
連
続
体
仮
説
と
ゲ
ー
デ
ル
の
集
合
論
的
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以
下
の
文
章
は
、「
現
代
思
想
」
２
０
０
７
年
２
月
増
刊
号
に
収
録
さ
れ
た
同
名
の
論

説
に
基
づ
く
。
雑
誌
掲
載
版
で
は
紙
数
の
制
限
な
ど
の
た
め
に
削
除
し
た
部
分
も
再

収
録
し
た
。
ま
た
、
投
稿
／
校
正
後
の
加
筆
訂
正
も
含
ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
フ
ァ
イ
ル
の
最
新
版
は
、

h
t
t
p
s
:
/
/
f
u
c
h
i
n
o
.
d
d
o
.
j
p
/
m
i
s
c
/
g
o
e
d
e
l
-
u
n
i
v
e
r
s
e
.
p
d
f

と
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

1

無
限
の
研
究
と
し
て
の
集
合
論

４
巻
は
む
し
ろ
土
屋
俊
氏
と
戸
田
山
氏
の
論
文
に
期
待
す
る
。
数
学
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

で
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
実
現
で
き
る
と
夢
見
る
「
数
学
狂
徒
」
を
奈
落
の
底
に
突
き
落

と
し
て
ほ
し
い
。([

2])

「
結
局
の
と
こ
ろ
連
続
体
仮
説
っ
て
成
り
立
つ
ん
で
す
か
、
そ
れ
と
も
成
り
立
た
な
い

ん
で
す
か
？
」([

1])

集
合
論
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
一
言
で
答
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
す
る
と
、
可
能
な

答
の
一
つ
は
、『
集
合
論
と
は
無
限
を
数
学
的
に
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
』
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。

た
だ
し
、
一
般
に
無
限
と
言
っ
た
と
き
、
多
く
の
場
合
、
そ
こ
で
起
想
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え

ば
、0,

1,
2,

3,
4,...

と
、
次
々
に
数
を
数
え
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
（
想

像
上
の
）
極
限
と
し
て
の
無
限
（
∞
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
集
合
論
が
扱
う
、
あ
る
い
は
、
扱
お

う
と
し
て
い
る
無
限
は
、
そ
の
よ
う
な
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
が
す
べ
て
終
っ
た
後
の
世
界
／ ユ

ニ
ヴ
ァ
ー
ス

宇
宙

に
お
い
て
の
、
す
で
に˙存˙在
し
て
い
る
絶
対
的
な
無
限
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
絶
対
的
な
無

限
』
を
考
察
す
る
、
あ
る
い
は
考
察
で
き
る
と
考
え
る
、
と
い
う
立
場
に
対
す
る
懐
疑
が
様
々

な
機
会
に
様
々
な
陣
営
か
ら
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
続
け
て
き
た
、
と
い
う
の
は
い
わ
ば
当
然
の

こ
と
と
も
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
無
限
を
考
え
る
こ
と
が
、
近
代
以
降
の
数
学
を
行

う
上
で
、
あ
る
い
は
近
代
以
降
の
数
学
の
基
礎
付
け
を
行
う
上
で
不
可
欠
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
実
数
体
（
数
直
線
上
の
数
の
全
体—

連
続
体(con

tin
u
u
m
)

と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
）
の
構
成
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
数
体
の
（
標
準
的

な
）（

1
）

構
成
の
一
つ
の
概
略
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
自
然
数
（
つ
ま
り0,

1,
2,

3,...

）

の
全
体
（
か
ら
な
る
集
合
）
N
の
存
在
を
構
成
の
出
発
点
と
し
て
仮
定
す
る
と
、
整
数
（
つ
ま

り...,−
3,−

2,−
1,

0,
1,

2,
3,...

）
の
全
体
（
か
ら
な
る
集
合
）
Z
は
、
N
の
２
つ
の
コ

ピ
ー
（
正
の
数
に
対
応
す
る
コ
ピ
ー
は
N
の
ま
ま
で
、
負
の
数
に
対
応
す
る
コ
ピ
ー
は
N
の
順

序
を
反
転
さ
せ
た
も
の
）
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。
有
理
数
（
分
数
と
し
て
表
せ
る
数
）

は
、
Z
の
元
と
N
の
0
（
ゼ
ロ
）
と
異
な
る
元
の
組
に
（
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
分
子
と
分
母

と
解
釈
す
る
こ
と
で
）
対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
組
の
う
ち

約
分
す
る
と
同
じ
数
（
の
表
現
）
に
な
る
も
の
を（

2
）

同
一
視
し
て
得
ら
れ
る
構
造
を
有
理
数
の
全

体
Q
と
し
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1

）
こ
こ
で
与
え
た
実
数
体
の
構
成
は
カ
ン
ト
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
相
な
構
造
を
実
数
体
と
し

て
与
え
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
『
切
断
』
に
よ
る
構
成
法
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（
歴
史
的
な
興
味
か
ら
は
、
デ
デ
キ

ン
ト
自
身
に
よ
る
解
説[

7]

（
日
本
語
訳:

[

37]

）
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
切
断
の
解
説
は
た
と
え
ば[

24]

の
付

録
Ｉ
や[

23]

に
も
あ
る
。

（
2

）

つ
ま
り
、
こ
こ
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
組
の
全
体
を
、『
約
分
す
る
と
同
じ
数
（
の
表
現
）
に
な
る
』
と
い
う

同
値
関
係
に
関
す
る
同
値
類（

3

）
に
分
割
し
て
得
ら
れ
る
商
構
造
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

得
ら
れ
た
集
合
Q
は
Z
と
は
共
通
部
分
を
持
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、z

∈
Z

を（
4

）
、
組(z

,1)

の
同
値

類
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、Z

⊆
Q

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
同
値
関
係
は
、
分
数
の
足
し
算
に
相
当
す
る
数
の
表
現
の
演
算
と
両
立
す
る(con

gru
en
t)

の

で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
商
構
造
Q
上
に
Z
上
の
四
則
演
算
を
自
然
に
拡
張
し
た
演
算
が
導
入
で
き
る
。

詳
し
く
は
、
数
学
の
入
門
書
（
た
と
え
ば[

23]

な
ど
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3

）
あ
る
同
値
関
係
に
関
す
る
同
値
類
と
は
、
ひ
と
つ
の
要
素
と
こ
の
同
値
関
係
に
あ
る
も
の
を
集
め
て
得
ら
れ

る
集
合
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
集
合
上
の
同
値
関
係
に
関
す
る
す
べ
て
の
同
値
類
を
と
る
と
、
も
と
の
集
合
は
こ

れ
ら
の
同
値
類
へ
の
分
割
に
な
る
。

（
4

）A
∈
B

で
『
A

は
集
合
B

の
要
素
（
の
一
つ
）
で
あ
る
』
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の∈

は
ラ
テ
ン
語elem

en
tu
m

の
頭
文
字
に
由
来
す
る
記
号
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
構
成
し
た
『
有
理
数
』
の
一
つ
一
つ
は
、
自
然
数
か
ら
有
限
的
な
操
作
で
組
み
立
て

ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
絶
対
的
な
無
限
を
考
え
る
／
考
え
ら
れ
る
と
い

う
立
場
は
、
こ
こ
ま
で
の
構
成
に
は
積
極
的
に
関
与
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
ス
テ
ッ

プ
で
は
『
絶
対
的
な
無
限
』
を
考
え
る
立
場
が
必
須
と
な
る
。

解
析
学
で
は
任
意
の
（
実
数
の
）（

5
）

収
束
数
列
を
と
っ
て
き
た
と
き
に
、
そ
れ
が
本
当
に
あ
る
数

に
収
束
す
る
、
と
い
う
数
の
体
系
の
性
質
（
完
備
性
）
が
様
々
な
局
面
で
必
要
に
な
る
。
こ
の

た
め
、
有
理
数
か
ら
な
る
収
束
数
列(a

n )
n∈

N

の
全
体
を
考
え
、
こ
れ
ら
の
数
列
の
う
ち
同
じ

数
に
収
束
す
る
も
の（

7
）

を
同
一
視
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
構
造
を
実
数
の
全
体

R
と
し
て
導
入

す
る
。
有
理
数
の
数
列
の
間
に
は
、
項
別
の
演
算
に
よ
る
四
則
演
算
が
導
入
で
き
る
が
（
た
と

え
ば
２
つ
の
収
束
数
列(a

n )
n∈

N
,
(b

n )
n∈

N

に
対
し
、
そ
の
和
を
数
列(a

n
+
b
n )

n∈
N

と
し
て

定
義
す
る
）、『
同
じ
数
に
収
束
す
る
』
と
い
う
同
値
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
演
算
と
（
註（
2
）

で
と
同
じ
意
味
で
）
両
立
す
る
（con

gru
en
t

に
な
る
）
こ
と
が
示
せ
る
の
で
、
こ
こ
で
導
入
し

たR

に
四
則
演
算
が
自
然
に
導
入
で
き
、
し
か
も
、
こ
の
四
則
演
算
はq

∈
Q

を
収
束
数
列

(a
qn )

n∈
N

（
た
だ
し
、
す
べ
て
のn

∈
N

に
対
しa

qn
=
q

と
す
る
）
と
同
一
視
し
た
と
き
の
Q

上
の
四
則
演
算
の
拡
張
と
な
る
。

（
5

）

収
束
数
列
と
言
う
と
き
は
収
束
先
の
数
が
存
在
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
説
明
は
自
己
矛
盾

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
収
束
数
列
と
言
っ
て
い
る
の
は
、『
収
束
先
が
存
在

す
べ
き
数
列
』
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
数
列a

n
,
n
∈
N

で
、
n

を
大
き
く
し
た
と
き
に
、
n
か
ら
先
の
k
で

の
ak
の
値
の
変
動
の
幅
が
ど
ん
ど
ん（

6

）
0
に
近
づ
く
と
き
に
は
、（
数
の
体
系
が
完
全—

あ
る
い
は
『
完
備
』—

な
ら
）
こ
の
数
列
は
、
あ
る
『
数
』
に
収
束
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
数
列
は
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
数

学
者
コ
ー
シ
ー(A

u
gu

stin
L
o
u
is
C
au

ch
y,

1789–1857)

に
ち
な
ん
で
コ
ー
シ
ー
列
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で

言
っ
て
い
る
『
収
束
数
列
』
と
は
、
実
は
こ
の
コ
ー
シ
ー
列
の
こ
と
で
あ
る
。

（
6

）
こ
こ
で
『
ど
ん
ど
ん
近
づ
く
』
と
意
識
的
に

sla
n
g
y

口
語
的
な
言
い
回
し
で
表
現
し
た
内
容
は
、
実
際
に
は
εδ-

論
法

と
呼
ば
れ
る
手
法
を
用
い
て
、
よ
り
厳
密
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
7

）
こ
こ
で
も
、『
同
じ
数
に
収
束
す
る
』
と
い
う
関
係
は
、
収
束
す
る
先
の
数
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
な
く
導

入
で
き
る
。
つ
ま
り
、(a

n
)
n
∈
N

と(b
n
)
n
∈
N

を
註
（
5
）
の
意
味
で
の
収
束
数
列
と
す
る
と
き
（
だ
だ
し
、
各

an
、
bn

は
Q
の
要
素
と
す
る
）、(a

n
)
n
∈
N

と(b
n
)
n
∈
N

（
が
そ
れ
ぞ
れ
の
極
限
と
し
て
表
現
す
る
数
）
が
等

し
い
、
と
い
う
こ
と
を
、n

∈
N

を
大
き
く
す
る
と
、
an

と
bn

の
差
が
ど
ん
ど
ん
0

に
近
づ
く
、
と
い
う
こ

と
と
し
て
定
義
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
R
を
構
成
し
た
と
き
、
任
意
の
R
で
の
収
束
数
列(a

n )
n∈

N

に
対
し
、
た
と

え
ば
、|a

n
−
b
n |
<

1n

が
任
意
の
自
然
数n

>
0

に
対
し
成
り
立
つ
よ
う
な
有
理
数
の
数
列

(b
n )

n∈
N

を
と
る
と
、(b

n )
n∈

N

は
収
束
数
列
と
な
り
、
b
を
こ
の
数
列
の
同
値
類
と
す
る
と
、

lim
n∈

N
a
n
=
b

と
な
る
こ
と
が
示
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
構
成
し
た
R
に
対
し
、
一
つ
前
の

パ
ラ
グ
ラ
フ
の
初
め
で
述
べ
た
意
味
で
の
完
備
性
が
成
り
立
つ
こ
と
が
示
せ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
の
、
Q
か
ら
の
R
の
構
成
で
は
、
Q
で
の
収
束
数
列
を
す
べ
て
集
め
て
く
る
、
と

い
う
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
無
限
の
項
を
持
つ
一
つ
一

つ
の
数
列
を
生
成
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
（（

8
）

無
限
の
時
間
の
後
）
完
了
し
た
世
界
で
、

そ
れ
ら
の
数
列
の
中
か
ら
収
束
数
列
（
つ
ま
り
註（
5
）の
意
味
で
の
コ
ー
シ
ー
列
）
の
全
体
を

集
め
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
な

収
束
数
列(a

n )
n∈

N

に
対
し
て
、
そ
の
数
列
の
項
an
が
、
ど
ん
ど
ん
あ
る
数
a
に
近
づ
い
て
ゆ

く
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
極
限
と
し
て
の
『
無
限
』
を
考
え
る
立
場
を

は
る
か
に
超
越
し
た
無
限
の
モ
ー
ド
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
今
日
で
は
、
近
代
以
降
の
数
学
の
結
果
の
多
く
は
、
う
ま
く
工
夫
を
す
れ
ば
、
考

察
で
き
る
無
限
に
関
す
る
前
提
に
強
い
制
限
を
果
し
た
体
系
の
中
で
、
記
述
し
た
り
証
明
し
た

り
で
き
る
こ
と
が
判
っ
て
き
て
い
る
（
た
と
え
ば
、[

27]

あ
る
い
は[

35]

を
参
照
）。
ご
く
大
雑

把
に
言
え
ば
、
前
記
の
実
数
の
構
成
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
言
う
『
考
察
で
き
る
無
限
に
関
す

る
前
提
に
強
い
制
限
を
果
し
た
体
系
』
と
は
、
R
の
構
成
で
の
、『
す
べ
て
の
Q
で
の
収
束
数

列
を
集
め
て
く
る
』
と
い
う
操
作
を
、『
あ
る
具
体
的
な
構
成
法
で
得
ら
れ
る
Q
で
の
収
束
数

列
を
集
め
て
く
る
』
と
い
う（

9
）

操
作
で
置
き
換
え
る
こ
と
で（

10
）

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
8

）
こ
れ
は
、
収
束
数
列
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
作
り
だ
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
言
え
ば
、
む
し
ろ
、
次
の

節
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
用
語
を
用
い
て
、『
超
限
時
間
の
後
』
と
で
も
表
現
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
9

）
『
あ
る
具
体
的
な
構
成
法
』
と
表
現
し
た
も
の
の
範
囲
を
調
節
す
る
こ
と
で
、
考
察
で
き
る
無
限
に
関
す
る

前
提
へ
の
制
限
の
加
え
か
た
の
度
合
の
異
な
る
複
数
の
体
系
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
10

）
こ
の
よ
う
な
体
系
で
数
学
を
行
う
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
数
学
の
命
題
を
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る

実
数
に
関
す
る
命
題
に
意
訳
す
る
必
要
が
あ
る
。
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し
か
し
、
も
し
数
学
が
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
制
限
さ
れ
た
枠
組
の
中
で
展
開
さ
れ

る
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
近
代
以
降
の
数
学
は
、
我
々
が
今
日
見
る
よ
う
な
自

由
な
発
展
を
遂
げ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
は
、『
す
で
に˙存˙在
し
て
い
る
絶
対
的
な
無
限
』
を
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
許
容
す

る
、
と
い
う
集
合
論
の
立
場
は
、（
数
学
に
と
っ
て
非
常
に
有
効
な
）
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と

し
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
言
い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

し
か
し
、
私
を
含
む
多
く
の
数
学
者
は
、
無
限
が
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
数
学
者
が˙数˙学˙す˙る
と
き
、
そ
の
数
学
は
本
当
に
そ
こ
に
『
存
在
し

