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時
06
分
（
日
本
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間
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版

以
下
の
文
章
は
、
現
代
思
想
二
〇
二
三
年
7
月
号
「
特
集*

〈
計
算
〉
の
世
界
」
に

寄
稿
し
た
論
説
の
拡
張
版
で
あ
る
。
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
復
活
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、投
稿
後
／
校
正
後
の
加
筆
訂
正
も
含
ま

れ
る
。
拡
張
版
で
加
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
主
な
も
の
は
、d

ark
green

(

こ
の
文

のforegrou
n
d

の
色)

で
色
付
け
し
て
あ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
最
新
版
は
、https://fuchino.ddo.jp/misc/computation-2023-x.pdf

と

し
てdow

nload

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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1

計
算
と
論
理

「
計
算
」
と
言
っ
た
と
き
に
多
く
の
人
が
連
想
す
る
の
は
、
数
の
計
算
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

こ
の
場
合
の
数
は
、
自
然
数
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
掛
け

0)

本
稿
の
内
容
は
、（
広
い
意
味
で
は
）
筆
者
が
研
究
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
科
研
費
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト:

集
合
論
的
多
世
界
宇
宙
の
視
点
で
の
連
続
体
問
題
の
解
決
、
基
盤
研
究(C

)
(2020

–
2023)

で
の
研
究
と
も
、
関

連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

後
に
も
、
本
稿
の
何
か
所
か
で
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
酒
井
拓
史
氏
か
ら
は
、
本
稿
の
草
稿
に
対
す
る
、
複

数
の
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
に
感
謝
す
る
。
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算99999999

×999999

な
ど
。
こ
の
掛
け
算
は
、
普
通
の
「
電
卓
」
で
計
算
す
る
と
桁
あ
ふ

れ
し
て
、
う
ま
く
計
算
で
き
な
か
っ
た
り
、
指
数
表
示
に
よ
る
近
似
値
が
表
示
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。P

C
上
の
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
う
と
、99999899000001

と
い
う
厳
密
な
答
を
返

し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
計
算
を
暗
算
で
し
て
く
だ
さ
い
、と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
？

ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
中
学
で
習
っ
た
式(a

−
b)(c−

d
)
=

a
c−

a
d
−

bc
+
a
d

が
応
用
で

き
そ
う
な
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
を
使
う
と
、99999999

=
100000000

−
1
=

10
8−

1,

999999
=

1000000
−
1
=

10
6−

1
に
注
意
し
て
、

99999999×
999999

=
(10

8×
10

6)−
(10

8×
1)−

(1×
10

6)
+

(1×
1)

(1)

と
計
算
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
計
算
な
ら
、
普
通
の
人
が
暗
算
で
計
算
の
で
き
る
、
ぎ

り
ぎ
り
の
線
に
入
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、こ
の
式(1)

を
見
る
と
、な
ぜ
、計

算
機
の
教
え
て
く
れ
た
答99999899000001

で
、
最
初
に
9
が
続
い
て
い
て
、10

8

の
桁
だ
け

8
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
後10

6

の
桁
未
満
で
0
が
続
い
て
、
最
後
に
一
の
桁
が
1
に
な
っ
て

い
る
の
か
も
、
理
解
で
き
る
。

小
学
校
で
習
う
数
の
計
算
は
、
機
械
的
な
操
作
に
す
ぎ
ず
、
習
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
実
行

す
る
限
り
、
ど
ん
な
知
性(intelligence)

も
必
要
に
な
ら
な
い
。
人
間
が
そ
の
よ
う
な
計
算
を

苦
痛
に
思
う
の
は
、
規
則
に
従
っ
て
延
々
と
機
械
的
な
操
作
を
間
違
う
こ
と
な
く
し
な
く
て
は

い
け
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
電
卓
や
、P

C

な
ど
で
の
（
普
通
の
）
計
算app

の
例
で
は
、
速

度
や
量
に
違
い
が
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
、
小
学
校
で
習
っ
た
数
の
計
算
と
同
じ

こ
と
を
機
械
的
に
や
っ
て
い
る
だ
け
で
、
違
い
は
、「
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
が
、
ど
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
重
量
挙
げ
選
手
が
持
ち
あ
げ
ら
れ
る
も
の
よ
り
重
い
も
の
を
、
持
ち
上
げ
ら
れ
る
」、
と
い
う

の
と
同
じ
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
暗
算
の
例
で
は
、
そ
こ
で
挙
げ
た
代
数
の
式
（
学
校
数
学
な
い
し
受
験
数
学
で
は

「
公
式
」と
言
う
の
だ
ろ
う
）を
思
い
つ
く
、と
い
う
理
智
の
働
き
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

機
械
的
な
計
算
と
は
少
し
違
う
よ
う
な
気
も
す
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
こ
こ
で
挙
げ
た
数
の

2



計
算
の
例
で
は
、
力
づ
く
の
機
械
的
な
計
算
で
結
果
を
出
す
こ
と
も
で
き
た
わ
け
だ
が
、
す
ぐ

に
見
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
よ
う
な
「
知
性
の
働
き
」
で
計
算
を
実
行
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
そ
れ
な
し
の
、
闇
雲
な
「
計
算
」
は
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
も
っ
て
し

て
も
不
可
能
だ
、
と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
る
。

「
計
算
」
を
、
も
う
少
し
一
般
化
し
て
、
狭
義
の
計
算
を
特
別
な
場
合
と
し
て
含
む
、(

数
学

の
命
題
の)

証
明
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
機
械
的
な
「
計
算
手
続
き
」
を
適
用
す
る

こ
と
で
問
題
が
解
決
で
き
な
い
場
合
の
方
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
人
間
の
「
知
性
」

を
本
質
的
に
使
わ
な
い
と
結
果
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
あ
る
命
題

を
証
明
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
一
定
の
時
間
を
か
け
る
と
結
果
が
出
る
、
と
い
う
保
証
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
、
山
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
数
学
の
未
解
決
問
題(

た
だ
未
解
決

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
解
決
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
の
未
解
決
の
問
題)

を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う1)
。

一
方
、
数
学
の
証
明
で
も
、
証
明
が
一
旦
確
立
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
正
し
い

こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
（
つ
ま
り
、
狭
義
の
「
計
算
」
で
の
検
算
に
相
当
す
る
作
業
を
す
る
）

こ
と
は
、
機
械
的
な
「
計
算
手
続
き
」
で
実
行
で
き
る
。
人
間
の
数
学
者
が
使
っ
て
い
る
言
葉

が
、
か
な
り
自
然
言
語
よ
り
の
、
人
間
の
「
数
学
的
直
観
」
に
訴
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
た

め
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ
を
機
械
に
か
け
て
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な
言
葉
に
翻
訳
す
る
の
は

そ
れ
ほ
ど
容
易
で
な
い
が
、
こ
の
翻
訳
を
ア
シ
ス
ト
す
る
未
来
の
AI
も
実
現
寸
前
ま
で
の
と
こ

ろ
に
来
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

中
学
校
以
降
の
「
数
学
」
で
は
、
証
明
の
こ
と
を
計
算
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

1)

こ
う
は
書
い
て
み
た
が
、
実
際
に
は
、
数
学
の
重
要
な
問
題
は
、
既
に
過
去
に
あ
ら
か
た
解
け
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
感
想
を
持
つ
人
が
少
な
く
な

