指
す
語
と
し
て
は
、「
弁
証
法
」
を
避
け
、
よ
り
一
般
的
な
「
欲
望
の
論

理
」
を
選
び
た
い
と
考
え
る
。

（
11
）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

―
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
市
倉
宏
祐
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八

六
年
。

（
12
）
社
会
的
行
為
の
四
類
型
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
清
水
幾
太
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
を
参
照
。

（
13
）
ロ
ゴ
ス
的
立
場
を
破
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
そ
の
立
場
を
離
れ
て
レ
ン
マ
の
側
に
身
を
移
す
と
い
う
意
味
で
、「
棚
上
げ
」
と
記

し
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ン
マ
の
枠
内
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
が
復
活
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

（
14
）
こ
の
点
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇
世
紀
に
ル
ー
マ
ニ
ア
出
身
の
リ
ュ
パ
ス
コ
（Stéphane Lupasco

）
が
「
容
中
律
」（principe 
du tiers inclu

）を
う
ち
だ
し
た
よ
う
に
、ロ
ゴ
ス
的
論
理
の
内
部
に
二
値
論
理
を
超
え
よ
う
と
す
る
顕
著
な
志
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。そ
の
活
動
は
、

主
舞
台
と
な
っ
た
パ
リ
の
学
界
か
ら
黙
殺
さ
れ
つ
づ
け
た
よ
う
に
、「
周
辺
」
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
と
は
い
え
、
ロ
ゴ
ス
の
世
界
に
レ
ン
マ
的
な



八
五

「
論
理
」
へ
の
問
い
（
木
岡
）

も
の
が
取
り
込
ま
れ
よ
う
と
す
る
動
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。
日
本
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
リ
ュ
パ
ス
コ
に
つ
い
て
は
、
機

会
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
た
い
。

（
15
）
西
洋
哲
学
の
「
傍
流
」
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
知
の
伝
統
が
存
在
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
そ
れ
が
主
流
の
ロ
ゴ
ス
に
反
抗
す
る
か
の
ご
と
き
自
己
主
張
を

行
っ
て
き
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
ヴ
ィ
ー
コ
の
位
置
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
後
者
が
前
者
に
取
っ
て
代
わ
る
場

面
が
あ
り
え
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

（
16
）「
偶
然
性
の
核
心
的
意
味
は
、「
甲
は
甲
で
あ
る
」と
い
う
同
一
律
の
必
然
性
を
否
定
す
る
甲
と
乙
と
の
邂
逅
で
あ
る
。
我
々
は
偶
然
性
を
定
義
し
て「
独

立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
三
頁
）。

（
17
）
問
答
法
と
し
て
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
手
本
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
用
い
る
一
問
一
答
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
や
他
の
ソ
フ

ィ
ス
ト
た
ち
は
、
一
問
一
答
の
形
式
自
体
に
非
常
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
望
ま
ぬ
論
理
の
土
俵
に
立
つ
こ
と
へ
の
拒
否
の
姿
勢
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
そ
の
土
俵
に
上
る
こ
と
を
受
け
容
れ
た
時
点
で
、
勝
敗
の
帰
趨
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

（
18
）
こ
の
二
重
否
定
即
二
重
肯
定
の
公
式
は
、
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
の
「
即
の
論
理
」
と
同
じ
形
を
表
す
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
レ
ン
マ
の
優
越
を
主
張
す
る

も
の
と
把
え
る
向
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
方
と
し
て
は
そ
れ
を
肯
う
以
外
に
な
い
。
ロ
ゴ
ス
一
極
支
配
の
世
界
で
は
、〈
邂
逅
の
論
理
〉
が
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
次
第
、
そ
の
状
況
を
変
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
ロ
ゴ
ス
の
対
抗
原
理
た
る
レ
ン
マ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
筆
者
が

譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
線
で
あ
る
。

（
19
）
吉
本
隆
明
『
宮
沢
賢
治
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
七
二‒

一
七
三
頁
。

（
20
）
同
書
一
八
三
頁
。

（
21
）
か
つ
て
拙
稿
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。「〈
根
本
的
経
験
論
〉
と
習
慣
の
問
題
」『
ア
ル
ケ
ー　

関
西
哲
学
会
年
報　

一
九

九
四
』
関
西
哲
学
会
、
一
九
九
四
年
、
一
四
六‒

一
五
四
頁
。
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