て
い
る
』
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
数
学
者
が
、
あ
る
理
論
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ロ
ー
カ
ル
に

は
、
あ
る
理
論
の
細
部
と
し
て
の
一
つ
の
証
明
が
『
見
え
た
』
と
思
う
と
き
に
は
、
彼
あ
る
い

は
彼
女
は
、
単
に
、
式
の
形
式
的
な
変
形
の
よ
う
な
演
繹
の
結
果
と
し
て
得
る
べ
き
結
果
を
得

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
、
あ
る
い
は
証
明
が
、
数
学
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
で
、
本
当

に
『
見
え
て
』
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
イ
デ
ア
の
世
界
の
存
在
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
単
に
我
々
の
思
考
の
生
理

の
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の（

11
）

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
も
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
た
た
び
触
れ
る
）
に
よ

れ
ば
、
私
が
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
数
学
的
イ
デ
ア
の
世
界
で
の
存
在
は
、
数
学
の
無
矛
盾
と

（
11

）
筆
者
は
、
以
前
に
書
い
た
解
説
文
で
、
我
々
の
思
考
の
生
理
と
い
う
様
相
も
必
然
的
に
含
む
数
学
的
な
イ
デ

ア
の
世
界
で
の
存
在
の
こ
と
を
『
数
学
的
実
存
』
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
文

が
発
表
さ
れ
た
後
、
あ
る˙大
先
生
（
Ｗ
大
学
の
Ｅ
先
生
）
か
ら
『˙実˙存
』
と
い
う
単
語
は
日
本
語
で
は
実
存
主
義

と
の
連
想
で
の
み
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
は
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
お
し
か
り
を
う
け
た
。
最

近
、
同
じ
批
判
を
Ｅ
大
学
の
Ｆ
氏
か
ら
も
受
け
た
の
で
、
私
の
こ
の
言
葉
の
選
択
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
問
題

を
孕
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
思
考
の
生
理
を
含
め
た
我
々
の
主
体
の
存
在
（
実
存
）
と
客
観
的
な
外
的
世
界
（
お
よ
び

そ
の
理
想
化
と
し
て
の
内
宇
宙—

も
ち
ろ
ん
『
客
観
的
な
』
と
言
う
と
き
に
す
で
に
理
想
化
は
は
じ
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
ろ
う
が
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
い
議
論
が
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
小
文
の

主
題
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
で
は
、
敢
て
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
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い
う
、
背
理
法
の
仮
定
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
仮
説
の
上
に
構
築
さ
れ
た
砂
上
の
楼

閣
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い（

12
）

の
で
あ
る
。

筆
者
は2006

年
の
暮
れ
に
静
岡
大
学
数
学
科
の
依
岡
輝
幸
氏
の
招
き
で
、
同
大
学
数
学
科

で
、
主
に
学
部
生
を
対
象
と
し
て
、『
ル
ベ
ー
ク
測
度
の
拡
張
の
可
能
性
に
つ
い
て
』
と
い
う
題

で
、
集
合
論
と
解
析
学
を
含
む
（
一
般
の
）
数
学
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
講
演[

17]

を
行

な
っ
た
。
依
岡
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
講
演
の
後
、
興
味
を
持
っ
た
何
人
か
の
学
生
が
彼
の
と
こ

ろ
に
質
問
に
来
た
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
質
問
の
一
つ
が
、
こ
の
節
の
最
初
に
引
用
し

た[

1]

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

質
問
に
出
て
く
る
『
連
続
体
仮
説
』
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
述
べ
る
が
、
こ
の
質
問
は
、
そ

れ
が
数
学
の
初
心
者
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
（
し
か
も
実
は
私
の
講
演
で
は
不
完
全
性
定
理
を

含
め
集
合
論
と
形
式
論
理
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
た
！
）、
ナ
イ
ー
ヴ
な
数

学
観
が
い
か
に
ピ
ュ
ア
に
、
あ
る
い
は
、
い
か
に
頑
な
に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
で
あ
る
か
を
示
す
好

例
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

今
、『
頑
な
に
』
と
い
さ
さ
か
否
定
的
な
響
き
の
す
る
形
容
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
、

「
数
学˙教˙徒
」
の
迷
信
で
あ
る
か˙田˙舎
は
別
と
し
て
、
数
学
的
内
容
を
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
イ
デ
ア

の
世
界
の
中
で
『
見
る
』
こ
と
が
で
き
る
（
と
い
う
頭
の
使
い
方
が
で
き
る
）
と
い
う
能
力
は
、

む
し
ろ
、
数
学
が
で
き
る
こ
と
の
決
定
的
な
必
要
条
件
の
一
つ
で
す
ら
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
。

（
12

）
こ
の
記
述
は
、
意
識
的
に
意
地
悪
な
つ
き
は
な
し
方
を
し
て
、
数
学
者
を
外
側
か
ら
な
が
め
た
視
点
か
ら
の

も
の
で
あ
る
が
、[

18]

で
試
み
ら
れ
て
い
る
、
不
完
全
性
定
理
と
数
学
に
関
す
る
状
況
の
、
数
学
者
の
内
面
よ
り

の
描
写
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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2

カ
ン
ト
ル
の
集
合
論

（
13

）

...
D
agegen

sch
ein

t
m
ir
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e
ü
b
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ü
ssige

E
in
en
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n
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d
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m
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F
orsch

u
n
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r
m
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b
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u
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e
u
m
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g
rössere,

als
d
a
fü
r
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s
d
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W
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d
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W
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k
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-
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R
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n
g
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w
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n
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n
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W
esen

d
er

M
ath

e-

m
atik

liegt
gerad

e
in

ih
rer

F
reih

eit.

（[

4]

）

カ
ン
ト
ル(G

eorg
C
an

tor,
1845

-
1918)

は1873

年
に
連
続
体
R
が
自
然
数
の
全
体
N

よ
り
本
質
的
に
大
き
な
無
限
の
サ
イ
ズ
を
持
つ
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
証
明
は
、
カ
ン

ト
ル
が
デ
デ
キ
ン
ト
に
宛
て
た
手
紙([

5])
に
書
き
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
お
か
げ
て
、
こ
の
証

明
は
、
カ
ン
ト
ル
に
よ
っ
て
、
こ
の
年
の
12
月
7
日
よ
り
前
の
数
日
の
間
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
日
に
ち
の
特
定
ま
で
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
数
学
理
論
と
し
て
の
集
合
論
が

確
立
さ
れ
た
瞬
間
と
み
な
す（

14
）

数
学
史
的
解
釈
も
可
能
で
あ
る
（
そ
の
と
き
歴
史
が
動
い
た
！
）。

こ
こ
で
は
、
手
始
め
に
、
こ
の
カ
ン
ト
ル
の
結
果
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
た
い
の
だ
が
、
ま

ず
、
そ
れ
に
必
要
と
な
る
準
備
を
少
し
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

数
学
的
考
察
の
対
象
を
集
め
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
た
も
の
を
、
ふ
た
た
び
一
つ
の
新
し
い

対
象
と
看
倣
す
、
と
い
う
の
が
集
合
論
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら

れ
た
数
学
的
考
察
の
対
象
の
集
ま
り
の
こ
と
を
集
合
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
前
節
で
考
察
し
た
、
N
は
『（

15
）

自
然
数
の
全
体
を
集
め
た
集
合
』
で
あ
る
。
こ
の

（
13

）
〔
筆
者
訳
〕
：
：
こ
れ
に
対
し
て
、
数
学
の
研
究
の
欲
求
に
対
す
る
い
か
な
る
不
必
要
な
制
限
も
、
よ
り
大

き
な
危
険
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
こ
の
学
問
の
本
質
に
照
し
て
何
の

妥
当
性
も
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
数
学
の
本
質
は
ま
さ
に
そ
の
自
由
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

（
14

）
こ
の
解
釈
は
、[

14]

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
15

）
こ
う
言
う
と
い
さ
さ
か
冗
長
な
の
で
、『
自
然
数
全
体
の
集
合
』
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
『
自
然
数
の
集
合
』
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
自
然
数
の
う
ち
の
い
く
つ
か
（
無
限
個
の
場
合
も
も

ち
ろ
ん
あ
る
）
を
集
め
て
で
き
た
集
合
（
つ
ま
り
N
の
部
分
集
合
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
冠
詞
が
あ
れ
ば
例
え

ば
英
語
で
はth

e
set

of
n
a
tu
ral

n
u
m
b
ers

とa
set

of
n
atu

ra
l
n
u
m
b
ers

と
う
ま
く
区
別
が
つ
く
の
で
あ
る

が
。
日
本
語
は
数
学
を
記
述
す
る
の
に
は
あ
ま
り
良
い
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
と
を
表
す
の
にN

=
{
x

:
x
は
自
然
数
}

と
い
う
よ
う
な（

16
）

記
法
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
有

限
個
の
対
象a

0 ,...,
a
n−

1

を
集
め
て
で
き
る
集
合
を{

a
0 ,...,a

n−
1 }

と
あ
ら
わ
す
。

集
合
A
の
す
べ
て
の
要
素
と
集
合
B
の
す
べ
て
の
要
素
の
間
に
、
一
対
一
の
対
応
が
つ
く
と

き
に
は
、
A
と
B
は
同
じ
サ
イ
ズ
の
集
合
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
A
と
B
が
無
限
集
合

の
場
合
に
も
、
こ
の
考
え
方
を
適
用
す
る
こ
と
に
し
て
、
A
と
B
が
こ
の
意
味
で
同
じ
サ
イ
ズ

の
と
き
、
こ
れ
を
A
と
B
の
濃
度
が
等
し
い
と
表
現
し
て
、
こ
の
こ
と
を|A

|
=

|B
|

と
あ

ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。

A
が
有
限
集
合
（
要
素
を
高
々
有
限
個
し
か
持
た
な
い
集
合
）
の
と
き
に
は
、
A
の
す
べ
て

の
要
素
が
B
の
一
部
の
要
素
だ
け
と
一
対
一
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
な
ら
、
A
よ
り
B
の
要
素

の
数
が
大
き
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
A
と
B
が
と
も
に
無
限
集
合
の
と
き
に
は
、
A
が
B
の
真
の
部
分
と
一
対
一
に

対
応
す
る
こ
と
だ
け
か
ら
B
の
方
が
A
よ
り
要
素
の
数
が
大
き
い
こ
と
は
必
ず
し
も
帰
結
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
、N

はZ

の
真
の
部
分
だ
が
、（

17
）

対
応f

:N
→

Z
を
、n
∈
N

が
偶
数
な

ら
、f

(n
)
=

n2

と
し
て
、n

∈
N

が
奇
数
な
ら
、f

(n
)
=

−
n
+
1

2

と
す
る
と
、
f

は
N
の

す
べ
て
の
要
素
を
Z
の
す
べ
て
の
要
素
に
一
対
一
に
対
応
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

（
16

）
よ
り
一
般
に
は
、
あ
る
性
質
E

に
関
し
て
、{x

:
x
は

E
を
満
た
す
}

あ
る
い
は
、{x

:
E
(x
)}

で

性
質
E

を
持
つ
対
象
を
す
べ
て
集
め
た
集
合
を
あ
ら
わ
す
。
実
は
、
次
の
節
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
集
合
の

構
成
は
い
つ
で
も
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
あ
る
集
合

X

の
部
分
集
合{x

∈
X

:
E
(x
)}

(=
{x

:
E
(x
)
か
つ

x
∈
X
}
)

は
常
に
構
成
可
能
で
あ
る
（
次
節
を
参
照
）。

（
17

）

f

が
、
集
合
A
の
す
べ
て
の
要
素
に
集
合
B
の
（
な
ん
ら
か
の
）
要
素
を
対
応
さ
せ
て
い
る
と
き
、
そ
の

よ
う
な
f

を
A
か
ら
B
へ
の
写
像
（
ま
た
は
関
数
）
と
い
い
、
こ
の
状
況
をf

:
A

→
B

で
あ
ら
わ
す
。
写
像

f

に
よ
っ
て
A
の
要
素
x

が
対
応
づ
け
ら
れ
る
B
の
要
素
を
、f

(x
)

で
あ
ら
わ
す
。
写
像
は
対
応
規
則
と
し
て

与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
集
合
論
で
は
、
必
ず
し
も
写
像
が
何
ら
か
の
規
則
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
仮
定
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
（
対
応
規
則
と
は
限
ら
な
い
）
一
般
的
な
写
像
は
、
そ
の
実
体
と
し
て
は
、
こ

の
写
像
の
『
グ
ラ
フ
』
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
集
合{(x

,f
(x
))

:
x
∈
X
}

の
こ
と
だ
と
思
う
と
い
う
の
が
集

合
論
で
の
写
像
の
扱
い
で
あ
る
。
A
か
ら
B
へ
の
写
像
f

は
、
A
の
異
な
る
要
素
を
常
に
B
の
異
な
る
要
素

に
対
応
づ
け
る
と
き
、
一
対
一
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
B
の
ど
の
要
素
に
も
f

で
そ
の
要
素
に
対
応
づ
け
ら
れ

る
A
の
要
素
が
あ
る
と
き
f

は
B
の
上
へ
の
写
像
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
A
と
B
の
濃
度
が
等
し
い

こ
と
を
示
す
よ
う
な
A
か
ら
B
へ
の
対
応
は
、
A
か
ら
B
の
上
へ
の
一
対
一
な
写
像
で
あ
る
。
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が
っ
て
、|N

|
=

|Z
|

と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は|N

|
=

|Q
|

も
示
せ
る
。
こ
れ
は
、
例

え
ば
、
次
の
図
１
の
よ
う
に
し
て
N
の
要
素
を
Q
の
分
数
表
現
に
一
対
一
に
対
応
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

0
1

1
1

1
2

0
2

−1
2

−1
1

−2
1

−2
2

−2
3

−1
3

0
3

1
3

2
3

2
2

2
1

3
1

3
2

3
3

4
3

3
3

図 １

こ
の
よ
う
に
続
け
て
ゆ
く
と
、
ど
の
無
限
集
合
も
N
と
濃
度
が
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
節
の
最
初
に
述
べ
た
カ
ン
ト
ル
の
定
理
が
、

そ
の
予
想
の
反
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
を
も
う
一
度
こ
こ
で
の
文
脈
の
表
現

に
書
き
な
お
す
と
次
の
よ
う
に
な
る:

定
理
１
（
カ
ン
ト
ル
、1873

）
N
の
要
素
を
R
の
す
べ
て
の
要
素
に
一
対
一
に
対
応
づ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

[

10]

に
は
、
こ
の
定
理
の
カ
ン
ト
ル
に
よ
る
デ
デ
キ
ン
ト
へ
の
手
紙
で
の
証
明
の
現
代
の
記

法
に
よ
る
説
明
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
ル
自
身
が
後
に
得
た
、
も
う
一
つ
の
証
明
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

証
明

背
理
法
で
証
明
す
る
。
N
の
要
素
を
R
の
す
べ
て
の
要
素
に
一
対
一
に
対
応
づ
け
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
こ
の
対
応
で0,

1,
2,...

に
実
数a

0 ,
a
1 ,
a
2 ,...

が
対
応
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
、a

0 ,
a
1 ,
a
2 ,...

は
す
べ
て
の
実
数
の
リ
ス
ト
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
トa

0 ,
a
1 ,
a
2 ,...

で
の
i
番
目
の
実
数
ai
を
（
十
進
法
で
）
無
限

小
数
表
示
し
て
、
こ
の
表
示
の
小
数
点
以
下
i
番
目
の
数
字
を
di
と
す
る
。
こ
の
と
き
数
字

ci
を
、
di
が
1
と
異
な
る
と
き
に
は
、c

i
=

1

、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
、c

i
=

2

と
な
る
よ

9



う
に（

18
）

と
る
。

“
0
.c

0
c
1
c
2
c
3 ···”

と
い
う
無
限
小
数
表
示
で
表
さ
れ
る
実
数
を
a
と
す
る
と
、

す
べ
て
のi

=
0,1,2,...

に
対
し
て
、
a
の
無
限
小
数
表
示
の
小
数
点
以
下
i
番
目
の
数
字

（
つ
ま
り
ci
）
は
ai
の
そ
れ
（
つ
ま
り
di
）
と
異
な
る
か
ら
、a

̸=
a
i

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
数
a
は
、a

0 ,
a
1 ,
a
2 ,...