い
の
は
、
現
代
の
数
学
の
内
容
や
そ
の
意
義
が
、
予
備
知
識
の
な
い
人
に
対
し
て
、
そ
う
簡
単
に
は
説
明
で
き
な

い
、
と
い
う
状
況
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
解
こ
う
と
し
て
、
一
般
の
人
に
理
解
し
や
す
そ

う
な
未
解
決
問
題
を
例
と
し
て
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、
説
明
さ
れ
た
側
は
、
数
学
の
未
解
決
問
題
と
は
、
そ
の
よ

う
な
例
と
し
て
説
明
さ
れ
た
問
題
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
、
と
誤
解
し
て
し
ま
う
危
険
も
小
さ
く
な

い
。
状
況
を
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
至
難
の
技
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
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こ
れ
は
、「
証
明
」
と
言
う
と
拒
否
反
応
を
示
す
人
が
一
定
数
い
る(

と
い
う
よ
り
、
実
際
に
は

大
多
数
で
あ
る)

こ
と
へ
の
教
育
的
配
慮
だ
ろ
う
か
。
式(

方
程
式)

を
解
く
、
と
い
う
タ
イ
プ

の
問
題
解
決
は
、
こ
の
、
計
算
と
呼
ば
れ
る
が
実
は
証
明
で
あ
る
、
の
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
だ
し

(

数
理
科
学
／
技
術
で
の
古
典
的
な
問
題
解
決
の
多
く
が
、
こ
の
「
方
程
式
を
解
く
」
と
い
う
作

業
に
帰
着
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い
人
の
た
め
に
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ

ろ
う)

、微
分
や
積
分
の「
計
算
」も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

∫
∞−
∞
e −

x
2d
x

(

ガ
ウ
ス
積
分[
25])
の
計
算
を
考
え
て
み
よ
。

数
学
の
証
明
は
、
人
間
の
知
性
が
必
要
に
な
る
、
と
言
っ
た
が
、
こ
の
「
知
性
」
と
、
知
っ

て
い
る
手
法
を
す
べ
て
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
調
べ
て
み
る
、
と
い
う
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
対
処
法
の
間
に
、
効
率
の
差
以
上
の
本
質
的
な
差
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
不

明
に
も
思
え
る
。
し
か
も
後
者
な
ら
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
実
装
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、

実
際
、
現
在
の
数
式
処
理
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら
、
先
の
例
で
触
れ
た
ガ
ウ
ス
積
分
や
そ
の
変
形

な
ら
、
難
な
く
「
計
算
」
で
き
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
証
明
」
も
一

般
化
さ
れ
た「
論
理
計
算
」と
し
て「
計
算
」に
含
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
て
み
る
と
、「
知
性
」

と
「
計
算
」
の
間
の
違
い
は
限
り
な
く
小
さ
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。

今
、
不
用
意
に
「
論
理
計
算
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
数
学
の
「
証
明
」
で
は

前
提
と
結
論
に
現
れ
る
命
題
た
ち
が
数
学
的
な
背
景
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
ら
を
つ
な
ぐ
推
論
は
、論
理
で
あ
り
、こ
の
意
味
で
、我
々
が
数
学
的
な
証
明
の
背
景
に
思
い

え
が
く(

人
間
の)

数
学
的
直
観
を
と
り
去
っ
て
、
操
作
と
し
て
眺
め
た
と
き
に
は
、
数
学
は
、

論
理
計
算
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
っ
た
よ
う
な
意
味
で
、
論
理
も
「
計
算
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
最
初
に
看
破
し

た
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ(G

ottfried
W

ilhelm
Leibniz,1646(

寛
永
23
年)

∼
1716(

享
保

元
年))

だ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
、
17
世
紀
後
半
か
ら
、
18
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
論

理
学
の
研
究
自
身
は
、殆
ど
未
発
表
で
、残
さ
れ
た
草
稿
か
ら
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
り
、
18

世
紀
や
19
世
紀
の
論
理
学
の
研
究
を
多
く
の
点
で
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
は
、

20
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
が
、
論
理
学
の
こ
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
た
こ

4



と
自
体
は
、
18
世
紀
や
19
世
紀
の
論
理
学
の
研
究
者
た
ち
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

は
、
彼
等
へ
の
精
神
的
影
響
は
少
な
く
な
か
っ
た
、
と
評
価
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る(

こ
の
評

価
に
関
し
て
は
、[

20]

も
参
照
さ
れ
た
い)

。

一
方
、
人
間
の
知
性
も
、(

こ
の
拡
張
さ
れ
た
意
味
を
含
む)

機
械
的
な
「
計
算
」
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
、
最
初
に
見
抜
い
た
の
は
、
テ
ュ
ー
リ
ン
グ(A

lan
Turing,1912(

明
治45

年)
∼

1954(

昭
和29

年))

だ
っ
た
と
思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
背
景
に
な
さ
れ
た
彼

の1930

年
代
の
研
究
で
導
入
さ
れ
た
、
仮
想
計
算
機
械(

テ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
マ
シ
ン)

は
、
現

代
の
計
算
機
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
呼
ん
で
も
よ
い
も
の
だ
っ
た([

22]

を
参
照)

。
2)た

だ
し
、
こ

の
「
人
間
の
知
性
が
、「
計
算
」
に
過
ぎ
な
い
」
に
は
、
異
論
を
は
さ
む
人
も
少
な
く
な
い
か
も

し
れ
な
い
、
例
え
ば
、
ゲ
ー
デ
ル
は
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
研
究
を
高
く
評
価
し
た
が
、
こ
の
「
人

間
の
知
性
が
、「
計
算
」
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
保
留
の
意
を
表
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る(

例
え
ば[

24]

の
第
II
章
第
３
節
を
参
照)
。

2)

こ
の
よ
う
に
書
い
た
と
こ
ろ
、T

uring

の
研
究
を
し
て
い
るZhao

Fan

氏
か
ら
、
こ
の
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
が

「
人
間
の
知
性
も
、(

こ
の
拡
張
さ
れ
た
意
味
を
含
む)

機
械
的
な
「
計
算
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
最
初
に
見
抜
い

た
」
は
，
現
代
で
は
誤
解
だ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
自
分
も
そ
う
思
う
、
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。

確
か
に
，
こ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
言
い
す
ぎ
で
，
こ
こ
で
の
表
現
は
、「
人
間
の
知
性
の
出
力
が
、(

個
々
の
イ
ン

ス
タ
ン
ス
で
の
出
力
と
い
う
意
味
で
も
、
出
力
全
体
、
と
い
う
意
味
で
も
、
こ
の
拡
張
さ
れ
た
意
味
を
含
む)

機
械

的
な
「
計
算
」
に
完
全
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
最
初
に
見
抜
い
た
の
は...