の
ど
れ
と
も
異
な
る
が
、
こ
れ
はa

0 ,
a
1 ,
a
2 ,...

の
と
り
方
に

矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
応
は
存
在
し
な
い
。
（
証
明
終
り
）

N
と
濃
度
が
等
し
い
集
合
を
可
算
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
可
算
で
な
い
無

限
集
合
は（

19
）

非
可
算
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
用
語
を
使
う
と
、
前
記
の
カ
ン
ト
ル
の
定
理
（
定
理

１
）
の
主
張
は
、「
R
は
非
可
算
で
あ
る
」
と
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
る
。

集
合
A
、
B
に
対
し
、
A
の
す
べ
て
の
要
素
を
B
の
要
素
（
の
い
く
つ
か
）
に
一
対
一
に

対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
A
の
濃
度
は
B

の
濃
度
よ
り
小
さ
い
か
等
し
い
（
あ
る

い
は
、
B
の
濃
度
は
A
の
濃
度
よ
り
大
き
い
か
等
し
い
）
と
言
い
、
こ
れ
を|A

|≤
|B

|

と

あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
A
の
す
べ
て
の
要
素
を
B
の
要
素
（
の
い
く
つ
か
）

に
一
対
一
に
対
応
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
B
の
す
べ
て
の
要
素
を
A
の
要
素
（
の
い
く

つ
か
）
に
一
対
一
に
対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
A
の
濃
度
は
B

の
濃
度
よ

り
真
に
小
さ
い
（
あ
る
い
は
、
B
の
濃
度
は
A
の
濃
度
よ
り
真
に
大
き
い
）
と
言
い
、
こ
れ
を

|A
|
<

|B
|

と
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。|A

|≤
|B

|

か
つ|B

|≤
|A

|

な
ら|A

|
=

|B
|

と
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
カ
ン
ト
ル=

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の（

20
）

定
理
）
の
で
、<

や≤

を
用
い
る
濃
度
の
比
較
は
、
実
際
に
、
あ
る
種
の
大
小
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
な
っ
て
い
る

（
18

）
こ
こ
で
、
ci

を
1
か
2
と
な
る
よ
う
に
と
っ
て
い
る
こ
と
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
２
つ
数
字
を
用
意
し
て
お
け

ば
、
常
に
、
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
は
di
と
異
な
る
こ
と
だ
が
、
0
と
9
を
使
っ
て
同
様
の
議
論
を
し
よ
う
と

す
る
と
、
た
と
え
ば
、0.0

9999···

と0.10000···

が
同
じ
数
を
表
す
異
な
る
無
限
小
数
表
示
と
な
る
こ
と
か

ら
、
議
論
の
後
半
が
う
ま
く
ゆ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
す
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
１
と
２
で
な

く
、
た
と
え
ば
３
と
５
を
使
っ
て
も
同
様
に
議
論
で
き
る
。

（
19

）
不
可
算
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る—

た
と
え
ば[

15]

の
日
本
語
訳
を
参
照
。

（
20

）
証
明
は
た
と
え
ば[

26]

ま
た
は[

19]

な
ど
を
参
照
。
カ
ン
ト
ル=

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
理
は
、
こ
こ
で

の
用
語
の
定
義
か
ら
、「|A

|≤
|B

|

で|A
|
=

|B
|

で
な
い
な
ら
、|A

|
<

|B
|

と
な
る
」
と
あ
ら
わ
す
こ

と
も
で
き
る
こ
と
に
注
意
。
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こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
用
語
を
使
う
と
、
カ
ン
ト
ル
の
定
理
（
定
理
１
）
の
主
張
は
、「
R
の
濃

度
は
N
の
濃
度
よ
り
真
に
大
き
い
」
と
記
述
で
き
る
。

あ
る
集
合
X
に
対
し
、
X
の
部
分
集
合
（
X
の
要
素
（（

21
）

の
一
部
）
を
集
め
て
得
ら
れ
る
よ
う

な
集
合
）
を
全
部
集
め
て
で
き
る
集
合
を
X
の（

22
）

冪
集
合
（
べ
き
し
ゅ
う
ご
う
）
と
呼
び
、P

(X
)

で
あ
ら
わ
す
。

定
理
２

　|P
(N

)|
=

|R
|

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
開
区
間(0,1)

=
{
x
∈
R

:

0
<
x
<

1}

の
要
素
x

に
、tan

π
(2x

−
1)

を
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
開
区
間(0,1)

の
全
部

の
要
素
と
R
の
全
部
の
要
素
を
一
対
一
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、|(0,1)|

=
|R

|

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
。

10

y = tan π(2x− 1)

図 ２

開
区
間(0,1)

の
要
素
x

に
対
し
、
x

の
２
進
法
で
の
無
限
小
数
表
示
が0.b

0
b
1
b
2 ···

で

あ
る
と
き
に
、
N
の
部
分
集
合{

n
∈
N

:
b
n
=

1}

を
x

に
対
応
付
け
る
対
応
の
仕
方
は
、

高
々
可
算
個
の
重
複
（
た
と
え
ば
、
２
進
法
で0.1

と0.0111···

が
等
し
い
こ
と
か
ら
く
る

重
複
）
と
N
と
∅
が
対
応
か
ら
も
れ
て
い
る
こ
と
を（

23
）

除
く
と
、(0,1)

か
らP

(N
)

へ
の
一
対

（
21

）

こ
こ
で
の
『
要
素
の
一
部
』
と
い
う
条
件
は
『
要
素
の
全
部
』
も
『
要
素
の
ど
れ
ひ
と
つ
も
な
い
』
も
含
む
も

の
で
あ
る
。
X
の
要
素
の
全
部
を
集
め
て
で
き
る
集
合
は
X
自
身
で
あ
り
、
X
の
要
素
の
要
素
を
ど
れ
ひ
と
つ
も

集
め
な
い
で
得
ら
れ
る
集
合
は
、
要
素
を
一
つ
も
含
ま
な
い
よ
う
な
集
合
で
あ
る
。
後
者
は
空
集
合
と
呼
ば
れ
、∅

と
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
定
義
し
た
冪
集
合P

(X
)

は
X
自
身
と
∅
も
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
。

（
22

）
『
冪
集
合
』
と
い
う
名
称
は
、
X
が
有
限
集
合
で
、
ち
ょ
う
ど
n
個
の
要
素
を
持
つ
と
き
に
は
、P

(X
)

は

2n

個
の
要
素
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
23

）∅

に
つ
い
て
は
註（
21
）を
参
照
。
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一
の
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
高
々
可
算
な
対
応
の
ほ
つ
れ
は
容
易
に
訂
正
で
き
て
、(0,1)

の
す
べ
て
の
要
素
とP

(N
)

の
す
べ
て
の
要
素
の
一
対
一
の
対
応
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
ル
の
定
理
（
定
理
１
）
は
、『P

(N
)

の
濃
度
はN

の
濃
度
よ
り
真
に

大
き
い
』
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
形
で
表
現
し
た
カ
ン
ト
ル
の
定
理
は
、
実
は
さ
ら
に
一
般
化
で
き
る:

定
理
３
（
カ
ン
ト
ル
）
す
べ
て
の
集
合
X
に
対
し
、P

(X
)

の
濃
度
は
、
X
の
濃
度
よ
り
真
に

大
き
い
。
つ
ま
り
、
不
等
式|P

(X
)|
>

|X
|

が
常
に
成
立
す
る
。

こ
の
定
理
は
定
理
１
の
証
明
の
ア
イ
デ
ア
の
一
般
化
に
よ
り
示
す
こ
と
が
で
き
る:

X
の
要
素

x
に
対
し
て
、
x
を
た
だ
一
つ
の
要
素
と
し
て
持
つ
X
の
部
分
集
合{

x}

を
対
応
さ
せ
る
写
像

は
一
対
一
な
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら|X

|≤
|P

(X
)|

が
わ
か
る
。
も
し|X

|
=

|P
(X

)|

だ
っ
た
と
す
る
と
X
か
らP

(X
)

の（
24
）

上
へ
の
一
対
一
写
像
f

が
存
在
す
る
が
、
こ
の
と
き
、

Y
0
=

{
x
∈
X

:
x
̸∈
f
(x
)}

（
25
）

と
す
る
と
、Y

0 ∈
P
(X

)

だ
か
ら
、
仮
定
に
よ
り
、f

(x
0 )

=
Y
0

と
な
る
X
の
要
素
x0
が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、x

0
∈
Y
0

と
す
る
と
Y0
の
定
義
か
ら
、

x
0
̸∈
f
(x

0 )
=
Y
0

と
な
り
矛
盾
で
、x

0
̸∈
Y
0
=
f
(x

0 )

と
す
る
と
ふ
た
た
び
Y0
定
義
か
ら

x
0 ∈

Y
0

と
な
り
矛
盾
で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
f

は
存
在
し
な
い
。）

こ
の
定
理
に
よ
り
、
任
意
の
無
限
集
合
X
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
濃
度
の
大
き
な
無
限
集
合

が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

無
限
集
合
X
の
冪
集
合
の
構
成
に
よ
っ
て
、
X
よ
り
本
質
的
に
大
き
く
複
雑
な
無
限
集
合
が

得
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
与
え
ら
れ
た
集
合
よ
り
本
質
的
に
よ
り
複
雑
な

集
合
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
に（

26
）

超
限
帰
納
法
が
あ
る
。

（
24

）
『P

(X
)

の
上
へ
の
一
対
一
写
像
』
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
は
、
註（
17
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25

）x
̸∈
A

はx
∈
A

の
否
定
で
、『
x

は
A

の
要
素
で
な
い
』
を
あ
ら
わ
す
。

（
26

）
数
学
的
帰
納
法
に
よ
る
構
成
法
は
再
帰(recu

rsion
)

と
呼
ば
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
超
限
再
帰
と
し
た
方
が

よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
集
合
論
で
は
、
こ
の
区
別
を
あ
え
て
せ
ず
に
、
再
帰
的
な
構
成
も
（
超
限
）
帰
納
法
（
に

よ
る
構
成
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
な
お
帰
納
法
と
再
帰
に
よ
る
構
成
法
の
関
係
に
つ
い
て
は[

19]

も
参
照
さ
れ

た
い
。
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定
理
１
に
よ
り
、
実
数
を
自
然
数0,

1,
2,

3,
...

を
使
っ
て
、
0
番
目
の
実
数
、
1
番
目
の

実
数
、
2
番
目
の
実
数
、
3
番
目
の
実
数
：
：
と
数
え
て
い
っ
て
も
、
全
部
の
実
数
を
数
え
あ

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
が
、
絶
対
的
な
無
限
の
考
察
が
で
き
る
立
場
か

ら
は
、
こ
れ
ら
有
限
の
数
に
よ
る
数
え
上
げ
が
完
了
し
た
後
、
そ
の
次
の
数
（
こ
れ
を
集
合
論

で
は
ω
で
あ
ら
わ
す
）
か
ら
続
け
て
、
ω

番
目
の
実
数
、ω

+
1

番
目
の
実
数
、ω

+
2

番
目
の

実
数
、ω

+
3

番
目
の
実
数
：
：
と
さ
ら
に
続
け
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

無
限
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
に
数
え
て
ゆ
く
と
、
い
つ
か
は
必
ず
、
す
べ
て
の
実
数
が
数
え

上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
無
限
の
数
え
あ
げ
は
、
実

際
に
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
か
？0,

1,
2,

3,...,
ω
,
ω
+
1,
ω
+
2,...

と

い
う
数
え
上
げ
に
用
い
ら
れ
る
『
数
』
の
こ
と
を
（
超
限
）
順
序
数
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、（
そ

の
定
義
を
ま
だ
こ
れ
か
ら
規
定
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
）
順
序
数
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
数
え
上
げ
が
、
数
え
上
げ
ら
れ
る
対
象
に
よ
ら
ず
い
つ
で
も
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

0,
1,

2,
3,...,

ω
,
ω
+
1,
ω
+
2,...

と
い
う
数
の
列
の
順
序
に
そ
っ
て
帰
納
法
の
議
論
が
可

能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
集
合
論
の
言
葉
で
、
帰
納
法
の
議
論
の
可
能
性
を
ど
う
表
現
で
き

る
か
を
考
て
み
る
と
、「0,

1,
2,

3,...,
ω
,
ω
+

1,
ω
+

2,...

の
ど
の
部
分
列
も
最
小
の
要

素
を
持
つ
」、
と
い
う
性
質
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
が
、
自
然
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、

順
序
数
を
、「
そ
の
数
よ
り
小
さ
い
数
の
全
体
が
、
ど
の
部
分
集
合
も
最
小
の
要
素
を
持
つ
よ
う

な
も
の
」、
と
規
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
、
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
順
序
数
は
、
対
象
と
し
て
は
一
意
に
決
ま
っ
て
く
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
す
る
エ
レ
ガ
ン
ト
な
解
決
法
は
、
カ
ン
ト
ル
の
時
代
よ
り
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て

か
ら
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン(J

oh
n
von

N
eu
m
an

n
,
1903–1957)

に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
て
い

る
（[

33]

）。
そ
れ
は
、
各
々
の
順
序
数
を
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
と
定
義
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
有
限
の
順
序
数
、
つ
ま
り
自
然
数
が
集
合
と
し
て
確

定
す
る:

0
は
そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
を
一
つ
も
持
た
な
い
か
ら
、
∅
と
な
り
、
1
は

0
の
み
を
そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
と
し
て
持
つ
か
ら
、{∅}

と
な
り
、
：
：
等
々
。
ま
た
、

ω
=

{0,1,2,...},
ω
+

1
=

{0,1,2,
...,ω}

等
々
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
続
け
た
と
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き
の
一
般
論
を
展
開
す
る
に
は
、
数
学
的
帰
納
法
に
よ
る
議
論
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
無
限
版
の
数
学
的
帰
納
法
を
乗
せ
る
媒
体
と
し
て
順
序
数
を
こ
こ
で
定
義
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
循
環
論
法
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

マ
ン
が
こ
こ
で
案
出
し
た
も
う
一
つ
の
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
帰
納
的
に
定
義
す

る
こ
と
と
結
果
と
し
て
同
じ
に
な
る
よ
う
な
順
序
数
の
内
的
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、「
要
素
が
集
合
の
帰
属
関
係
∈
で（

27
）

整
列
さ
れ
る
よ
う
な（

28
）

集
合
を
順
序
数
と
す
る
」

と
し
て
順
序
数
を
定
義
す
る
。
ま
た
２
つ
の
順
序
数
α
、
β

に
対
し
、
順
序
関
係α

<
β

を
、

α
∈
β

と
な
る
こ
と
で
定
義
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
順
序
数
の
定
義
に
よ
り
、
各
々
の
順
序
数
は
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
と
な

り
、
そ
れ
ら
は
各
順
序
型
に
関
し
て
一
意
に
決
ま
り
、
そ
の
大
小
関
係
に
そ
っ
て
、
数
学
的
帰

納
法
の
議
論
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
と（

29
）

な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
順
序
数
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
と
き
、
ω
は
、
実
体
と
し
て
は
、
N
と
同
じ
集

合
で
あ
る
か
ら
、
特
に
可
算
で
あ
る
。ω

+
1,
ω
+
2,...