」
と
で
も
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
こ
う
言
い
直
し
た
と
し
て
も
、
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
、
彼
の1936

年
の
論
文[

22]

で
、
既
に
、
明
確
に
、
そ

の
よ
う
な
見
方
を
背
景
に
議
論
し
て
い
た
、
と
い
う
の
は
、
数
学
史
研
究
の
精
度
で
い
う
と
、
臆
測
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
こ
の[

22]

と1950

年
のim

itation
gam

e

が
論
じ
ら
れ
て
い
る[

23]

の
間
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、

テ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
、
こ
れ
を
確
信
し
た
と
思
っ
て
も
、
間
違
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
え
る
。

[

22]

で
「
人
間
の
心
の
動
き
」
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ(

現
代
の
意
味
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
で
な
く
、
計
算
を
実
行
す
る
、
と
い
う
現
在
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
職
業
に
つ
い
て
い
る
人
間)

の
計
算
の

際
の
そ
れ
、
の
み
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
現
代
の
用
語
でuniversal

T
uring

m
achine

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
、「
メ
タ
の
立
場
に
視
点
を
移
行
し
て
考
え
る
」
と
い
う
人
間
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
知
性
の

働
き
に
対
応
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
議
論
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
の
た
め
、
筆
者
の
過
剰
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
歴
史
家
と

し
て
で
は
な
く
、
数
学
者
と
し
て
の
筆
者
は
、
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
、[

22]

の
執
筆
の
段
階
で
、
既
に
、
こ
れ
に
つ

い
て
の
確
信
を
得
て
い
た
、
と
い
う
見
方
に
か
け
て
み
た
い
よ
う
な
気
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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昨
今
、い
わ
ゆ
る「
AI
翻
訳
」や3)
、ChatG

P
T

を
初
め
と
す
る“large

language
m

odels”
の
台
頭
が
、
話
題
を
さ
ら
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
「
知
性
的
な
」
計
算
機
を
既
に
知
っ
て

い
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
テ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
そ
ん
な
に
不
思

議
な
も
の
に
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
等
が
こ
の
よ
う
な
現
代
の
計
算
機
が
想

像
も
つ
か
な
い
時
代
に
、
こ
こ
で
言
っ
た
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
は
驚
愕
に

値
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
狭
義
の
計
算
と
、
証
明
の
間
に
は
、
有
限
の
対
象
に
対
す
る
考
察
に
限
定
し
て
も
眩

暈
の
す
る
よ
う
な
乖
離
が
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
例
を
見
て
み
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

チ
ェ
ビ
シ
ェ
フ
の
定
理
、
あ
る
い
は
ベ
ル
ト
ラ
ン
仮
説
と
呼
ば
れ
る
定
理
は
、
任
意
の
自
然

数
n

に
対
し
、
n

と
2n

の
間
に
少
な
く
と
も
一
つ
は
素
数
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
理
の
、
チ
ェ
ビ
シ
ェ
フ
に
よ
る
元
々
の
証
明
は
、
少
し
複
雑
な
、
解
析

学
を
用
い
る
も
の
だ
が
、
も
う
少
し
簡
単
な
、
ラ
マ
ヌ
ジ
ャ
ン
に
よ
る
証
明
が
あ
り
、
更
に
初

等
的
な
、
エ
ル
デ
シ
ュ
が
19
才
の
と
き
に
発
表
し
た
証
明
は
、[

1]

に
細
説
さ
れ
て
い
る
。
初

等
的
と
い
っ
て
も
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
証
明
を
見
つ
け
た
の
か
分
ら
な
い
よ
う
な([
1]

で
言

う
と
こ
ろ
の
「
天
国
に
あ
る
本
」
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な)

不
思
議
な
証
明
で
あ
る
。

W
ikipedia

[

26]

に
よ
る
と
、2023

年
2
月
現
在
に
知
ら
れ
て
い
る
最
大
の
素
数
は
、

2
8
2
,5
8
9
,9
3
3
−

1
(2)

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

3)

こ
こ
で
わ
ざ
と
「
い
わ
ゆ
る
「
AI
翻
訳
」」
な
ど
括
弧
つ
き
で
、
も
っ
て
ま
わ
っ
た
言
い
方
を
し
た
の
は
、A

I

(artificialintelligence)

と
い
う
単
語
が
本
来
指
す
べ
き
も
の
は
、現
在
既
に
実
現
で
き
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
い
未
来
に
実
現
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
本
物
のintelligence

を
指
す
た
め
の
用
語
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
動
物
と
話
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
お
人
形
と
話
す
こ
と
も
で

き
る
、
と
い
う
能
力
／
習
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
現
行
の
技
術
を
AI
と
し
て
売
っ
て
い
る
／
売
り

出
そ
う
と
し
て
い
る
会
社
た
ち
の
宣
伝
戦
略
の
よ
う
な
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
、
い
さ
さ
か
混
乱
が
生
じ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
論
考
と
は
別
の
文
脈
に
属
す
話
題
で
あ
る

よ
う
に
も
思
え
る
の
で
、
こ
れ
に
関
連
す
る
議
論
の
細
説
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
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2
8
2
,5
8
9
,9
3
3
と

2
8
2
,5
8
9
,9
3
4
の
間
に
あ
る
素
数
の
う
ち
最
小
の
も
の

(3)
と
い
う
指
定
を
考
え
て
み
る(

後
者
の
数
で
は
、
2
の
肩
に
乗
っ
た
数
字
が
1
だ
け
大
き
い
こ
と

に
注
意)

。
チ
ェ
ビ
シ
ェ
フ
の
定
理
か
ら
、そ
の
よ
う
な
数
は
、実
際
に
存
在
し
て
、こ
の
数
は
、

(3)

で
の
指
定
に
よ
り
一
意
に
確
定
す
る
し
、
そ
れ
に
は
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4

と
い
う
上
限
す
ら
存
在

す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
数
は
、
現
在
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
ず(

つ
ま
り(2)

の

よ
う
な
具
体
的
な
表
現
を
「
計
算
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い—

も
し
で
き
る
な
ら
、(2)

が
現

在
の
最
大
の
知
ら
れ
て
い
る
最
大
の
素
数
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
に
矛
盾
で
あ
る)

、
更
に
、
未

来
で
も
そ
う
で
な
い
可
能
性
も
高
い:

も
ち
ろ
ん(2)
よ
り
大
き
な
素
数(

の
具
体
的
な
表
現)

が
将
来
見
つ
か
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
素
数
が
、(3)

で
指
定
し
た

も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
そ
れ
が2

8
2
,5
8
9
,9
3
3

と2
8
2
,5
8
9
,9
3
4

の
間
に
入
っ
て
い
る
こ
と

す
ら
、
あ
ま
り
な
さ
そ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
3
−

1

が
素
数
な
ら
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4
−

1

も
素
数
か
も
し
れ
な
い
、

と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
形
の
素
数(

メ
ル
レ
ン
ヌ
数)

に
関
す
る
基
礎
理
論

(

例
え
ば
、[

27]

で
、
基
礎
事
実
が
、
証
明
も
含
め
て
確
認
で
き
る)

か
ら
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4
−

1

は

素
数
で
な
い
こ
と
が
直
ち
に
証
明
で
き
る
。
こ
う
言
う
と
、
こ
れ
も
、
証
明
は
で
き
る
が
、
計

算
で
具
体
的
に
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
事
例
の
一
つ
、
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
実
は
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4
−

1

が
素
数
で
な
い
こ
と
を
例
証
す
る
素
因
数
分
解(

の

一
部)

は
、(

こ
れ
が
素
数
で
な
い
こ
と
の
証
明
を
応
用
し
て
計
算
す
る
と)

割
合
い
簡
単
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、こ
の
計
算
の
一
部
に
な
る82589934

の
素
因
数
分
解
は
、私

が
今
こ
の
記
事
を
書
く
の
に
使
っ
て
い
るem

acs

でprim
es.el

と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
読
み

込
ん
で
、
例
え
ば*scratch*

バ
ッ
フ
ァ
で
、

(prime-factors
82589934)

[control-j]

(2
3

7
1966427)

と
し
て
難
無
く
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
計
算
結
果
と
、
先
程
述
べ
た
証
明
か
ら
抽
出
し
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た
事
実
を
用
い
る
と
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4
−

1

は
、3×

7×
127

×
r
e
s
t

と
因
数
分
解
で
き
る
こ
と

が
直
ち
に
分
か
る(

た
だ
し
、“r

e
s
t”

と
書
い
た
部
分
は
、
ま
だ
更
に
因
数
分
解
が
可
能
か
も

し
れ
な
い)

4)

。

こ
こ
で
見
た
よ
う
に
、現
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
力
で
太
刀
打
ち
の
で
き
る
計
算
と
、証

明
に
よ
っ
て
の
み
到
達
で
き
る(

一
般
化
さ
れ
た
意
味
で
の)

計
算
の
可
能
性
の
境
界
線
は
、
複

雑
に
入
り
く
ん
で
い
る
し
、
何
が
こ
の
境
界
線
の
ど
ち
ら
側
に
あ
る
の
か
は
、
個
別
に
調
べ
て

み
な
い
と
分
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

こ
こ
で
見
た
の
は
、
計
算
で
き
る
は
ず
だ
が
、
計
算
に
必
要
な
時
間
や
メ
モ
リ
ー
の
リ
ソ
ー

ス
が
物
理
的
に
可
能
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
数
学
的
証
明
と
い
う
形
で
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
種
類
の
状
況
を
示
す
例
だ
っ
た5)
。

計
算
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
あ
る
が
、そ
の
計
算
や
、同
じ
計
算
を
す
る
た
め
の
他
の
ど
ん
な
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
必
要
と
な
る
時
間
や
リ
ソ
ー
ス
が
物
理
的
な
制
約
の
中
に
入
り
き

ら
な
い
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、と
い
う
よ
う
な
計
算(feasible
で
な
い
計
算)

、も
存

在
す
る
。
こ
れ
は
人
工
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
を
作
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
数
学
的
に
自
然
な

も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
も
、
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
紙

数
の
制
限
か
ら
、
子
細
の
説
明
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、P

aris

とH
arrington

に
よ
っ

て
見
つ
け
ら
れ
た
、
有
限R

am
sey

定
理
の
変
種
に
関
連
す
る
関
数(

「
相
対
的
に
巨
大
」
な

4)

こ
う
書
い
た
と
こ
ろ
、草
稿
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
酒
井
拓
史
氏
か
ら
、n

が
偶
数
の
と
き
に
は
、2

n
≡

1

m
o
d
3

と
な
り
、n

が
奇
数
の
と
き
に
は
、2

n
≡

2
m
o
d
3

に
な
る
の
で
、2

8
2
,5
8
9
,9
3
4
−

1

が3

で
割
れ
る

こ
と
は
、
す
ぐ
に
分
か
る
、
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た(

こ
の
両
方
の
事
実
は
、
組
に
し
て
両
方
い
っ
ぺ
ん
に
帰

納
法
で
証
明
で
き
る)

。
実
際
、
こ
の
こ
と
と
、2

n
−
1

が
メ
ル
セ
ン
ヌ
数
の
と
き
に
は
、n

は
素
数
に
な
る
こ
と

か
ら
、2

n
+
1−

1

は
常
に3

で
割
切
れ
、
特
に
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
数
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
メ
ル
セ
ン
ヌ

数
は
常
に
、

m
o
d
3

で1

で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。

5)

「
計
算
に
必
要
な
時
間
や
メ
モ
リ
ー
の
リ
ソ
ー
ス
が
物
理
的
に
可
能
で
な
い
」
と
い
う
制
約
も
、
更
に
細
か

く
見
て
み
る
と
、
単
に
「
現
在
の
計
算
機
で
は
可
能
で
な
い
」
と
い
う
も
の
か
ら
、
計
算
す
る
と
し
た
ら
、
物
理

的
な
制
限
の
限
界
を
考
え
て
も
宇
宙
開
闢
か
ら
現
在
ま
で
の
時
間
以
上
の
時
間
が
必
要
に
な
る
、
と
か
、
宇
宙
に

存
在
す
る
素
粒
子
の
全
数
よ
り
大
き
な
数
の
メ
モ
リ
ー
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
究
極
の
物
理
的
不
可

能
性
ま
で
の
、
グ
レ
イ
ス
ケ
ー
ル
の
グ
レ
デ
イ
シ
ョ
ン
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
文

の
す
ぐ
後
で
書
く
こ
と
に
な
る
例
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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一
様
集
合
の
存
在
を
保
証
す
る
、
色
分
け
さ
れ
る
べ
き
、
集
合
族
の
台
集
合
の
最
小
の
サ
イ
ズ

を
与
え
る
関
数
、[

19]

を
参
照
さ
れ
た
い)

σ
:N

→
N

が
そ
の
よ
う
な
も
の
の
例
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
く

—

更
に
言
う
と
、
こ
の
関
数
は
ど
の
原
始
帰
納
的
関

数
よ
り
速
く
増
加
す
る
こ
と
が
示
せ
る6)
。

今
ま
で
考
え
た
計
算
問
題
は
、
計
算
す
る
対
象
の
存
在
が
確
定
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
ば
か

り
だ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
計
算
で
き
る
か
ど
う
か
が
不
明
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
も
あ
り
え
る
。

不
完
全
性
定
理
を
応
用
す
る
と
、そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
状
況
を
容
易
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
完
全
性
定
理
の
応
用
で
得
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
計
算
の
う
ち
一
番
直
接
的
な
も
の
の
一

つ
は
、

そ
れ
が
ペ
ア
ノ
算
術
か
ら
の

0
=

1
の
証
明
を
コ
ー
ド
し
て
い
る
よ
う
な
数

n
(4)

の
計
算
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
何
ら
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
と
き

に
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
は
、
0
と
1
の
列
、
つ
ま
り
自
然
数
の
二

進
法
表
示
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、(4)
で
は
、そ
れ
と
類
似

の
コ
ー
ド
で
、
数
n

が
記
号
列
を
コ
ー
ド
し
て
い
て
、
そ
の
記
号
列
が
ペ
ア
ノ
算
術
の
公
理

系(

初
等
算
術
の
体
系)

で
の
、
等
式0

=
1

の
証
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
最
小
の
数
n

と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
は
、(4)

で
の
よ
う
な
n

が
存
在
し
な
い
こ
と
が
ペ
ア
ノ
算
術

か
ら
証
明
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、も
し
こ
の
よ
う
な
n

が
あ
っ

た
と
す
る
と
、そ
れ
か
ら
、0

=
1

の
本
物
の
証
明
が
デ
コ
ー
ド
で
き
て
し
ま
う
の
で
、ペ
ア
ノ

算
術
は(

本
当
に)

矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
数
学
の
基
礎
が
根
底
か
ら
崩
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
が
起
ら
な
い
こ
と
の
最
終
的
な
保
証
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
不
完
全
性
定

理
は
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
こ
れ
が
起
ら
な
い
こ
と
の
状
況
証
拠
以
上
の
保
証
が
あ
る
こ

と
も
知
ら
れ
て
い
る(

た
と
え
ば
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
の
定
理
が
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る)

。

6)

こ
こ
で
、
関
数f

:N
→

N

が
、
関
数g

:N
→

N

よ
り
速
く
増
加
す
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る

N
∈
N

を
と
る
と
、
す
べ
て
のm

>
N

に
対
し
、g

(m
)
<

f
(m

)

が
成
り
立
つ
こ
と
、
で
あ
る
。
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あ
る
自
然
数
m

が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
m

が0
=

1

の
証
明
を
コ
ー
ド
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、0,

1,
2,

3,...