も
可
算
に
な
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か

る
。
し
か
し
す
べ
て
の
可
算
な
順
序
数
の
極
限
と
な
る
順
序
数
を
と
る
と
、
こ
れ
は
も
は
や
可

算
で
は
あ
り
え
な
い
。
同
様
に
あ
る
無
限
順
序
数
α
か
ら
出
発
す
る
と
、
そ
の
順
序
数
と
同
じ

濃
度
を
持
つ
順
序
数
の
全
体
の
極
限
と
な
っ
て
い
る
順
序
数
κ
は
α
よ
り
大
き
な
濃
度
を
持
つ

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
順
序
数
κ
で
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
ど
の
順
序
数
よ
り
濃
度
の

大
き
い
も
の
を
基
数
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
任
意
の
集
合
X
に
対
し
、|X

|

を
X
と
濃
度
の
等

し
い
基
数
の
こ
と
と
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
等
式
や
不
等
式
の
中
で
の
形
式
的
表
現
で
し
か
な

（
27

）
集
合
X
（
の
要
素
）
が
あ
る
関
係
R
で
整
列
さ
れ
る
、
と
は
、
R
が
X
上
の
全
順
序
（
つ
ま
り
X
の
す
べ

て
の
２
つ
の
要
素
が
比
較
可
能
と
な
る
順
序
関
係
）
と
な
っ
て
い
て
、
X
の
す
べ
て
の
（
空
で
な
い
）
部
分
集
合

が
R
に
関
す
る
最
小
元
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

（
28

）
こ
の
定
義
は
一
見
不
自
然
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
に
述
べ
た0

=
∅
,
1
=

{∅}
,
2
=

{∅,{∅}}
,

...,
ω
=

{
0,1,2,3

,
...},

ω
+

1
=

{0
,1
,2
,3,

...,ω}

等
は
実
際
に
す
べ
て
こ
の
性
質
を
持
つ
こ
と
が
容
易

に
確
か
め
ら
れ
る
。

（
29

）
子
細
は
、
例
え
ば[

19]

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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か
っ
た
集
合
X
の
濃
度|X

|

の
実
体
を
う
ま
く（

30
）

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

明
ら
か
に
、
有
限
の
順
序
数
は
す
べ
て
基
数
と
な
っ
て
お
り
、
ω
は
最
小
の
無
限
基
数
で
あ

る
。
無
限
基
数
の
全
体
は
、
順
序
数
の
全
体
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
順
序
数
の
大

小
関
係
（
つ
ま
り
∈
）
で
整
列
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
数
の
全
体
は
、
０
番
目
の
無
限
基

数
（
つ
ま
り
ω
）、
１
番
目
の
無
限
基
数
、
２
番
目
の
無
限
基
数
、
：
：
、
ω
番
目
の
無
限
基
数
、

ω
+
1

番
目
の
無
限
基
数
、
：
：
と
順
序
数
を
添
字
と
し
て
な
ら
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
基
数
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
最
初
の
文
字
ℵ
（
ア
レ
フ
）
を
用
い
て
、
そ

れ
ぞ
れℵ

0 ,ℵ
1 ,ℵ

2 ,

：
：ℵ

ω
,ℵ

ω
+
1 ,

：
：
（
31
）

と
あ
ら
わ
す
。

基
数
κ
に
対
し
、P

(κ
)

の
濃
度
を
2κ

で
表
す
こ
と
に
す
る
。
定
理
２
か
ら|R

|
=

2
ℵ
0

で

あ
る
。
そ
こ
で

2
ℵ
0

を
連
続
体
濃
度
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
定
理
１
か
ら
、2

ℵ
0
>

ℵ
0

（
あ

る
い
は
、2

ℵ
0
≥

ℵ
1

）
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
定
理
２
か
ら
、2

κ
>
κ

（
あ
る
い
は

2
κ
≥
κ
+

）
が
成
り
立
つ
。
こ
こ
に
、κ

+

でκ

の
次
の
基
数
を
あ
ら
わ
す
。

カ
ン
ト
ル
は
、
数
学
に
実
際
に
具
体
的
な
集
合
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
R
の
無
限
部
分
集
合
の

多
く
に
つ
い
て
そ
の
濃
度
が
可
算
（
つ
ま
り
ℵ0

）
で
あ
る
か
連
続
体
濃
度
2ℵ0

で
あ
る
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
が
、
多
分
こ
の
こ
と
か
ら
の
類
推
で
、
等
式2

ℵ
0
=

ℵ
1

が
成
り
立
つ
こ
と
を
予
想
し
て
、
こ
の
予
想
を
連
続
体
仮
説(K

on
tin

u
u
m
h
y
p
oth

ese)
と
よ

ん
だ
。
よ
り
一
般
的
な
、「
す
べ
て
の
無
限
基
数
κ
に
対
し2

κ
=
κ
+

が
成
り
立
つ
」
と
い
う

予
想
は
一
般
連
続
体
仮
説
と（

32
）

呼
ば
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
ル
は
晩
年
、
連
続
体
仮
説
の
研
究
に
心
血
を
注
い
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
こ
の
問
題
に

一
応
の
決
着
が
つ
く
の
は
、
カ
ン
ト
ル
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
お
よ
そ
20
年
後
に
ゲ
ー
デ
ル
が
一

（
30

）
こ
の
よ
う
に
議
論
で
き
る
た
め
に
は
、
実
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
選
択
公
理
を
集
合
論
で
用
い
る
こ
と

の
で
き
る
原
理
と
し
て
仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
31

）ℵ
0 ,ℵ

1 ,ℵ
2 ,

：
：ℵ

ω
,ℵ

ω
+
1 ,

：
：,ℵ

α
,

：
：
は
順
序
数
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
順
序
数
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
り
、
そ
の
順
序
型
（
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
上
に
∈
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
順
序
）
を
問
題
と
す
る
と
き
に

は
、
こ
れ
ら
をω

0 ,
ω
1 ,

ω
2 ,

：
：ω

ω
,
ω
ω
+
1 ,

：
：,

ω
α
,

：
：
と
も
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。

（
32

）
一
般
連
続
体
仮
説
は
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ(F

elix
H
au

sd
o
rff
,
1
868–1942)

の1908

年
の
論
文
で
導
入
さ
れ
て

い
る
。
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般
連
続
体
仮
説
が
集
合
論
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
さ
ら
に
そ
の
20
年
以
上
後
に
コ
ー

エ
ン
が
任
意
の
無
限
基
数
に
対
す
る
連
続
体
仮
説
の
否
定
が
集
合
論
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示

し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ゲ
ー
デ
ル
と
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
に
よ
っ
て
、
連
続
体
仮
説
は
、
集
合
論
の
体
系
か

ら
独
立
な
命
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
証

明
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
集
合
論
の
体
系
が
何
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
、
次
の
節
で
述
べ
る
、
集
合
論
の
公
理
化
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

歴
史
的
に
は
、
集
合
論
の
公
理
化
の
動
機
は
も
う
少
し
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

3

素
朴
集
合
論
か
ら
公
理
的
集
合
論
へ

（
33

）

A
u
s

d
em

P
ara

d
ies,

d
a
s

C
a
n
tor

u
n
s

gesch
aff

en
,

soll
u
n
s

n
iem

an
d

v
ertreib

en
k
ön

n
en

([

12]).

19
世
紀
の
終
り
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
カ
ン
ト
ル
の
創
始
し
た
集
合
論
に
問
題
の

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る（

34
）

結
果
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
た
。
今
日
の
視
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
結

果
は
、
単
に
、
当
時
の
集
合
論
に
ま
だ
あ
る
種
の
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ

ず
、
カ
ン
ト
ル
自
身
も
こ
れ
ら
の
結
果
が
集
合
論
の
基
礎
を
ゆ
る
が
す
本
質
的
な
問
題
で
は
な

い
こ
と
を
、
正
し
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
た
と
え
ば
、1897

年
の
9
月
26
日
に
ヒ
ル
ベ
ル

ト
に
あ
て
た
手
紙
（[

5]

）
な
ど
か
ら
窺
え
る
。
し
か
し
、
集
合
論
の（

35
）

批
判
者
た
ち
の
目
に
は
、

（
33

）
〔
筆
者
訳
〕
か
ん
と
る
ノ
創
造
シ
タ
楽
園
カ
ラ
、
我
々
ガ
追
放
サ
レ
ル
コ
ト
ガ
ア
ッ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
。

（
34

）
こ
れ
ら
の
結
果
は
そ
の
性
格
か
ら
、
逆
説(p

a
rad

ox
es)

と
か
逆
理(an

tin
om

ies)

な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

（
35

）
集
合
論
の
初
期
に
強
く
集
合
論
を
批
判
し
て
、
カ
ン
ト
ル
が
望
ん
で
や
ま
な
か
っ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の

L
e
h
rstu

h
l

教
授
の
席
が
彼
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
た
、
お
そ
ら
く
そ
の
張
本
人
で
あ
っ
た
ク
ロ
ネ
カ
ー(L

eop
ord

K
ro
n
ecker

182
3–189

1)

は
、
こ
の
と
き
に
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
が
、
ポ
ア
ン
カ
レ(H

en
ri

P
oin

caré,

18
54–19

12)

を
は
じ
め
と
し
て
次
の
世
代
の
反
集
合
論
論
者
が
集
合
論
批
判
の
論
陣
を
は
っ
て
い
た
。
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こ
れ
ら
の
『
逆
理
』
は
集
合
論
へ
の（

36
）

死
刑
宣
告
に
等
し
い
も
の
に
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

思
わ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
『
逆
理
』
の
う
ち
ラ
ッ
セ
ル
の
逆
理
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る:
「
自
分
自
身
を
要
素
と
し
て
含
ま
な
い
」
と
い
う
集
合
の
性
質
を
考
え
る
。
集

合
x
が
こ
の
性
質
を
持
つ
こ
と
は
、x

̸∈
x

と
い
う
式
で
表
現
で
き
る
。
今
、
こ
の
性
質
を
持

つ
集
合
を
全
部
集
め
て
で
き
る
集
合
A
を
考
え
る
。A

=
{x

:
x
̸∈
x}

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

も
し
A
が
A
自
身
の
要
素
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
はA

∈
A

と
あ
ら
わ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
A

の
定
義
か
らA

̸∈
A

と
な
り
矛
盾
で
あ
る
。
逆
に
、
も
し
A
が
A
自
身
の
要
素
で
な
い
と
す

る
と
、
こ
れ
はA

̸∈
A

と
あ
ら
わ
せ
る
が
、
A
の
定
義
か
らA

∈
A

と
な
っ
て
し
ま
い
、
や

は
り
矛
盾
し
て
し
ま
う
。

V
=

{x
:
x
=
x}

（
つ
ま
り
V
は
す
べ
て
の
集
合
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
）
や
、O
n
=

{
α

:
α
は
順
序
数
}

や
、C

ard
=

{
κ

:
κ
は
基
数
}

が
集
合
だ
と
仮
定
し
て
も（

37
）

矛
盾
が
導
か

れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
の
逆
理
の
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
対
象
を
集
め
た
も
の
を
無
制
限
に
い
つ
で
も
集
合

と
考
え
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
既
に
得
ら
れ
て
い
る
集
合
か
ら
ど
の
よ
う
な
構
成
法
を
行
な
っ
て
新
し
い
集
合
を

作
る
こ
と
が
『
安
全
』
で
あ
る
か
を
規
定
し
て
お
け
ば
、
そ
の
範
囲
内
で
議
論
を
す
る
こ
と
で
、

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
逆
理
を
不
用
意
に
ひ
き
お
こ
し
て
し
ま
う
心
配
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
36

）
一
説
に
よ
る
と
、
ポ
ア
ン
カ
レ
は
（
イ
タ
リ
ア
で
の
？
）
あ
る
講
演
で
、「
集
合
論
は
未
来
の
数
学
者
に
と
っ

て
、
昔
に
罹
っ
て
い
た
が
今
は
治
っ
て
し
ま
っ
た
病
気
の
よ
う
な
も
の
に
思
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
発
言

を
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

だ
だ
し
、
も
し
病
気
と
言
う
の
だ
っ
た
ら
、
む
し
ろ
現
代
の
集
合
論
こ
そ
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
時
代
と
は
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
よ
う
な
怪
奇
な
病
状
を
呈
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
５

節
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
現
代
の
集
合
論
を
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
・
ス
ト
レ
イ
ン
と
し
て
実
際
に
認
識
の
で
き
る
一
般

の
数
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
か
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
時
代
の
よ
う
な
取
り

上
げ
ら
れ
方
す
ら
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
残
念
と
い
え
ば
残
念
で
あ
る
。

（
37

）

V
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
し
V
が
集
合
だ
っ
た
と
す
る
と
、
後
に
述
べ
る
分
離
公
理
に
よ
り
、
ラ
ッ
セ
ル
の

逆
理
で
の
A

も
集
合
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
矛
盾
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
集
合
論
の
公
理
系
で
現
在
最
も
普
通
に
使
わ
れ
て

い
る
も
の
は
、Z

F
C

と（
38
）

略
記
さ
れ
る
、（

39
）

ツ
ェ
ル
メ
ロ(E

rn
est

Z
erm

elo,
1871–1953)

が
導
入

し
、
フ
レ
ン
ケ
ル(A

b
rah

am
F
raen

kel,
1891–1965)

や
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
、
ス
コ
ー
レ

ム
（T

h
oralf

S
kolem

,
1887

–
1963

）、
そ
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
補
足
拡
張
さ
れ
た
体
系
で

あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
ツ
ェ
ル
メ
ロ
が
最
初
に
導
入
し
た
公
理
系
の
概
要
を
見
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。
後
に
述
べ
る
こ
の
公
理
系
の
拡
張
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
以
下
の
公
理
は
集
合
だ
け
か

ら
な
る
世
界
で
の
状
況
を
記
述
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に
集
合
の
要
素

も
ま
た
集
合
と
考
え
て
い
る
の
で
、（
形
式
的
に
は
）
集
合
族
と
集
合
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
基
本
述
語
は
集
合
の
要
素
関
係
∈
の
み
で
あ
る
。

公
理
系
の
一
番
初
め
の
公
理
は
、
同
じ
要
素
を
持
つ
集
合
は
等
し
い
こ
と
を
主
張
す
る
外
延

性
の
公
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
集
合
の
存
在
を
主
張
す
る
公
理
や
、
集
合
の
構
成
原
理
の
成
立

を
主
張
す
る
い
く
つ
か
の
公
理
が
続
く:

空
集
合
∅
の
存
在
を
主
張
す
る
空
集
合
の
公
理
、
与

え
ら
れ
た
集
合
x
、
y

に
対
し
、
集
合{

x
,y}

が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
対
の
公
理
、
集

合
（
族
）
x
に
対
す
る
、
x
の
和
集
合{

z
:
あ
る

y
が
存
在
し
て

z
∈
y
か
つ

y
∈
x}

の
存

在
を
主
張
す
る
和
集
合
の
公
理
、
ま
た
、
x
の
冪
集
合P
(x
)

の
存
在
を
主
張
す
る
冪
集
合
の

公
理
で
あ
る
。
無
限
集
合
の
存
在
も
保
証
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
、
前
節

で
述
べ
た
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
意
味
で
の
ω
の
存
在
を
主
張
す
る
無
限
公
理
を
採
用
す
れ
ば

よ
い
。
最
後
に
、
分
離
公
理
と
呼
ば
れ
る
公
理
群
を
付
加
す
る
。
こ
れ
は
各
々
の
確
定
し
た
性

（
38

）Z
,F
,C

は
そ
れ
ぞ
れ
、Z

erm
elo,

F
raen

k
el,

A
x
iom

of
C
h
oice

（
選
択
公
理
）
の
頭
文
字
か
ら
来
て
い
る
。

（
39

）
ツ
ェ
ル
メ
ロ(Z

erm
elo)

と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
苗
字
だ
が
、
こ
れ
に
は
逸
話
が
あ
っ
て
、
ツ
ェ

ル
メ
ロ
の
お
父
さ
ん
か
お
爺
さ
ん
か
が
、
昔
の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
苗
字
を
持
っ
て
い
な
く
て
、
ど
こ
か
の
国

境
で
急
に
苗
字
を
名
乗
る
必
要
が
出
た
と
き
に
、
咄
嗟
にW

alzerm
elod

ie

（
ワ
ル
ツ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
と
い
う

ド
イ
ツ
語
の
単
語
か
ら
苗
字
を
で
っ
ち
あ
げ
た
の
が
そ
の
由
来
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
、
こ
の
逸
話
を
思
い
出
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
ど
こ
で
読
ん
だ
の
か
も
何
語
で
読
ん
だ
の
か
も
全
く
思
い
出

せ
な
い
で
い
る
。
関
連
し
た
記
事
が
な
い
か
と
思
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
て
み
た
の
だ
が
、
筆
者
の
話
せ
な

い
中
国
語
と
ロ
シ
ア
語
の
ペ
ー
ジ
し
か
検
索
に
か
か
ら
な
か
っ
た
。
出
典
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
ど
な
た
か
教
え
て

い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
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質A
(z)