と
、
順

に
、
こ
れ
ら
の
数
が(4)

で
の
n

に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
調
べ
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き

る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
無
限
に
止
ら
な
い
と
信
じ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
本
当
に
い
つ

か(4)

の
よ
う
な
n

を
出
力
し
て
止
ま
る
、
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
、
と
い
う
最
終
的
な

保
証
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。

2

無
限
の
数
の
計
算

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
、(

有
限
の)

数
の
計
算
で
の
、
既
に
手
に
お
え
な
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
複
雑
な
状
況
を
頭
に
置
く
と
、「
無
限
の
数
」
の
計
算
な
ど
は
、
全
く
お
手

上
げ
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、「
無
限
の
数
」
の
計
算
を
考
え
る
こ
と
は
、
十
分
に
で
き
て7)
、
そ
の
計
算
は
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、有
限
の
数
で
の
対
応
す
る
状
況
よ
り
ず
っ
と
簡
単
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、

逆
に
複
雑
す
ぎ
て
普
通
の
数
学
の
枠
組
の
中
に
お
さ
ま
り
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
複
雑
さ
の
度
合
の
パ
タ
ン
は
、
有
限
の
数
に
お
け
る
状
況
と
は
些
か
呈
を
異
に
す
る

も
の
と
な
る
。

有
限
の
数
と
無
限
の
数
の
大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、有
限
の
数
で
は
、順
序
数(0,

1,
2,

3,...

7)

こ
こ
で
「
無
限
の
数
の
計
算
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
ル(G

eorg
C

antor,1845
(

弘
化
2
年)

∼

1918
(

大
正
7
年))

、
に
よ
り
、1870

年
代
か
ら1880

年
代
に
確
立
さ
れ
た
、
超
限
順
序
数
と
無
限
基
数
の
理
論

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
超
限
順
序
数
と
無
限
基
数
の
理
論
は
、
20
世
紀
か
ら
現
在
ま
で
、
大
き
な
進

歩
を
遂
げ
て
い
る
の
で
、
カ
ン
ト
ル
の
こ
れ
ら
の
無
限
の
数
の
導
入
が
、
数
学
史
上
の
輝
か
し
い
瞬
間
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
ル
の
名
前
を
挙
げ
て
終
り
と
し
て
し
ま
う
の
は
、「
集
合
論
的
数

学
」
に
造
詣
の
な
い
人
へ
の
説
明
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
不
完
全
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
少
な
く
と
も
、1910

年
代
の
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
に
よ
る
、
基
数
算
術
の
古
典
理
論
の
確
立
、1920

年
代
の
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
る

順
序
数
や
基
数(

自
然
数
を
含
む)

の
再
定
式
化
、1970

年
代
の
イ
ェ
ン
セ
ン(R

onald
Jensen,1936

(

昭
和
11

年)
∼

)

に
よ
る
微
細
構
造
の
理
論
の
導
入(

こ
れ
は
順
序
数
算
術
を
集
合
論
の
内
部
モ
デ
ル
の
理
論
に
関
連
づ
け

る
理
論
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う)

、1980

年
代
以
降
の
シ
ェ
ラ
ハ
に
よ
る
基
数
算
術
の
理
論
、
な
ど
は
、
言

及
す
べ
き
節
目
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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と
数
え
上
げ
て
ゆ
く
と
き
の
、
数
え
上
げ
の
順
番
に
着
目
し
た
と
き
の
数)

と
、
基
数(

集
ま
り

の
中
の
要
素
の
個
数
と
し
て
の
数)

の
算
術
的
な
差
が
な
い
の
に
対
し
、
無
限
の
数
で
は
、
順

序
数
算
術
と
基
数
算
術
が
全
く
異
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
、
順
序
数
の
構
成
と
順
序
数
算
術
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
許

さ
れ
て
い
るtechnicalities

の
範
囲
で
の
直
観
的
な
言
葉
で
、
復
習
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

自
然
数0,

1,
2,

3,...
を
考
え
て
、
こ
れ
ら
全
体
を
一
つ
の
集
ま
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
立

場
で
議
論
す
る
。
公
理
的
集
合
論
で
は
、
こ
の
こ
と
は
、
無
限
公
理
と
呼
ば
れ
る
公
理
を
仮
定

す
る
こ
と
に
対
応
す
る8)
。
自
然
数
全
体
か
ら
な
る
集
ま
り
を
数
学
で
は
、blackboard

bold

体

の
N
で
表
わ
す
こ
と
が
多
い
が
、こ
れ
を
一
つ
の
新
し
い
数
と
捉
え
る
立
場
で
見
る
と
き
に
は
、

ギ
リ
シ
ャ
文
字
の
ω
で
表
わ
す
。
聖
書
の
黙
示
録
に
あ
る
、
我
は
α
な
り
ω
な
り
、
と
い
う
と

き
の
ω
で
あ
る
。
集
合
と
し
て
は
、ω

=
{0,1,2,3,···}

で
、ω

は
、
こ
の
集
合
上
の
順
序

0
<

1
<

2
<

3
<

···

を
表
わ
す「
数
」と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
こ
でω

の
次
の
数ω

+
1

を
と
る
。ω

+
1

は
、集
合
と
し
て
は
、ω

+
1
=

{0,1,2,3,...,ω}
で
、こ
の
集
合
上
の
順
序

0
<

1
<

2
<

3
<

···
<

ω

を
表
わ
す「
数
」と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、ω+

2,
ω
+
3,

ω
+
4,...

が
作
れ
る
が
、こ
れ
ら
す
べ
て
が
作
ら
れ
た
後
、こ
こ
で
の「...

」の
極
限
を
と
っ
てω

+
ω

が
得

ら
れ
る9)
。ω

+
ω

は
、順
序
型0

<
1
<

2
<

3
<

···
<

ω
<

ω
+
1
<

ω
+
2
<

ω
+
3
<

···

8)

ω
の
存
在
が
無
限
公
理
な
し
で
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
比
較
的
簡
単
に
示
せ
る
。
例
え
ば
、[

2]

の
付

録
C
定
理
25
を
参
照
。

9)

こ
こ
で
、ω

+
ω

を
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
流
の
モ
ダ
ン
な
順
序
数
の
理
論
で
得
る
に
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集

合
論
で
は
不
十
分
で
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ=

フ
レ
ン
ケ
ル
の
集
合
論
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ=

フ

レ
ン
ケ
ル
の
集
合
論
で
、V

ω
+
ω

(

累
積
的
階
層
のω

+
ω

番
目
の
も
の)

を
考
え
る
と
、ω

+
ω
̸∈
V
ω
+
ω

だ
が
、

V
ω
+
ω

は
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と(

お
よ
びω

+
ω

の
定
義
の
推
移
的
な
モ
デ
ル

で
の
絶
対
性)

か
ら
結
論
で
き
る
。

一
方
、
古
い
タ
イ
プ
の
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
で
実
行
で
き
る
順
序
数
の
理
論
は
、
一
般
論
と
し
て
は
ク
ラ
ス

の
ク
ラ
ス
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
基
礎
付
け
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
る
の
で
、
色
々
と
場

合
場
合
で
補
正
し
て
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
煩
雑
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
累
積
的
階
層
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
空
集
合
か
ら
始
め
て
、
す
べ
て
の
順
序
数
上
の
帰
納

法(

再
帰
的
定
義)

で
、
次
々
に
冪
集
合
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
で(

極
限
で
は
そ
れ
ま
で
に
作
っ
た
も
の
を
全
部
合

せ
る)

構
成
さ
れ
る
階
層V

α ,(

た
だ
しα

は
す
べ
て
の
順
序
数
を
動
く)

の
こ
と
で
あ
る
。
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を
表
わ
す
数
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
順
序
数
の
掛
け
算
で

ω
·
2

と
も
表
わ
す
こ
と
に
す
る
と
、

ω
·
2
+
1,

ω
·
2
+
2,

ω
·
2
+
3,...

と
続
け
て
、
こ
れ
ら
の
極
限
でω

·
3

を
得
る
。
以
上
の

よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す
こ
と
でω

·3,
ω
·4,

ω
·5,...

が
得
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
極
限
と

し
てω

·ω
あ
る
い
は
、ω

2

が
得
ら
れ
る
、
こ
こ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
同
様
に
繰
り
返
す
こ
と

で
、ω

2,
ω
3,...

が
得
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
極
限
と
し
てω

ω

が
得
ら
れ
る
、etc.

こ
れ
ら
の
順
序
数
は
、
す
べ
て
可
算
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
順
序
数
は
、
ど
れ
も
集

合
と
し
て
はω

とone
to

one
onto

に
対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、ω

+
1

が
可
算
な
こ
と
は
、ω

の
要
素
と
し
て
の

0

を
ω
+

1

の
要
素
と
し
て
の

ω

に
対
応
づ
け
、

ω

の
要
素
と
し
て
のn

+
1

をω
+

1

の
要
素
と
し
て
のn

に
対
応
付
け
る
写
像
がone

to

one
onto

に
な
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。ω

+
ω

が
可
算
な
こ
と
は
、ω

の
要
素
と
し
て
の2n

をω
+
ω

の
要
素
と
し
て
のn

に
対
応
さ
せ
、ω

の
要
素
と
し
て
の2n

+
1

をω
+
ω

の
要

素
と
し
て
のω

+
n

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
得
ら
れ
るone

to
one

onto

の
写
像
か
ら
分
か

る
。ω

2

の
可
算
性
の
証
明
は
も
う
少
し
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
だ
が
、
有
理
数
の
全
体Q

が
可
算

で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
同
じ
ア
イ
デ
ア
で
示
せ
る
。

2023/03/16 17:43Spiral representation of ordinal numbers up to ?^?

Page 1 of 1file:///Users/Sakae_1/TeX/misc/computation-現代思想/Omega-exp-omega-labeled.svg

0

1

2

3

ω
ω+1

ω+2
ω+3

ω·2

ω·3

ω·2+1
ω·2+2

ω·4
ω²ω²+1

ω²+2

ω²+ω

ω²+ω·2

ω²·2

ω²·3

ω²·4
ω³

ω⁴ ω³+ω

ω³+ω²

ω·5

4

5

ω+4

ωω

[28 ] で引用されている、0 から
ωω までの順序数の視覚化
これは，螺旋階段を下から見上げ
た構図だと思うと、腑に落ちるか
もしれない。

こ
の
よ
う
に
続
け
て
ゆ
く
と
、
あ
る
時
点
で
極
限
を
と
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
が
最
早
、
可
算

な
順
序
数
で
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
順
序
数
を
、ω

1

と
表
わ
す
。ω

の
存
在
を
保
証
す
る

の
に
は
、
無
限
公
理
が
必
要
に
な
る
の
だ
っ
た
が
、
一
旦ω

の
存
在
を
認
め
て
し
ま
う
と
、ω

1
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の
存
在
を
保
証
す
る(

証
明
す
る)

た
め
に
は
、
新
た
な
公
理
は
必
要
に
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

ω
+
ω

の
存
在
に
関
し
て
既
に
注
9)
で
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
意
味
で
の
順

序
数
と
し
てω

1

が
と
れ
る
た
め
に
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
で
は
不
十
分
で
、
ツ
ェ
ル
メ

ロ=

フ
レ
ン
ケ
ル
の
集
合
論
で
議
論
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ω

が
可
算
性
の
尺
度
と
な
る
順
序
数(

最
初
の
無
限
順
序
数)

だ
っ
た
よ
う
に
、ω

1

は
最
初
の

非
可
算
性
の
尺
度
と
な
る
順
序
数(

最
初
の
非
可
算
な
順
序
数)

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う

な
集
合
の
大
き
さ(

濃
度)

の
尺
度
と
な
る
順
序
数
を
基
数
と
よ
び
、ω

やω
1

を
基
数
と
し
て

考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
最
初
の
文
字ℵ

(aleph)

を
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れℵ

0 ,ℵ
1

と
表
わ
す10)
。

順
序
数
の
生
成
は
、ω

1

を
超
え
て
、ω

1
+
1,

ω
1
+
2,...,

ω
1
+
ω
,...,

ω
1
+
ω
1 ,...

と
続

い
て
ゆ
く
が
、
こ
こ
で
書
い
た
順
序
数
は
す
べ
て
濃
度ℵ

1
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
集
合
と
し
て
、

ω
1

とone
to

one
onto

に
対
応
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
順
序
数
の
生
成
の
プ

ロ
セ
ス
の
あ
る
時
点
で
、
極
限
を
と
っ
た
と
き
に
、
も
は
や
濃
度
がℵ

1
で
な
く
な
っ
て
い
る

と
き
が
来
る
。
こ
の
こ
と
の
証
明
も
、ω

1

の
存
在
の
証
明
と
同
様
に
で
き
る
。
こ
こ
で
現
れ
る

最
初
の
濃
度
がℵ

1

で
な
い
順
序
数
は
、ω

2

と
表
わ
さ
れ
、
そ
れ
を
基
数
と
捉
え
る
と
き
に
は
、

ℵ
2

と
表
記
す
る
。

こ
の
よ
う
に
順
序
数
の
生
成
を
続
け
て
ゆ
く
と
、
節
目
に
な
る
基
数
がω

0 ,
ω
1 ,

ω
2 ,

ω
3 ,...

と
得
ら
れ
る(

た
だ
し
、ω

0

はω

を
こ
の
基
数
の
列
の
メ
ー
ン
バ
ー
と
し
て
見
る
と
き
の
別

名
で
あ
る)

。
基
数
の
極
限
も
基
数
に
な
る
こ
と
が
示
せ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
極
限
と
し
てω

ω

(

基
数
と
し
て
の
表
記
はℵ

ω ),

更
にω

ω
+
1 ,

ω
ω
+
2

...