と
与
え
ら
れ
た
集
合
x
に
対
し
、
集
合{

z
∈
x

:
A
(z)}

の
存
在
を
主
張
す
る
公
理

の
集
ま
り
で
あ
る
。（
図
３
）。

A(z)を満たす
ような z

A(z)を満たさ
ないような z

x
{z ∈ x : A(z)}

図 ３

ラ
ッ
セ
ル
の
逆
理
で
の
『
集
合
』
や
、V

,
O
n
,
C
ard

な
ど
の
『
構
成
』
に
は
こ
の
分
離
公

理
も
後
出
の
置
換
公
理
も（

40
）

適
用
で
き
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
。

（
40

）

た
だ
し
、
あ
る
性
質
A
に
対
しC

=
{x

:
A
(x
)}

が
集
合
に
な
る
こ
と
が
示
せ
な
い
と
き
に
も
、『x

∈
C

』

をA
(x
)

と
い
う
主
張
の
代
用
（
略
記
）
と
し
て
用
い
る
。
前
出
のV

,
O
n
,
C
ard

等
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
、

形
式
的
に
は
、『
す
べ
て
のx

∈
V

に
対
し
』
は
『
す
べ
て
の
x
に
対
し
』
の
略
記
と
思
い
、『
あ
るα

∈
O
n

に

対
し
』
は
『
あ
る
順
序
数
α
に
対
し
』
の
略
記
と
思
う
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
んV

,
O
n
,
C
ard

等
は
集
合
で
な

い
の
で
、
こ
れ
ら
が
集
合
の
要
素
に
な
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。V

,
O
n
,
C
ard

等
の
よ
う
な
必
ず
し
も
集
合
で

な
い
、
集
合
の
集
ま
り
を
ク
ラ
ス
と
び
、
そ
れ
が
集
合
で
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
て
そ
の
こ
と
を
強
調
し
た
い

と
き
に
は
真
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
、
と
い
う
。
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ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
公
理
系
で
は
以
上
に
加
え
て（

41
）

選
択
公
理
が
採
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、（

42
）

互
い
に
素

な
空
集
合
で
な
い
要
素
か
ら
な
る
集
合
x
に
対
し
、
集
合
y
で
、
す
べ
て
の
x
の
要
素
と
の
共
通

部
分
が
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
要
素
を
含
む
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
公
理
と
し

て
定
式
化
で
き
る
。
こ
の
公
理
は
、
他
の
公
理
の
存
在
の
も
と
で
、「
す
べ
て
の
集
合
は
整
列
で

き
る
」
と
い
う
主
張
と
同
値
で
あ
る
（
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
定
理
）。
あ
る
集
合
x
が
整
列
で
き
る
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
整
列
順
序
の
順
序
型
と
な
っ
て
い
る
順
序
数
α
か
ら
x
の
上
へ
の
一
対
一
写
像

が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
x
の
上
へ
の
一
対
一
写
像
が
存
在
す
る
よ
う
な
順

序
数
α
の
う
ち
最
小
の
も
の
κ
を
と
れ
ば
、
こ
れ
は
基
数
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で|x

|
=
κ

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
択
公
理
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
の
集
合
は
（
前
節
の
フ
ォ
ン
・
ノ

イ
マ
ン
の
意
味
で
の
基
数
と
し
て
の
）
濃
度
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

第
１
節
で
そ
の
概
略
を
見
た
実
数
体
の
構
成
を
含
め
、
通
常
の
数
学
は
、
す
で
に
こ
の
ツ
ェ

ル
メ
ロ
の
体
系
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
順
序
数
上
の
帰
納
法
や
再
帰
的

構
成
を
積
極
的
に
用
い
た
（
集
合
論
的
？
）
数
学
を
展
開
す
る
に
は
、
置
換
公
理
と
呼
ば
れ
る

次
の
よ
う
な
公
理
群
が
必
要
に
な
る:

性
質A

(u
,v
)

が
集
合
x
上
で
関
数
的
で
あ
る
と
は
、
す

べ
て
のu

∈
x

に
対
し
、A

(u
,v
)

を
満
た
す
集
合v

が
一
意
に
決
ま
る
こ
と
で
あ
る
、
と
す

る
。
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
確
定
し
た
性
質A

(u
,v
)

に
対
し
、A

(u
,v
)

が
x
上
で
関
数
的
な
ら
、

（
41

）
次
節
に
述
べ
る
ゲ
ー
デ
ル
と
コ
ー
エ
ン
の
結
果
に
よ
り
、
選
択
公
理
は
集
合
論
の
他
の
公
理
か
ら
独
立
で
あ

る
。
他
の
集
合
の
存
在
公
理
と
異
な
り
、
選
択
公
理
が
存
在
を
保
証
す
る
集
合
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
集
合
と

な
る
か
が
全
く
不
明
な
の
で
、
構
成
的
な
数
学
を
標
傍
す
る
立
場
か
ら
は
、
選
択
公
理
の
使
用
が
問
題
視
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
20
世
紀
以
降
の
数
学
で
は
選
択
公
理
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
公
理
な
し
に
現
代
的
な
数
学
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
節

で
述
べ
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
的
集
合
の
内
部
モ
デ
ル
L
で
は
選
択
公
理
が
成
り
立
つ
こ
と
を
思
い
出
す

と
、
構
成
的
な
数
学
の
枠
組
の
中
で
選
択
公
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
議
論
を
L
に
移
行
す
る
こ

と
に
よ
り
選
択
公
理
の
使
用
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
選
択
公
理
を
と
り
あ
え

ず
使
っ
て
お
く
こ
と
は
構
成
的
な
数
学
を
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
『
危
険
』
に
曝
し
は
し
な
い
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
決
定
性
公
理
と
呼
ば
れ
る
集
合
論
の
公
理
が
、
選
択
公
理
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ー
ヴ
で
あ
る
か
の
よ
う
に

と
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
決
定
性
公
理
は
、
む
し
ろ
選
択
公
理
の
成
り
立
つ
集
合
論
の
宇

宙
の
内
部
モ
デ
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る
性
質
、
と
と
ら
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。

（
42

）
つ
ま
り
、u

∈
x

な
らu

̸=
∅

で
、u

∈
x

とv
∈
x

が
異
な
る
な
ら
、u

∩
v
=

∅

と
な
る
よ
う
な
x
。
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集
合{

v
:あ
る

u
∈
x
に
対
し

A
(u
,v
)}

が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
命
題
を
公
理
と
し

て（
43
）

採
用
す
る
（
図
４
）。

A(u, v)

x

{v : ある u ∈ x に対し A(u, v)}

図 ４

現
在
我
々
がZ

F
C

の
公
理
と
考
え
て
い
る
も
の
の
中
で
、
最
後
に
こ
の
公
理
系
に
と
り
入

れ
ら
れ
た
の
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
る
基
礎
の
公
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

公
理
は
技
術
的
に
は
「
す
べ
て
の
空
で
な
い
集
合
x
はx

∩
y
=

∅

と
な
る
よ
う
な
要
素
y
を
必

ず
持
つ
」
と
い
う
主
張
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
の
公
理
か
ら
は
例
え
ばx

∈
x

を
満
た
す

よ
う
な
病
的
な
集
合
x
の
非
存
在
が
た
だ
ち
に
導
か
れ
る
。
一
方
、
第
１
節
で
考
察
し
た
実
数

体
や
、
第
２
節
で
考
察
し
た
順
序
数
な
ど
、
実
際
の
数
学
の
運
用
で
必
要
と
な
る
集
合
は
、
す

べ
て
、
こ
の
公
理
を
満
た
す
よ
う
な
集
合
と
し
て
と
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

他
の
公
理
の
も
と
で
は
、
基
礎
の
公
理
は
、
集
合
の
全
体
が
次
の
よ
う
な
累
積
的
な
階
層
に
分

割
さ
れ
る
こ
と
と
同
値
で
あ
る
。
順
序
数
上
の
（
超
限
的
）
再
帰
的
定
義
に
よ
りV

α ,
α
∈
O
n

を
次
の
よ
う
に
定
め
る:

V
0
=

∅,
V
α
+
1
=
V
α
∪
P
(V

α ),
V
δ
= ∪

α
<
δ
V
α

（
δ
が（

44
）

極
限
順
序

数
の
と
き
）。
こ
の
と
き
、
基
礎
の
公
理
は
、V

= ∪
α∈

O
n
V
α

と（
45
）

同
値
に
な
る
（
図
５
）。

（
43

）
口
語
的
に
は
、
こ
の
公
理
は
全
体
と
し
て
「
集
合
を
集
合
の
サ
イ
ズ
だ
け
集
め
た
も
の
は
ま
た
集
合
に
な
る
」

こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
44

）
順
序
数
δ
が
極
限
順
序
数
で
あ
る
と
は
、α

+
1
=

δ

と
な
る
よ
う
な
順
序
数
α
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
45

）
こ
こ
で
の
、V

,
O
n

の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
註（
40
）を
参
照
。
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V

α

Vα

On

∅

α + 1

Vα+1

図 ５

こ
こ
で
、
分
離
公
理
や
置
換
公
理
で
の
『
確
定
し
た
性
質
』
は
、
こ
の
表
現
の
ま
ま
で
は
、
そ

の
適
用
範
囲
が
定
か
で
な
く
曖
昧
さ
が
残
る
。
ス
コ
ー
レ
ム
は1922

年
の
論
文
で
集
合
論
の
公

理
系
を
１
階
の
論
理
体
系
内
で
記
述
す
る
こ
と
で
、
こ
の
『
確
定
し
た
性
質
』
を
『
１
階
の
論
理

の
論
理
式
（
で
表
さ
れ
る
性
質
）』
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
が
、

ツ
ェ
ル
メ
ロ
は1930

年
の
論
文[

36]

で
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
と
り
入
れ
て
、
１
階
の
論
理
体
系

で
公
理
系
を
記
述
し
、
今
日
の
意
味
の
、
確
定
し
た
公
理
系
と
し
て
のZ

F
C

の
体
系
を
確
立

し
た
の
で
あ
っ
た
。

集
合
論
の
公
理
化
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、（
集
合
論
を
公
理
化
す
る
こ
と
で
）

「
そ
の
範
囲
内
で
議
論
を
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
逆
理
を
不
用
意
に
ひ
き
お
こ
し

て
し
ま
う
心
配
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
た
が
、
も
っ
と
積
極
的
に
「
逆
理
を
不
用
意

に
ひ
き
お
こ
し
て
し
ま
う
心
配
は
な
い
」
と
言
い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
？
残
念
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
理
論
的
に
不
可
能
な
夢
で
あ
る
こ
と
が
、
ゲ
ー
デ
ル

の
不
完
全
性
定
理
か
ら
帰
結
で
き
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
第
二
不
完
全
性
定
理
は
「
任
意
の
、
確
定
的
に
与
え
ら
れ
た
、
初
等
数
論
の
体

系
を
含
む
公
理
系
に
つ
い
て
、
そ
の
公
理
系
が
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
体
系
自
身
の
中

で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る（

46
）

定
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
公
理

的
集
合
論
の
体
系
の
中
で
は
N
（
つ
ま
り
ω
）
が
定
義
で
き
て
、
そ
こ
で
の
帰
納
法
や
再
帰
的

（
46

）
不
完
全
性
定
理
は
、
そ
の
証
明
自
体
は
技
術
的
に
決
し
て
難
し
く
な
い
の
だ
が
、
そ
の
深
淵
な
意
味
を
考
え

る
と
、
他
の
数
学
の
定
理
と
同
格
に
し
て
「
定
理
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
の
に
は
い
さ
さ
か
抵
抗
を
感
じ
る
。
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定
義
が
可
能
な
の
だ
っ
た
か
ら
、
公
理
的
集
合
論
の
体
系
の
中
で
の
N
の
理
論
は
初
等
数
論
を

含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
完
全
性
定
理
か
ら
、
集
合
論
の
体
系
の
中
（
の
推
論
）
で
集

合
論
の
体
系
自
身
の
無
矛
盾
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
た
瞬
間
に
、
そ
の
証
明
は
、
ま
さ
に
集
合
論
の
矛
盾
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
数
体
の
理
論
の
集
合
論
で
の
展
開
で
も
示
唆
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
集
合
論
は
既
存
の
数
学
で
行
な
え
る
議
論
を
す
べ
て
内
包
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
無
矛
盾
性
が
示
せ
な
い
と
し
た
ら
、
無
矛
盾
性
の
証
明
が
（
地
上
で
）
な

さ
れ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
が
証
明
さ
れ
た
の
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
論
文[

36]

が
発
表
さ
れ

た
の
と
同
じ
頃
だ
っ
た
が
、
そ
の
頃
の
晩
年
の
ツ
ェ
ル
メ
ロ
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理

を
（
心
情
的
に
？
）
理
解
で
き
な
か
っ
た
（
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
？
）（

47
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
集
合
論
（
数
学
）
の
無
矛
盾
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ

と
は
、
集
合
論
（
数
学
）
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

数
学
の
部
分
体
系
で
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
無
矛
盾
性
の
確
立
し
て
い
る
も
の
は
い
く
つ
か

あ
る—

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
拙
論[

18]

と
、
そ
の
引
用
文
献
の
中
の
文
献
等

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
集
合
論
の
体
系
の
中
で
展
開
さ
れ
る
数
学
理
論
の
健
全
性
も
、
こ

の
体
系
の
無
矛
盾
性
の
あ
る
種
の
保
証
と
考
え
ら
れ
る
。
体
系
の
中
で
理
論
が
大
き
く
発
展
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
発
展
の
様
相
は
、
そ
れ
自
体
、
体
系
の
整
合
性
の
保
証
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
発
展
に
と
も
な
っ
た
思
惟
、
推
論
に
よ
っ
て
も
（
今

ま
で
に
）
何
の
矛
盾
も
出
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
の
保
証
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
、
純
粋
に
形
式
的
に
は
、
こ
の
集
合
論
の
（
見
か
け
の
？
）
無
矛
盾
性
は
、
矛
盾
が

出
る
ま
で
の
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
状
態
、
あ
る
い
は
永
遠
に
矛
盾
が
出
て
こ
な
い
こ
と
の
高
々
有
限

な
例
証
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
何
の
意
味
を
も
持
ち
え
な
い
こ

（
47

）
こ
の
間
の
事
情
や
ツ
ェ
ル
メ
ロ
と
ゲ
ー
デ
ル
の
邂
逅
に
つ
い
て
は[

6]

のp
p
75–77

前
後
に
詳
し
い
。
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と
が
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
に
、
生
命
の
尊
さ
を
高
ら
か
に
謳
い
あ
げ
た
り
、
オ
ブ
ソ
レ
ー

ト
と
し
か
思
え
な
い
種
類
の
愛
国
心
の
高
揚
を
は
か
っ
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

我
々
21
世
紀
人
の˙人˙生
を
も
連
想
さ
せ
て
、
誠
に
涙
ぐ
ま
し
く
も
あ
る
。

一
方
ゲ
ー
デ
ル
の（

48
）

第
一
不
完
全
性
定
理
か
ら
は
、
集
合
論
の
公
理
系
の
ど
の
よ
う
な
拡
張
を

と
っ
て
も
、
完
全
な
公
理
系
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
ど
の
よ

う
な
拡
張
を
と
っ
て
も
」
と
い
う
の
は
、「
ど
の
よ
う
な
矛
盾
し
な
い
体
系
へ
の
拡
張
を
と
っ
て

も
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
二
不
完
全
性
定
理
か
ら
、
集
合
論
の
拡
張
が
矛
盾
し
な
い
こ
と

自
体
、
確
定
的
に
は
確
認
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
妥
当
な
拡

張
を
考
え
た
場
合
に
は
、
こ
の
拡
張
さ
れ
た
体
系
か
ら
論
理
的
に
真
偽
の
決
定
で
き
な
い
よ
う

な
命
題
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
特
に
、
集
合
論
自
身
も
そ
れ
が

無
矛
盾
で
あ
る
限
り
、
こ
の
意
味
で
完
全
で
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
集
合
論
の
公
理
系
の
性
質
を
思
い
浮
か
べ
る
と
む
し
ろ
自
然
な
状

況
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
集
合
論
の
公
理
系
は
、
述
語
∈
の
基
本
的
な
性

質
と
、
い
く
つ
か
の
（
つ
ま
り
種
類
と
し
て
は
有
限
個
だ
が
、
実
際
の
論
理
式
と
し
て
は
無
限

個
の
）
集
合
の
構
成
原
理
（
集
合
の
存
在
公
理
）
の
リ
ス
ト
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
リ
ス
ト
は
、
単
に
、
今
ま
で
の
数
学
で
必
要
に
な
っ
た
集
合
の
構
成
原
理
を
分
析
し
て
必

要
な
も
の
を
集
め
て
き
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
未
来
の
数
学
に
お
い
て
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
て
も
お

か
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
拡
張
の
候
補
と
し
て
は
、
様
々
な
種

類
の（

49
）

巨
大
基
数
の
存
在
を
主
張
す
る
公
理
が
案
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
公

（
48

）
第
一
不
完
全
性
定
理
は
、「
任
意
の
、
確
定
的
に
与
え
ら
れ
た
初
等
数
論
の
体
系
を
含
む
公
理
系
は
、（
そ
れ

が
矛
盾
し
な
い
な
ら
）
完
全
で
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
公
理
系
で
現
わ
れ
る
概
念
の
み
を
用
い
て
作
ら
れ
た
主
張

φ

で
、
φ

も
φ

の
否
定
も
こ
の
体
系
か
ら
証
明
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
定
理
で

あ
る
。

（
49

）
巨
大
基
数
と
は
、
非
可
算
な
基
数
で
、
ω
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
れ
よ
り
下
の
基
数
に
対
し
て
の
、
あ

る
種
の（

50

）
超
越
性
を
持
つ
よ
う
な
基
数
の
こ
と
で
あ
る
。
巨
大
基
数
の
理
論
や
そ
の
集
合
論
で
の
意
味
に
つ
い
て
は

[

14]

に
詳
し
い
。

（
50

）
ω
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
よ
り
小
さ
な
基
数
は
す
べ
て
有
限
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
限
で
あ
る
こ
と
で
、
ω

24



理
は
、
歴
史
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
脈
の
中
で
導
入
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
互
い
に
有
機
的
に
関
連
し
あ
っ
て
全
体
と
し
てZ

F
C

の
拡
張
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
っ

た
趣
の
複
合
体
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
（[

14]

を
参
照
）。
第
一

不
完
全
性
定
理
は
、Z

F
C

に
今
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
巨
大
基
数
公
理
を
付
加
し
て
い
っ
て
も

そ
れ
で
果
て
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
拡
張
の
可
能
性
を
持
っ
た
開
か
れ
た
体
系
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
巨
大
基
数
に
つ
い
て
は
、「
そ
ん
な
あ
る
か
な
い
か
分
ら
な
い
も
の
を
考
え
て
も

し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
感
想
を
持
つ
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
の
冒
頭

に
引
用
し
た
カ
ン
ト
ル
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
研
究
を
、
そ

れ
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
制
限
す
る
の
は
、
数
学
の
自
由
の
精
神
に
反
す

る
非
生
産
的
な
態
度
と
し
て
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
巨
大
基
数
の
公
理
に
つ
い
て
は
、
上
で
『
拡
張
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
』
と
表
現
し
た
よ
う
な
非
常
に
美
し
い
相
互
関
係
の
理
論
が
作
り
あ
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ま

た
、
巨
大
基
数
の
存
在
公
理
の
下
で
、
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
内
部
モ
デ
ル
の
手
法
や
強

制
法
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
超
フ
ィ
ル
タ
ー
の
手
法
な
ど
に
よ
る
様
々
な
応
用
や
興
味
深
い
結
果
が

多
く
得
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
巨
大
基
数
は
、
む
し
ろ

も
っ
と
積
極
的
に
、
存
在
す
べ
き
も
の
、
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

4

ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
的
集
合
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
と
連
続
体
仮
説

の
集
合
論
か
ら
の
独
立
性

ゲ
ー
デ
ル
が
連
続
体
仮
説
の
集
合
論
上
の
相
対
的
無
矛
盾
性
を
証
明
し
た
の
は1930

年
代
の

後
半
だ
っ
た
。
も
う
少
し
正
確
に
言
う
と
、
ゲ
ー
デ
ル
の
こ
の
集
合
論
に
関
す
る
仕
事
は
、
選

択
公
理
を
含
ま
な
い
集
合
論
上
の
、
選
択
公
理
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
か
ら
、
一
般
連
続

は
（
加
減
乗
除
な
ど
）
有
限
の
数
ど
う
し
の
演
算
の
結
果
で
は
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
種
類
の
超
越

性
を
有
し
て
い
る
。
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体
仮
説
の
集
合
論
上
の
相
対
的
無
矛
盾
性
ま
で
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。

Z
F
C

か
ら
選
択
公
理
を
除
い
た
体
系
はZ

F

と
呼
ば
れ
る
が
、
初
等
数
論
は
、
こ
の
体
系
に

す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
第
二
不
完
全
性
定
理
はZ

F

に
も
適
用
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
体
系
が
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
こ
こ
で
言
う
『Z

F
上
の
選
択
公
理
の
相
対
的
無
矛
盾
性
』
は
、『Z

F

が
無
矛
盾
な
ら
、ZF

C

も
無
矛
盾
で
あ
る
』
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
同
様
に
、『Z

F

上
の
（
一
般
）
連
続
体
仮
説
の
相

対
的
無
矛
盾
性
』
は
、『Z

F

が
無
矛
盾
な
ら
、Z

F

に
（
一
般
）
連
続
体
仮
説
を
付
け
加
え
た

体
系
も
無
矛
盾
で
あ
る
』
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
実
際
に
はZ

F

で
議
論
す
る
と
、
選
択
公
理

は
一
般
連
続
体
仮
説
が
ら
導
き
出
せ
る
の
で
（（

51
）

シ
ル
ピ
ン
ス
キ
ー
の
定
理
）、Z

F

上
の
一
般
連

続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
が
こ
こ
で
述
べ
た
結
果
を
す
べ
て
包
括
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
証
明
の
構
造
と
し
て
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
結
果
は
、（（

52
）

強
い
形
の
）
選
択
公
理
のZ

F

上
の
相

対
的
無
矛
盾
性
証
明
と
、Z

F
C

上
の
一
般
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
証
明
、
と
い
う
二

段
構
え
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
結
果
は
、
実
際
に
は
、
証
明
の
体
系
に
関
す
る
、
次
の
よ
う

な
、 m

e
th

a
-m

a
th

e
m
a
tic

s

メ
タ
数
学
で
の（

53
）

主
張
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Z

F

上
の
一
般
連
続
体
仮
説
の
相
対

的
無
矛
盾
性
の
定
理
の
ゲ
ー
デ
ル
に
よ
る
証
明
は
、『Z

F
C

に
一
般
連
続
体
仮
説
を
付
け
加
え

（
51

）
こ
の
定
理
は
、
リ
ン
デ
ン
バ
ウ
ム
と
タ
ル
ス
キ
ー
が1

92
6

年
に
証
明
な
し
で
発
表
し
た
も
の
で
，
シ
ル
ピ
ン

ス
キ
ー
が195

8

年
の
論
文
で
証
明
を
与
え
て
い
る
。

（
52

）
後
で
見
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
デ
ル
に
よ
る
構
成
的
集
合
の
全
体
か
ら
な
る
内
部
モ
デ
ル
で
は
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス

全
体
を
整
列
す
る
定
義
可
能
な
整
列
順
序
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
集
合
か
ら
、
こ
の
整
列
順
序
に
関
し

て
最
小
の
要
素
を
選
択
す
る
対
応
は
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
選
択
関
数
と
な
っ
て
い
る
。

（
53

）
数
学
者
が
数
学
す
る
と
き
、
彼
ま
た
は
彼
女
は
イ
デ
ア
の
世
界
で
の
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
果
出
来
上
が
っ
た
理
論
を
外
側
か
ら
な
が
め
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
記
号
の
操
作
の
体
系
の

中
で
形
式
的
論
理
体
系
で
の
証
明
規
則
に
従
っ
た
記
号
の
変
形
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
数
学
者
は
機
械
に
読

ま
せ
る
た
め
に
数
学
理
論
を
書
き
だ
す
の
で
は
な
く
、
生
身
の
人
間
に
読
ま
せ
る
た
め
に
書
く
わ
け
な
の
で
、
出

来
上
が
っ
た
数
学
理
論
（
の
記
述
）
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
機
械
で
も
処
理
で
き
る
よ
う
な
種

類
の
記
号
列
で
は
な
い
が
、
理
論
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
翻
訳
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
数
学
の
営
み
を
記
号
列
の
操
作
と
し
て
外
側
か
ら
な
が
め
て
分
析
す
る
視
点
の
こ
と
を
、
メ
タ
数
学
と
い
う
。
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た
体
系
か
ら
矛
盾
を
導
く
よ
う
な
証
明
が
与
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
こ
の
証
明
を
機
械
的
に
変

形
し
て
、Z

F

か
ら
矛
盾
を
導
く
証
明
に
作
り
な
お
せ
る
』
と
い
う
主
張
の
証
明
と
見
る
こ
と
が（

54
）

で
き
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
証
明
は
、
今
日
か
ら
見
る
と
非
常
に
自
然
で
、
誰
で
も
思
い
つ
き
そ
う
に
思
え

る
が
、
勿
論
こ
れ
は
、
我
々
が
、
ゲ
ー
デ
ル
を
含
む
20
世
紀
の
巨
人
た
ち
の
肩
に
乗
っ
て
見
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
巨
人
た
ち
の
肩
の
上
か
ら
の
眺
望
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
た
め
の
準
備
を
、
ま
ず
少
し
し
て

お
こ
う
と
思
う
。
数
学
的
構
造
M
と
M
の
部
分
構
造
N
が
あ
る
と
き
、
N
が
M

の
初
等
部
分

構
造
で
あ
る
と
は
、
N
の
任
意
の
要
素a

0 ,...,
a
n−

1

に
対
し
て
、
１
階
の
論
理
の
論
理
式
で

書
け
る
n
個
の
対
象
に
関
す
る
性
質
φ

の
真
偽
が
、
こ
の
性
質
を
M
で
解
釈
し
て
も
、
N
で
解

釈
し
て
も
変
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。

任
意
の
数
学
的
構
造
M
が（

55
）

与
え
ら
れ
た
と
き
、
M
の
任
意
の
無
限
部
分
集
合
（
必
ず
し
も
部

分
構
造
で
な
く
て
よ
い
）
A
に
対
し
、
A
を
含
む
M
の
初
等
部
分
構
造
N
で
、|A

|
=

|N
|

と
な
る
も
の
が
必
ず
存
在
す
る（

56
）

（
レ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ム=

ス
コ
ー
レ
ム
の
定
理
）。

M
と
そ
の
部
分
構
造
N
に
対
し
、
論
理
式
φ

が
（
M
と
N
に
関
し
て
）
絶
対
的
で
あ
る
と

は
、
N
の
ど
ん
な
要
素
（
の
組
）
を
φ
の
パ
ラ
メ
タ
と
し
て
と
っ
て
き
て
も
、
φ
が
M
で
成
り

立
つ
こ
と
と
N
で
成
り
立
つ
こ
と
が
同
値
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ム=

ス
コ
ー

レ
ム
の
定
理
で
は
す
べ
て
の
論
理
式
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
真
理
の
定
義
不
可
能

性
か
ら
、
M
が
ク
ラ
ス
の
場
合
に
は
、
一
般
に
は
、
定
式
化
す
ら
不
可
能
で
あ
る
が
、
絶
対
性

は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
論
理
式
に
関
す
る
性
質
な
の
で
、M

やN

が
真
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
場
合

（
54

）
よ
り
詳
し
く
は
、[

19]

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
55

）
も
う
少
し
正
確
に
は
、
こ
こ
で
は
、
M
の
構
造
に
含
ま
れ
る
関
係
や
関
数
が
全
部
で
高
々
可
算
個
で
あ
る
こ

と
を
仮
定
し
て
い
る
。

（
56

）

A
か
ら
出
発
し
て
、
存
在
命
題
と
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
ま
で
に
と
っ
て
き
た
M
の
要
素
を
パ
ラ
メ
タ
と
し
て

含
む
）
論
理
式
が
M
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
主
張
の
例
と
な
る
M
の
要
素
を
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
と
い

う
操
作
を
繰
り
返
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
式
の
主
張
の
例
に
関
す
る
閉
包
を
作
り
、
こ
れ
を
N
と
す
れ
ば
よ
い
。

詳
し
く
は
、
た
と
え
ば[

32]

を
参
照
さ
れ
た
い
。

27



に
も
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

帰
納
的
関
数
は
不
完
全
性
定
理
の
証
明
で
ゲ
ー
デ
ル
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
重
要
な
概
念
で
、

こ
の
導
入
に
よ
っ
て
帰
納
的
関
数
の
理
論
と
い
う
数
理
論
理
学
の
研
究
分
野
が
新
し
く
発
足
し

て
い
る
が
、
同
じ
よ
う
に
、
絶
対
性
と
次
に
述
べ
る
構
成
的
集
合
は
、
両
方
と
も
、
ゲ
ー
デ
ル

に
よ
り
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
で
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
の
集
合
論
で
非
常
に

重
要
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
概
念
で
あ
る
。

構
造
M
が
、
M
（
の
領
域
）
上
の
∈-

関
係
の
み
を
二
項
関
係
と
し
て（

57
）

持
つ
と
き
、
∈-

モ
デ

ル
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
任
意
の
∈-
モ
デ
ル
M
に
対
し
、
M

と
同
型
な
、
∈-

モ
デ
ル
N
で

推
移
的
な
も
の
が
存
在
す
る
（
モ
ス
ト
フ
ス
キ
ー
の
定
理
（
の
特
殊
な
場
合
））。
こ
こ
で
、
集

合
N
が
推
移
的
で
あ
る
と
は
、x

∈
N

でy
∈
x

な
ら
常
にy

∈
N

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
M
か
ら
N
へ
の
同
型
写
像
は
、
M
の
推
移
的
な
部
分
集
合
の
要
素
を
動

か
さ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
以
降
、
任
意
の
集
合
を
断
わ
り
な
く
∈-

モ
デ
ル
と
も
見
る
こ

と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
論
の
言
語
で
書
か
れ
た
論
理
式
の
真
偽
は
任
意
の
集
合
x
で

（
x
を
∈-

モ
デ
ル(x

,∈
)

と
み
な
す
こ
と
で
）
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
の
存
在
記
号

が
あ
る
集
合
（
を
表
す
変
数
ま
た
は
パ
ラ
メ
タ
の
要
素
の
存
在
の
形
）
に
制
限
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
論
理
式
（
制
限
さ
れ
た
論
理
式
）
は
、
推
移
的
集
合
と
V
と
の
間
で
絶
対
的
に
な
る
こ
と

が
論
理
式
の
構
成
に
関
す
る
帰
納
法
で
容
易
に
示
せ
る
。

以
上
の
準
備
を
し
て
お
く
と
、
ゲ
ー
デ
ル
の
（
一
般
）
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の

証
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
節
で
のV

α ,
α
∈
O
n

に
似
せ
て
、L

α ,
α
∈
O
n

を
次
の
よ
う
に
し
て
再
帰
的
に
定
義
す

る:
L
0
=

∅,
L
α
+
1
=
L
α
∪
D
ef(L

α ),
L
δ
= ∪

α
<
δ
L
α

（
δ
が
極
限
順
序
数
の
と
き
）。
た

だ
し
、
集
合
X
に
対
し
、D

ef(X
)
=

{
Y

∈
P
(X

)
:
Y
は

X
で
定
義
可
能
}

（
58
）

と
す
る
。
こ

（
57

）
こ
の
状
況
をM

=
(M

,∈
)

と
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。

（
58

）Y
⊆

X

が
X
で
定
義
可
能
と
は
、X

の
い
く
つ
か
の
要
素
を
パ
ラ
メ
タ
と
し
て
含
む
（
集
合
論
の
言
語
上

の
）
論
理
式φ

(x
)

が
存
在
し
て
、Y

=
{
a
∈
X

:
a
を

φ
(x
)
に
代
入
し
た

φ
(a
)
は

X
で
成
り
立
つ
}

と
な

る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
で
、L

= ∪
α∈

O
n
L
α

と
す
る
。
L
の
要
素
（
つ
ま
りx

∈
L
α

と
な
る
よ
う
なα

∈
O
n

の

存
在
す
る
よ
う
な
集
合
x
）
は
構
成
的
集
合
で
あ
る
と
い
う
。

L

α

Lα

On

∅

α + 1

Lα+1

V

図 ６

各L
α

は
推
移
的
で
あ
る
こ
と
が
（
超
限
）
帰
納
法
で
示
せ
る
か
ら
L
も
推
移
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
先
程
の
推
移
的
な
∈-