と
無
限
に
続
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
順
序
数α

に
対
し
て
、α

番
目
の
基
数ω

α
(

ま
た
はℵ

α )

が
対
応

す
る
こ
と
に
な
る
。
順
序
数
の
全
体
の
中
で
一
つ
の
基
数ω

α

が
現
れ
る
と
、
次
の
基
数ω

α
+
1

10)

無
限
基
数
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
のℵ

(aleph)

を
使
っ
て
表
わ
す
の
は
、カ
ン
ト
ル
が
導
入
し
た
伝
統
で
あ
る
。
基

数
算
術
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
二
番
目
と
三
番
目
の
文
字ℶ

(beth),ג
(gim

el)

も
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
号
はL ATE X

で
のam

ssym
b

の
数
学
記
号
の
基
本
セ
ッ
ト
の
中
に
も
含
ま

れ
て
い
る
。
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ま
で
に
は
濃
度ℵ

α
+
1

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、
基
数
た

ち
は
、
順
序
数
た
ち
の
中
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
っ
て
い
る(

基
数
の
全
体
は
順
序
数
の
全
体
の
中

のclosed
unbounded

な
部
分
ク
ラ
ス
を
な
す)

。

以
上
の
順
序
数
の
生
成
の
説
明
の
中
に
も
既
に
出
て
き
た
よ
う
に
、
順
序
数
の
間
の
和
や
積

や
冪
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
は
、
順
序
数α

とβ

の
和α

+
β

は
、
順
序
型α

の
う
し
ろ
に
順
序
型β
を
つ
な
げ
て
得
ら
れ
る
順
序
型
に
対
応
す
る
順
序
数
で
あ
る
。
一
方
、

順
序
数α

と
順
序
数β

の
積α

·
β

は
、
順
序
型α

の
コ
ピ
ー
をβ

個
な
ら
べ
た
と
き(

つ

ま
りβ

の
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
をα

の
コ
ピ
ー
で
置
き
換
え
て
、
辞
書
式
に
並
べ
た
と
き)

に
得

ら
れ
る
順
序
型
に
対
応
す
る
順
序
数
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
、
有
限
の
数(

自
然
数)

の
和
と
積

の
定
義
を
拡
張
す
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
、
有
限
の
数
の
和
や
積
の
再
帰
的
定
義
を
拡

張
す
る(

超
限
再
帰
的)

定
義
に
よ
り
導
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
無
限
順
序
数
の
四

則
演
算
は
有
限
の
数
の
そ
れ
と
は
、
か
な
り
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、
和
に

関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
成
り
立
つ
。(

有
限
な
も
の
も
含
め
た)
任
意
の
順
序
数α,

β

に
つ
い
て
、β

が0

で
な
い
な
ら
、α

<
α
+
β

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
限
の
数
の
和
で
と
同

じ
だ
が
、
一
方
、α

<
β

でβ

がα

よ
り
十
分
に
大
き
い
と
き
に
は
、α

+
β
=

β
と
な
る
。

例
え
ば(2

8
2
,5
8
9
,9
3
3
−

1)
+
ω
=

ω

だ
し
、ω

+
ω
2
=

ω
2

で
あ
る
。
特
に
、
順
序
数
の
和

は
可
換
で
は
な
い(

つ
ま
り
、
足
し
合
せ
の
順
序
を
変
え
た
と
き
に
、
出
て
く
る
答
が
必
ず
し

も
同
じ
に
な
ら
な
い)

。
同
様
の
こ
と
は
順
序
数
の
積
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

無
限
基
数
の
四
則
演
算
は
、(

無
限
の
基
数
に
対
し
て
は)

順
序
数
の
そ
れ
ら
の
演
算
と
は
異

る
も
の
に
な
る
。κ

とλ

を
基
数
と
す
る(

つ
ま
り
、
有
限
の
順
序
数(=

有
限
の
基
数)

で

あ
る
か
、ま
た
は
、あ
る
順
序
数α

に
対
し
、ℵ

α

と
い
う
形
で
表
わ
せ
る
順
序
数
で
あ
る
と
す

る)

。
こ
の
と
き
、基
数
の
和κ

+
λ

を
、互
い
に
素
な
集
合
で(

つ
ま
り
、共
通
部
分
が
空
の
集

合
で)

そ
れ
ぞ
れ
の
濃
度
がκ

とλ

の
集
合X

,
Y

を
と
っ
た
と
き
の
、和
集
合X

∪
Y

の
濃

度
と
な
る
基
数
の
こ
と
と
す
る
。
同
様
に
、X

とY

を
同
様
に
と
る
と
き(

こ
ち
ら
の
場
合
に

は
、互
い
に
素
で
あ
る
必
要
は
な
い)

κ·λ

は
、積
集
合X

×
Y

:=
{⟨x

,y⟩
:
x
∈
X
,
y
∈
Y
}

の
濃
度
と
な
る
基
数
の
こ
と
と
し
、κ

λ

は
、{f

:
f
:
Y

→
X
}

の
濃
度
と
な
る
基
数
の
こ
と
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と
す
る
。
特
に
、
こ
の
定
義
か
ら
、2

λ

は
、
冪
集
合P

(Y
)

の
濃
度
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
定
義
も
有
限
の
数
の
和
、
積
、
冪
の
組
合
せ
論
的
特
徴
付
け
の
拡
張
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
有
限
のκ,

λ

に
対
し
て
は
、
通
常
の
和
、
積
、
冪
と
一
致
す
る
。
定
義
か
ら
、
基
数

の
和
と
積
は
可
換
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
既
に
そ
の
こ
と
か
ら
、
順
序
数
の
和
と
積

と
は
異
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
実
は
、
基
数
の
和
と
積
は
、
無
限
の
基
数
の
場
合

に
は
、
有
限
の
場
合
よ
り
ず
っ
と
簡
単
な
計
算
で
求
ま
る
も
の
に
な
る
。κ

とλ

の
少
な
く
と

も
片
方
が
無
限
基
数
の
場
合
に
は
、κ

+
λ
=

κ
·λ

=
m
ax{

κ
,λ}

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
無
限
基
数
の
和
と
積
は
、
ほ
と
ん
ど
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
も
の
と
な
る
が(

と

は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
演
算
は
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
集
合
の
濃
度
を
決
定
す
る
と
き
に

基
本
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
が)

、
一
方
、
無
限
基
数
の
冪
は
、
ひ
ど
く
扱
い
づ
ら
い
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
無
限
基
数
の
冪
は
、
選
択
公
理
な
し
で
は
定
義
で
き
な
い
。κ

λ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
濃

度
がκ

とλ

の
集
合X

,
Y

を
と
っ
た
と
き
の
、
集
合

{
f

:
f
:
Y

→
X
}

(5)

の
濃
度
、
と
定
義
し
た
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
集
合
が
濃
度
を
持
つ(

つ
ま
り
、
こ
の
集

合
と
、
あ
る
基
数ℵ

α

と
の
間
にone

to
one

onto

な
写
像
が
存
在
す
る)

こ
と
を
示
す
た
め

に
は
、
選
択
公
理
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

現
代
の
集
合
論
で
は
、
更
に
基
礎
の
公
理
と
呼
ば
れ
る
、
古
典
的
な
数
学
で
は
用
い
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
公
理
を
仮
定
す
る
が
、
こ
の
公
理
の
下
で
は
、(

選
択
公
理
を
仮
定
し
て
い
な
く
て

も)

集
合
の
全
体
か
ら
な
る
集
合
論
の
宇
宙
は
、冪
集
合
を
と
る
操
作
を(

空
集
合
か
ら
始
め
て)

超
限
回
繰
り
返
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
累
積
的
階
層
の
全
体
の
和
と
一
致
し
、

順
序
数
の
全
体
か
ら
な
る
ク
ラ
スO

n

は
、
集
合
論
の
宇
宙
を
つ
ら
ぬ
く
、
こ
の
累
積
的
階
層
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の
背
骨
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
な
り
、
基
数
た
ち
は
こ
の
背
骨
の
節
目
と
な
る
。
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@1