モ
デ
ル
で
の
絶
対
性
に
関
す
る
注
意
を
用
い
る
と
、L

α

は

L
の
中
で
構
成
し
て
も
V
で
の
意
味
のL

α

と
一
致
し
、
し
た
が
っ
て
L
で
、V
=
L

（
つ
ま

り
、
す
べ
て
の
集
合
x
に
対
し
、x

∈
L
α

と
な
る
よ
う
な
順
序
数
α
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
）

が
成
り
立
つ
こ
と
や
、
L
でZ

F

が
成
り
立
つ
こ
と
が
示
せ
る
。
On
上
の
整
列
順
序
と
集
合
論

の
言
語
上
の
論
理
式
が
可
算
個
あ
る
こ
と
を
使
う
と
、
L
上
の
整
列
順
序
が
再
帰
的
に
構
成
で

き
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
と
、
第
３
節
で
述
べ
た
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
定
理
か
ら
、
L
で
選
択
公
理
が

成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
議
論
は
子
細
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
証
明
の
道
筋
を
工
夫
し
な
お
す
と
、
す
べ
てZ

F

の

中
で
証
明
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
らZ

F

上
の
選
択
公
理
の
相
対
的
無
矛
盾
性

が
証
明
で
き
る:

も
し
、Z

F
C

が
矛
盾
す
る
と
し
て
、
P
をZ

F
C

か
ら
の
矛
盾
の
証
明
と
す

る
と
、
P
に
あ
ら
わ
れ
る
論
理
式
を
す
べ
て
L
に
制
限
し
て
（
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
論
理
式
に

現
わ
れ
る
量
化
子
の
範
囲
を
L
の
要
素
に
書
き
な
お
し
て
）、
証
明
の
体
系
に
依
存
す
る
多
少

の
変
更
を
加
え
る
と
、Z

F
C

に
含
ま
れ
る
有
限
個
の
論
理
式
を
L
で
解
釈
し
た
も
の
が
成
り
立

つ
と
い
う
主
張
を
あ
ら
わ
す
論
理
式
を
前
提
条
件
と
し
た
矛
盾
の
証
明
が
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、Z

F
C

の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
式
に
対
し
て
、
そ
れ
を
L
で
解
釈
し
た
も
の
が
成
り
立
つ
と
い
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う
主
張
を
あ
ら
わ
す
論
理
式
は
上
で
述
べ
た
よ
う
にZ

F

か
ら
証
明
で
き
る
の
で
、
全
体
と
し

てZ
F

の
仮
定
か
ら
の
矛
盾
の
証
明
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
（
証
明
終
り
）

一
般
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

簡
単
の
た
め
に
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
の
み
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
一
般
連

続
体
仮
説
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
議
論
で
証
明
で
き
る
。

V
=
L

を
仮
定
し
て
、
ω
の
部
分
集
合
x
を
と
る
と
、x

∈
L
α

と
な
る
よ
う
な
順
序
数
α

が
と
れ
る
。
α
は
極
限
順
序
数
と
し
て
よ
い
。
こ
の
と
き
、
レ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ム=

ス
コ
ー
レ
ム

の
定
理
か
ら
、L

α

の
可
算
な
初
等
的
部
分
モ
デ
ル
M
で
、
x
を
含
む
よ
う
な
も
の
が
と
れ
る
。

L
α

はL
β ,
β
<
α

の
和
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、『
自
分
はL

β ,
β
∈
O
n

の
和
と
な
っ
て
い
る
』

と
い
う
主
張
（
こ
れ
を
ψ
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
はL

α

で
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
M
が

初
等
部
分
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ψ

は
M
で
も
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
N
を
こ
の

M
に
対
し
て
モ
ス
ト
フ
ス
キ
ー
の
定
理
で
の
よ
う
に
と
る
と
、
ψ
は
N
で
も
成
り
立
つ
。
と
こ

ろ
が
N
の
推
移
性
か
ら
帰
納
的
に
証
明
す
る
と
、
N
の
中
で
の
順
序
数
α
に
対
し
て
、
N
の
中

でL
α

を
と
る
と
、
こ
れ
は
V
で
のL

α

と
一
致
す
る
こ
と
が
α
に
関
す
る
帰
納
法
で
証
明
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
、
N
で
ψ

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、N

=
L
γ

と
な
る
順
序
数
γ

が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
N
は
可
算
で
あ
る
か
ら
、
γ

も
可
算
で
あ
る
。
一
方
、
モ
ス
ト

フ
ス
キ
ー
の
定
理
の
後
で
述
べ
た
注
意
に
よ
り
、
M
か
ら
N
へ
の
同
型
写
像
は
x
を
動
か
さ
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、x

∈
N

=
L
γ
⊆
L
ω
1

と
な
る
。

L

∅

M

Lω1

x

N = Lγ

図 ７

x
は
任
意
だ
っ
た
か
ら
、
L
で
、P

(ω
)

はL
ω
1

の
部
分
集
合
と
な
る
こ
と
が
わ
っ
た
。
と
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こ
ろ
がL

ω
1

の
濃
度
は
ℵ1（

59
）

だ
か
ら
、P

(ω
)

の
濃
度
は
ℵ1

よ
り
小
さ
い
か
等
し
い
。
一
方
カ
ン

ト
ル
の
定
理
か
らP

(ω
)

の
濃
度
は
ℵ1

よ
り
大
き
い
か
等
し
い
の
で
、
こ
の
濃
度
は
ℵ1

と
等

し
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
続
体
仮
説
が
L
で
成
り
立
つ
こ
と
が
以
上
で
示

せ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
選
択
公
理
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
と
同
様
の
議
論
を
組
み

合
せ
る
と
、
連
続
体
仮
説
のZ

F
C

上
の
相
対
的
無
矛
盾
性
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
証

明
終
り
）

ゲ
ー
デ
ル
は
、
す
で
に[

11]

の1947

年
版
で
連
続
体
仮
説
の
集
合
論
上
の
独
立
性
（
つ
ま

り
連
続
体
仮
説
も
そ
の
否
定
もZ

F
C

上
で
相
対
的
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
）
を
予
想
し
て
い
る
。

[

6]

に
よ
る
と
、
ゲ
ー
デ
ル
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
独
無
矛
盾
性
の
研
究

と
ほ
ぼ
平
行
し
て
連
続
体
仮
説
の
否
定
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
の
研
究
に
も
着
手
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
最
終
的
に
連
続
体
仮
説
の
否
定
の
相
対
的
無
矛
盾
性
を
証
明
し
た
の
は
、
コ
ー
エ
ン

(P
au

l
C
oh

en
,
1934

–)

で
、
そ
れ
は1963

年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
ー
エ
ン

は
強
制
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
手
法
の（

60
）

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
開
発
し
て
、
そ
れ
を
用
い
て
、
連
続
体

仮
説
の
否
定
の
相
対
的
無
矛
盾
性
を
証
明
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
は
、
連
続
体
濃
度
が
、

そ
れ
ま
で
に
連
続
体
濃
度
の
性
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、
非
可
算
で
、
可
算
な
共
終
数
を
持

ち
え
な
い
、
と
い
う
制
限
を
除
く
と
、
何
に
で
も
な
り
得
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
L
に
よ
る
（
一
般
）
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
が
、
V
の
部
分

ク
ラ
ス
（
つ
ま
り
L
）
で
、
推
移
的
で（

61
）

す
べ
て
の
順
序
数
を
含
ん
で
い
て
、
集
合
論
の
公
理
の（

62
）

（
59

）
パ
ラ
メ
タ
の
組
を
固
定
し
た
と
き
，
そ
れ
ら
の
パ
ラ
メ
タ
を
用
い
て
定
義
で
き
る
集
合
は
高
々
可
算
で
あ
る

こ
と
を
使
う
と
、
α
に
関
す
る
帰
納
法
に
よ
り
、|L

α
|
=

m
ax{|α

|,ℵ
0 }

と
な
る
こ
と
が
容
易
に
示
せ
る
。

（
60

）
強
制
法(forcin

g)

と
い
う
名
称
は
、
コ
ー
エ
ン
自
身
の
命
名
だ
が
、
コ
ー
エ
ン
が1963

年
の
仕
事
で
使
っ

た
の
は
、
現
在
で
は
コ
ー
エ
ン
強
制
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
現
在
の
意
味
で
の
一
般
的
な
強
制
法
の
う
ち
の
一
つ

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

（
61

）
こ
れ
はα

∈
L
α
+
1

が
す
べ
て
の
順
序
数
α
に
対
し
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

（
62

）
真
理
の
定
義
不
可
能
性
か
ら
、
す
べ
て
の
公
理
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

注
意
す
る
。
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一
つ
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る（

63
）

よ
う
な
も
の
を
構
成
し
て
、
そ
こ
で
（
一
般
）
連
続
体
仮

説
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
で
得
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
コ
ー
エ
ン
の
強
制
法
はZ

F
C

の
モ
デ
ル
を
外
に
拡
げ
る
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
で
あ
る

V
の
外
に
は
何
も
あ
り
よ
う
が
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
は
、
正
確
に
は
、
も
う
少
し
違
っ
た
記

述
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
今
、Z

F
C

と
相

対
的
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
命
題
を
C
と
し
よ
う
。
C
の
相
対
的
な
無
矛
盾
性
を
証

明
す
る
た
め
の
強
制
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
P
と
す
る
と
、
次
が
可
能
に
な
る:

Z
F
C

の
公

理
の
う
ち
の
任
意
の
有
限
個A

1 ,
A

2 ,...,
A

m

が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
を
含
む
十
分

に
沢
山
な
有
限
個
のZ

F
C

の
公
理A

1 ,
A

2 ,...,
A

n
(m

≤
n
)

が
と
れ
て
、
次
が
成
り
立
つ
。

う
ま
く
順
序
数
α
を
と
る
と
、
V

とV
α

の
間
で
、
こ
れ
ら
の
公
理
の
す
べ
て
が
絶
対
的
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
と
れ
る
（
レ
ヴ
ィ
の
反
映
原
理
）。
つ
ま
りV

α

はA
1 ,
A

2 ,...,

A
m

の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
レ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ム=
ス
コ
ー
レ
ム
の
定
理
に
よ
り
、

V
α

の
初
等
部
分
モ
デ
ル
で
可
算
な
も
の
M
を
と
り
、
モ
ス
ト
フ
ス
キ
ー
の
定
理
を
適
用
し
て

M
と
同
型
で
推
移
的
な
N
を
と
る
。
N
に
P
に
よ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
集
合
と
呼
ば
れ
る
、
N

に
要
素
と
し
て
含
ま
れ
な
い
N
の
部
分
集
合
G
を（

64
）

付
加
し
て
、∈
-

モ
デ
ルN

[G
]

を
作
る
と
、

N
[G

]

はA
1 ,
A

2 ,...,
A

m

（n

で
な
く
てm

）
と
、
C
の
モ
デ
ル
に
な
る
。

こ
の
状
況
が
、
命
題
C
のZ

F
C

か
ら
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
を
与
え
る
こ
と
は
、
次

の
よ
う
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る:

今
、Z
F
C

に
C
を
付
加
し
た
体
系
か
ら
矛
盾
が
導
け

た
と
し
て
、
そ
の
証
明
を
P ′

と
す
る
。
P ′

で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
るZ

F
C

の
公
理
をA

1 ,

A
2 ,...,

A
m

と
す
る
と
、
背
理
法
に
よ
り
、
P ′

はA
1 ,
A

2 ,...,
A

m

か
ら
C
の
否
定
（
こ
れ
を

D
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
証
明
P
に
変
形
で
き
る
。
一
方
、
強
制
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
P

の
選
び
方
か
ら
、A

1 ,
A

2 ,...,
A

m

と
、
C
の
モ
デ
ルN

[G
]

が
存
在
す
る
。Z

F
C

外
側
か
ら

な
が
め
な
お
す
と
、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
はZ

F
C

の
有
限
個
の
公
理
が
用
い
ら
れ
て
い

（
63

）
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ス
の
こ
と
を
集
合
論
の
内
部
モ
デ
ル
と
い
う
。

（
64

）

N
は
可
算
だ
か
ら
カ
ン
ト
ル
の
定
理
に
よ
り
N
に
要
素
と
し
て
含
ま
れ
な
い
N
の
部
分
集
合
は
沢
山
存
在

す
る
。
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る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
をB

1 ,...,
B

ℓ

と
す
る
。
さ
て
、N

[G
]

は
C
の
モ
デ
ル
で
あ
っ

た
が
、
N
はA

1 ,
A

2 ,...,
A

m

の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
のZ

F
C

の
公
理
の
選
び

方
か
ら
、N

[G
]

は
C
の
否
定
D
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ

の
矛
盾
の
証
明
を
も
う
一
度
外
か
ら
な
が
め
る
と
、
こ
れ
は
、A

1 ,
A

2 ,...,
A

m
,
B

1 ,...,
B

ℓ

か
ら
の
矛
盾
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
てZ

F
C

か
ら
矛
盾
が
証
明

さ
れ
た
。

特
に
、
P
と
し
て
コ
ー
エ
ン
強
制
法
を
と
る
と
、
P
はℵ

1
<

2
ℵ
0

の
相
対
的
無
矛
盾
性
を
証

明
す
る
た
め
の
強
制
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
上

の
メ
タ
数
学
的
議
論
に
よ
り
、
連
続
体
仮
説
の
否
定
のZ

F
C

か
ら
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証

明
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
強
制
法
で
の
モ
デ
ル
の
構
成
は
、
厳
密
に
は
最
初
に
言
っ
た
V
の
拡
大
、
と
い

う
ナ
イ
ー
ヴ
な
と
ら
え
方
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
方
便
と
し
て
、
あ
る
い
は
ブ
ー
ル
値
モ

デ
ル
に
よ
る
解
釈
に
よ
り
、
V
の
P
に
よ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
を
考
え
る
、
と
い
う
と
ら
え

方
の
方
が
直
観
的
で
も
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
記
述
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

コ
ー
エ
ン
は
、
ま
た
、
彼
が
連
続
体
仮
説
の
否
定
を
証
明
し
た
と
き
に
作
っ
た
モ
デ
ル
の
内

部
モ
デ
ル
で
選
択
公
理
の
否
定
を
満
た
す
よ
う
な
も
の
を
作
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
選
択

公
理
のZ

F

上
の
独
立
性
も
証
明
し
て
い
る（

65
）

。

こ
こ
で
は
、
構
成
的
集
合
の
理
論
や
強
制
法
の
議
論
の
細
部
や
、
こ
れ
ら
の
手
法
や
そ
の
変

形
の
様
々
な
応
用
を
含
む
、
そ
の
後
の
集
合
論
の
発
展
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
が
な
い
の
が
残

念
で
あ
る
が
、
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
さ
ら
に
勉
強
し
て
み
た
い
と
思

う
人
の
た
め
に
、
参
考
文
献
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
、
こ
の
節
を
終
り
た
い
と
思
う
。

拙
著[

19]

に
は
、
本
節
で
述
べ
た
事
柄
が
も
う
少
し
詳
く
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
入
門
書

と
し
て
は
、[

25]

や[

26]

も
よ
い
だ
ろ
う
。

構
成
的
集
合
や
強
制
法
の
理
論
を
含
め
集
合
論
を
も
っ
と
き
ち
ん
と
勉
強
し
た
い
人
に
は
、
日

（
65

）
こ
の
主
張
も
厳
密
に
は
、
上
で
見
た
よ
う
な
メ
タ
数
学
的
議
論
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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本
語
訳
も
近
々
出
版
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る[

15]

が
標
準
的
な
教
科
書
と
し
て
す
す
め
ら

れ
る
。
強
制
法
は
、1960

年
代
に
は
、
ご
く
一
部
の
数
学
研
究
の
エ
リ
ー
ト
の
み
が
マ
ス
タ
ー

で
き
る
密
儀
の
よ
う
な
感
が
あ
っ
た
。
筆
者
の
知
っ
て
い
る
範
囲
で
言
え
ば
、
日
本
に
も
ド
イ

ツ
に
も
強
制
法
を
初
め
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
と
い
う
の
が
特
別
の
ス
テ
ー
タ
ス

を
持
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
少
し
状
況
が
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
こ
の
よ
う
な

雰
囲
気
は1970

年
代
ま
で
続
い
て
い
た
が
、
現
代
で
は
、
強
制
法
は
集
合
論
を
勉
強
す
る
学
生

が
当
然
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
（
使
い
こ
な
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
）、
ご
く
標
準
的
な
手

法
に
な
っ
て
い
る
。[

15]

は
、
強
制
法
が
、
こ
の
よ
う
に
、
集
合
論
を
勉
強
し
た
人
な
ら
誰
で

も
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
手
法
と
し
て
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
教

科
書
の
一
つ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
近
年
の
集
合
論
の
発
展
は[

14]

や[

13]

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
順
序
と
し
て
は

[

15]

を
ま
ず
き
ち
ん
と
読
ん
で
か
ら
で
な
い
と
、[

14]

や[

13]
に
書
い
て
あ
る
こ
と
の
意
味
は

理
解
し
に
く
い
と
思
う
。

な
お
、
筆
者
に
も
集
合
論
の
少
し
規
模
の
大
き
な
教
科
書
／
専
門
書[

20]
を
日
本
語
で
書
く

計
画
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
計
画
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
鬼
が
笑
う（

66
）

領
域
に
属
し
て
い
る
。

5

ゲ
ー
デ
ル
の
哲
学
と
集
合
論
の
未
来

専
門
家
以
外
に
は
決
し
て
読
破
で
き
な
い
が
、
現
代
集
合
論
の
最
先
端
の
息
吹
が
感
じ

ら
れ
る
。（[

31]

の
参
考
文
献
表
で
の[

14]

へ
の
コ
メ
ン
ト
）

こ
の
本
の
中
の
考
え
は

テ
ー
ブ
ル
を
く
も
ら
す

雲
の
通
過
で
あ
ろ
う

([

22]

に
収
録
の
『
あ
ざ
み
の
衣
』
か
ら
の
詩
句)

（
66

）
た
だ
し
、
笑
う
鬼
が
一
匹
か
二
匹
以
上
に
は
な
ら
い
よ
う
に
は
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
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集
合
論
は
、
前
節
で
述
べ
た
連
続
体
仮
説
の
独
立
性
の
結
果
で
決
着
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
は
決
し
て
な
い
。
特
に1980

年
代
後
半
く
ら
い
か
ら
現
代
に
か
け
て
な
さ
れ
た
研
究
は
質
、

量
と
も
に
、
こ
の
分
野
を
専
門
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
さ
え
も
圧
倒
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

一
方
、
集
合
論
の
近
年
の
発
展
は
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
般
に
知
ら
れ

て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
で
は
一
般
の
数
学
者
に
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
も
う
１
年
前
く
ら
い
前
に
な
る
が
、
筆
者
の
勤
め
て
い
る
大
学

に
非
常
勤
で
来
て
い
る
N
大
学
の
数
学
の
博
士
課
程
を
出
た
人
と
話
し
て
い
て
、「
集
合
論
で

す
か
、
な
つ
か
し
い
な
あ
、
昔
、
学
部
で
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と（

67
）

言
わ
れ
て
、

が
っ
く
り
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
超
限
帰
納
法
と
数
理
論
理
学
と
い
う
、
ど
ち
ら
も

日
本
の
大
学
の
数
学
教
育
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
含
ま
れ
て
い
な
い
躓
き
の
石
が

あ
る
た
め
に
、
集
合
論
は
、
人
一
倍
気
を
入
れ
て
専
門
的
に
勉
強
す
る
、
と
い
う
の
で
も
な
け

れ
ば
、
日
本
で
数
学
の
勉
強
を
し
た
人
に
は
い
さ
さ
か
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
実
際
、
日
本
で
現
在
集
合
論
の
研
究
を
前
線
で
行
な
っ
て
い
る
数
学
者
を
思
い
浮
か
べ

て
み
る
と
、
そ
の
60
％
以
上
は
外
国
で
学
位
を
取
っ
た
人
か
そ
の
弟
子
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
こ
の
節
の
初
め
に
引
用
し
た[

31]

の
「
専
門
家
以
外
に
は
決
し
て
読
破
で
き
な
い
」
と
い

う
コ
メ
ン
ト
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ゲ
ー
デ
ル
の[

11]

に
つ
い
て
は
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
10
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の（

68
）

文
章
は
ゲ
ー

デ
ル
の
集
合
論
に
関
す
る
基
本
思
想
を
述
べ
た
一
般
向
け
の
論
文
で
あ
る
。
最
初
の
版
は
ゲ
ー

デ
ル
の
構
成
的
集
合
に
よ
る
相
対
的
無
矛
盾
性
の
仕
事
の
少
し
後
の1947

年
に
書
か
れ
て
い

（
67

）
集
合
に
関
す
る
の
基
本
的
な
記
法
を
数
学
の
基
礎
の
一
環
と
し
て
教
え
る
科
目
が
、
多
く
の
数
学
科
の
学
部

の
授
業
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ピ
ア
ノ
の
お
け
い
こ
の
ア
ノ
ン
（
ハ
ノ
ン
）
の
練
習
曲
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
ア
ノ
ン
の
練
習
曲
が
音
楽
と
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
科
目
も
あ
ま
り
集
合
論
と
は

関
係
が
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
の
さ
か
ん
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ピ
ア
ノ
音
楽
教
育
の
結
果
と
し
て
、
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
は
ア
ノ
ン
の
練
習
曲
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
沢
山
輩
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し

た
ら
、
集
合
論
を
学
部
で
習
っ
た
集
合
算
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
数
学
者
が
沢
山
い
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
の
と
同
じ
く
ら
い
憂
鬱
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。

（
68

）
ゲ
ー
デ
ル
の[

11]

に
つ
い
て
は
、[

21]

に
も
子
細
な
分
析
が
あ
る
。
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て
、
そ
の
改
訂
版
で
あ
る1964

年
版
は
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
の
直
前
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
改
訂
版
が
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
の
後
で
あ
る
の
で
、
ゲ
ー

デ
ル
が
そ
の
時
点
で
こ
の
改
訂
版
を
撤
回
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ー
エ
ン
の
仕
事

を
ふ
ま
え
て
も
、
こ
の
文
章
の
大
き
な
変
更
の
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。1947

年
版
と1964

年
版
と
を
比
べ
て
み
る
と
、1964

年
版
で
は
多
数
の
脚
注
が
付

加
さ
れ
て
い
て
、1964

年
に
付
加
、
と
い
う
但
書
の
あ
る
脚
注
に
は
、
可
測
基
数
の
存
在
か
ら

V
=
L

の
否
定
が
導
か
れ
る
、
と
い
う
ス
コ
ッ
ト(D

an
a
S
cott,

1932
–
)

の
結
果
が
新
し
く

引
用
さ
れ
た
り
し
て
は
い
る
が
、
本
文
に
は
英
語
の
推
敲
を
除
く
と
大
き
な
変
更
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
実
際
、
既
に1947

年
版
の
テ
キ
ス
ト
で
の
連
続
体
仮
説
の
独
立
性
の
扱
い
は
、
未
だ
証

明
さ
れ
て
い
な
い
事
実
と
い
う
感
じ
に
近
い
も
の
で
あ
る
し
、
こ
の
文
章
で
、
ゲ
ー
デ
ル
は
、
連

続
体
仮
説
か
ら
の
帰
結
の
『
不
自
然
さ
』
か
ら
、
連
続
体
仮
説
は
正
し
く
な
い
、
つ
ま
り
、Z
F
C

の
『
正
し
い
』
公
理
に
よ
る
拡
張
で
そ
の
否
定
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
予
想
を

表
明
す
ら
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
を
今
読
ん
で
み
る
と
、
ゲ
ー
デ
ル
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
世
紀

末
か
ら
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
か
け
て
の
集
合
論
の
発
展
が
全
部
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
さ
え
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

[

11]

の
連
続
体
仮
説
の
否
定
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
少
し
前
の
バ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
ゲ
ー

デ
ル
は
、
正
し
い
公
理
の
判
定
条
件
と
な
り
う
る
状
況
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
あ

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
公
理
か
ら
豊
か
な
結
論
が
導
き
だ
せ
る
こ
と
、
そ
の
公
理
な
し
で
も
証

明
で
き
る
命
題
に
、
よ
り
直
観
的
で
本
質
的
な
別
証
を
提
供
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
公
理

自
身
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
結
果
の
豊
か
さ
な
ど
で
、
こ
れ
を
述
べ
た
後
ゲ
ー
デ

ル
は
（
旧
版
で
も
新
版
で
も
）
こ
の
バ
ラ
グ
ラ
フ
を
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『（

69
）

分
野
全
体
が
よ

く
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
る
』
と
き
に
は
、『
そ
れ
ら
（
訳
注:

そ
の
よ
う
な
公
理
）
は
、
少
な
く
と

（
69

）
旧
版
の
原
文
で
は
、『
分
野
』
に
、
数
学
で
い
う
と
代
数
、
幾
何
な
ど
に
相
当
す
る
学
問
の
分
野
の
単
位
を
指

す
ド
イ
ツ
語
のD

iszip
lin

に
対
応
す
る
英
語
の
単
語d

iscip
lin

e

が
使
わ
れ
て
お
り
、
新
版
で
は
英
語
で
や
は
り

同
じ
く
ら
い
か
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
学
問
分
野
の
一
領
域
を
指
すfi

eld

と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い

る
。

36



も
確
立
さ
れ
た
物
理
の
理
論
と
同
じ
意
味
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
』
と
結
ん
で
い

る
。
こ
の
最
後
の
部
分
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
惑
わ
さ
れ
て
か
、
ゲ
ー
デ
ル
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
ト
な
、

あ
る
い
は
さ
ら
に
病
的
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
否
定
的
な
評
価

が
一
部
で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
１
節
で
引
用
し
た[

2]

な
ど
も
、
そ
の
流
れ
の
中

の
発
言
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
数
学
者
に
と
っ
て
は
、
ゲ
ー
デ
ル

の
あ
げ
て
い
る
判
定
条
件
は
、
数
学
の
結
果
や
、
分
野
を
評
価
す
る
と
き
の
判
断
基
準
と
し
て

は
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
場
合
に
体
系
の

公
理
に
も
適
用
す
る
、
と
い
う
の
は
あ
な
が
ち
無
理
な
作
戦
と
も
言
え
な
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
事
実
、
こ
の
小
文
や[

19]

で
述
べ
た
よ
う
に
、
選
択
公
理
や
基
礎
の
公
理
の
正
し
さ

の
理
由
付
け
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
議
論
も
ゲ
ー
デ
ル
の
判
定
基
準
と
呼
応
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
公
理
は（

70
）

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
連
続
体
問
題
に
戻
る
と
、
ゲ
ー
デ
ル
は
、
晩
年
、
連
続
体
の
濃
度
が
ℵ2

で
あ
る
こ
と

を
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
連
続
体
の
濃
度
が
ℵ2

に
な
る
こ
と
を

導
く
集
合
論
の
（
自
然
な
）
公
理
（
の
候
補
）
が（

71
）

い
く
つ
も
発
見
さ
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う

の
は
興
味
深
い（

72
）

。

連
続
体
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
三
つ
の
大
き
な
可
能
性
が
浮
上
し
て

い
る:（

１
）2

ℵ
0
=

ℵ
1 :

つ
ま
り
連
続
体
仮
説
が
成
り
立
つ
場
合
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
ゲ
ー

デ
ル
の
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、V

=
L

と
い
う
の
は
、
そ
の
理
由
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

V
=
L

は
、
先
程
触
れ
た
ス
コ
ッ
ト
の
結
果
か
ら
巨
大
な
巨
大
基
数
の
存
在
と
抵
触
す
る
か

（
70

）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
公
理
に
対
し
て
異
議
を
と
な
え
る
（
と
な
え
た
が
る
）
人
た
ち
が
今
日
で
も
存
在
す

る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
事
実
で
は
あ
る
が
。

（
71

）
こ
の
こ
と
に
関
連
し
た
解
説
に
は
拙
著[

16]

が
あ
る
。

（
72

）
ゲ
ー
デ
ル
が
連
続
体
仮
説
の
無
矛
盾
性
証
明
で
導
入
し
た
絶
対
性
の
概
念
が
、
こ
れ
ら
の
公
理
の
正
当
性
の

議
論
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
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ら
で
あ
る
。
巨
大
基
数
の
存
在
自
身
は
連
続
体
の
大
き
さ
に（

73
）

大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が

判
っ
て
い
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
の
結
果
な
ど
か
ら
、
大
き
な
巨
大
基
数
の
存
在
か
らV

̸=
L

が
強

い
形
で
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
巨
大
基
数
は
存
在
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
立

場
か
ら
は
、V

=
L

を
連
続
体
仮
説
が
成
立
す
る
こ
と
の（

74
）

理
由
と
し
て
は
採
用
で
き
な
い
。
連

続
体
仮
説
が
正
し
い
理
由
と
し
て
は
、
む
し
ろ
ℵ1

が
潜
在
的
に
巨
大
基
数
で
あ
る
（
つ
ま
り
V

の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
の
内
部
モ
デ
ル
で
あ
る
種
の
巨
大
基
数
に
な
り
得
る
）
と
い
う
こ
と
と

関
連
し
た
状
況
で
あ
ろ
う
、
松
原
洋
や
フ
ォ
ア
マ
ン(M

atth
ew

F
orem

an
,
1957

–)

ら
に
よ

る
、
こ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。

（
２
）2

ℵ
0
=

ℵ
2 :

V
と
そ
の
絶
対
性
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
の
間
の
或
る
種
の
絶
対
性
が
こ
れ

の
（
74
）

理
由
に
な
り
え
る
（[

16]

を
参
照
）。
ウ
デ
ィ
ン(H

u
gh

W
o
o
d
in
,
1955

–
)

のΩ
-logic

に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
る
べ
き
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
が
ま
だ
不
勉
強
の
た
め
、
コ

メ
ン
ト
は[

20]

ま
で
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
た
い
。

（
∞
）

2ℵ0

が
非
常
に
大
き
い:

こ
の
（
74
）

理
由
は
2ℵ0

が
（
実
可
測
基
数
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か

ら
）
潜
在
的
な
巨
大
基
数
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
３
つ
の
可
能
性
は
、
ど
れ
か
一
つ
が
正
し
い
と
選
択
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
し
て
、
全
部
を
認
め
た
上
で
そ
れ
ら
の
関
連
や
対
比
を
研
究
す
る

こ
と
で
、
総
体
と
し
て
連
続
体
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
思
う
。
ま
た
、
現
代
に
お
け
る
連
続
体
問
題
は
連
続
体
の
濃
度
だ
け

で
は
な
く
、
も
っ
と
多
様
な
連
続
体
の
集
合
論
的
特
性
を
注
目
す
べ
き
で
、
実
際
に
、
実
数
の

集
合
論
や
記
述
集
合
論
な
ど
の
分
野
で
そ
の
よ
う
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ

れ
ら
の
研
究
の
成
果
の
統
合
か
ら
何
か
が
新
し
く
見
え
は
じ
め
て
き
て
も
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

筆
者
自
身
の
専
門
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
身
贔
屓
を
さ
し
引
い
て
考
え
な
く
て
は
い

（
73

）
た
と
え
ば[

14]

を
参
照
。

（
74

）
こ
こ
で
、『
理
由
』
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
命
題
は
、
勿
論
、
そ
れ
自
身
集
合
論
か
ら
（
無
矛
盾
性
と
す
れ

ば
）
独
立
な
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
連
続
体
の
サ
イ
ズ
に
関
す
る
主
張
に
比
べ
る
と
、
そ

の
正
し
さ
に
関
す
る
議
論
の
可
能
性
の
感
じ
ら
れ
る
意
味
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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け
な
い
に
し
て
も
、
ゲ
ー
デ
ル
と
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
に
答
え
る
形
で
発
展
し
て
き
た1980

年
以

降
の
集
合
論
は
、
21
世
紀
の
現
在
、
最
も
魅
力
的
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
数
学
の
研
究
分
野
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
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