順序数の全体 On は累積的階層によって生成
される集合論の宇宙 V をつらぬく背骨になる。
基数 ℵ0, ℵ1,. . . はこの背骨の節目である。

し
か
し
、選
択
公
理
や
基
礎
の
公
理
を
仮
定
し
た
と
し
て
も
、そ
れ
で
事
が
解
決
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
既
に
注
意
し
た
よ
う
に
、κ

を
基
数
と
す
る
と
き
、2

κ
は
、
濃
度
がκ

の
集
合(

例

え
ば
簡
単
の
た
め
にκ

自
身)

の
冪
集
合(κ

に
対
す
るP

(κ
))

の
濃
度
だ
が
、現
在
で
は
、こ

の
濃
度
はκ

よ
り
真
に
大
き
く
、
ケ
ゥ
ニ
ッ
ヒ
の
定
理(K

önig’s
T

heorem
こ
れ
はJulius

(G
yula)

K
önig

に
よ
る
定
理
で
、
無
限
グ
ラ
フ
に
関
す
るK
őnig

の
補
題
のD

énes
K

őnig

は
彼
の
息
子
で
あ
る11)
。)

か
ら
の
制
限
を
受
け
る
他
は
、
集
合
論
の
通
常
の
公
理
系
か
ら
は
殆

ど
何
も
制
約
を
受
け
な
い
こ
と
が
分
っ
て
い
る12)
。
特
に
、κ

=
ℵ
0

の
場
合
に
は
、2 ℵ

0

は
、自
然

数
の
全
体
の
集
合
の
冪
集
合P

(N
)

の
濃
度
に
な
る
が
、P

(N
)

は
実
数
の
全
体R

と
等
濃
度

11)

親
子
で
、
二
人
と
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
だ
が
、Julius

K
önig

(1849(

嘉
永
2
年)

∼
1913(

大
正
2
年)

の
名

前
は
ウ
ム
ラ
ウ
ト
で
書
き
、D

énes
K

őnig
(1884(

明
治17

年)
∼

1944(

昭
和19

年))

の
名
前
は
ハ
ン
ガ
リ
ア

ン
ウ
ム
ラ
ウ
ト
で
書
く
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

12)

こ
こ
で「
殆
ど
何
も
制
約
を
受
け
な
い
」と
書
い
た
が
、実
は
、極
限
基
数κ

(

極
限
順
序
数α

に
対
しκ

=
ℵ
α

と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
基
数)

で
、
後
述
の(6)

を
満
た
さ
な
い
も
の(

つ
ま
り
、
弱
到
達
不
可
能
基
数
で
な
い
も

の)

に
関
し
て
は
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
基
数
で
の
基
数
の
冪
の
振
舞
い
が
、2

κ

の
値
に
複
雑
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
既
に
注
7)
で
触
れ
た
、
シ
ェ
ラ
ハ
の
基
数
算
術
は
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
た
様
々
な
結
果

を
導
く
理
論
で
あ
る
。
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で
あ
り13)
、
等
式
、2

ℵ
0
=

ℵ
1

は
連
続
体
仮
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
こ
で
言
っ
た

こ
と
は
、2

ℵ
0
=

ℵ
α

と
な
る
順
序
数α

が
、
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
か
ら
は
、α

≥
1

で
あ

る
こ
と(
と
、こ
こ
で
は
説
明
を
省
略
し
たK

önig

の
定
理
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
、α

の
共
終
数

が
非
可
算
に
な
る
こ
と)

以
外
、何
も
決
定
で
き
な
い
、と
い
う
、連
続
体
仮
説
の
集
合
論
か
ら

の
独
立
性
と
呼
ば
れ
る
結
果
の
一
般
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ー
エ
ン(P

aulC
ohen,1934(

昭

和
9
年)

∼
2007(

平
成
19
年))
ら
に
よ
っ
て1960

年
代
に
証
明
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

ハ
ウ
ス
ド
ル
フ(H

ausdorff
1868(

明
治
元
年)

∼
1942(

昭
和
17
年))

は
、
連
続
体
仮
説
を

一
般
化
し
た
、
す
べ
て
の
基
数κ

に
対
し
て2

κ
=

κ
+

が
成
り
立
つ14)
、
と
い
う
こ
と
を
主
張

す
る
、一
般
連
続
体
仮
説
と
呼
ば
れ
る
公
理
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
が1908

年

(

明
治
41
年)

の
論
文
で
導
入
し
た
概
念
で
あ
る
。
一
般
連
続
体
仮
説
を
仮
定
す
る
と
、
基
数
の

冪
は
、
冪
の
底
が
2

で
な
く
、
無
限
基
数
で
あ
る
場
合
も
含
め
て
、
す
べ
て
一
意
に
記
述
で
き

る
こ
と
が
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が(

こ
れ
が
先
に
注
7)
で
、「
基
数
算
術

の
古
典
理
論
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る)

、
現
代
の
興
味
は
、
む
し
ろ
一
般
連
続
体
仮
説
を
仮

定
し
な
い
と
き(

通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
だ
け
か
ら
の
推
論
で)

何
が
言
え
る
の
か
、
ま
た
、

何
が
可
能
な
の
か(

つ
ま
り
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
を(

例
え
ば
基
数
算
術
に
関
し
て)
ど
う

拡
張
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か)

、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
シ
ェ
ラ

ハ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
研
究
成
果
も
含
め
、
現
在
で
も
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

実
は
、基
数
算
術
の
背
後
に
は
、も
う
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
が
隠
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、巨

大
基
数
の
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る15)
。
自
然
数0,

1,
2,...,

n,
n
+

1,...

に
対
し
て
、

ω

は
強
い
超
越
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。ω

の
存
在
を
言
う
た
め
に
、
新
し
い
公
理

(

無
限
公
理)

が
必
要
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
超
越
性
の
一
つ
の
顕
れ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

13)

R

か
らP
(N

)

へ
のone

to
one

onto

な
対
応
は
、
各
実
数
の
二
進
法
に
よ
る
無
限
小
数
点
表
示
を
考
え

て
、
こ
れ
か
ら
自
然
に
定
義
で
き
るP

(N
)

の
要
素
へ
の
対
応
を
調
節
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。

14)

κ
+

はκ

の
次
の
基
数
を
表
わ
す
。κ

=
ℵ
α

と
し
てκ

+
=

ℵ
α
+
1

で
あ
る

15)

巨
大
基
数
に
つ
い
て
は
、[

18]

も
参
照
さ
れ
た
い
。
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だ
ろ
う
。
基
数κ

が
与
え
ら
れ
た
と
き
にκ

+

を
作
る
こ
と
も
、
基
数
の
集
合
が
与
え
ら
れ
た

と
き
に
、
そ
の
極
限
と
な
る
基
数
を
作
る
こ
と
も
、
新
し
い
公
理
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
こ

れ
ら
の
操
作
に
よ
り
、ω

か
ら
出
発
し
て
到
達
可
能
な
、ℵ

1 ,ℵ
2 ,...,ℵ

ω ,...

はω

の
持
っ

て
い
る
よ
う
な
特
別
な
超
越
性
は
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
選
択
公
理
の
下
で

は
、κ

か
ら2

κ

を
作
る
操
作
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る16)
。
自
分
自
身
よ
り
小
さ
い
基
数
た
ち

に
対
す
る
、
強
い
超
越
性
を
持
つ
、
極
限
基
数
の
存
在
を
、
主
張
す
る
公
理
群
は
、
巨
大
基
数

公
理
と
よ
ば
れ
て
お
り
、
様
々
な
種
類
の
も
の
が
研
究
さ
れ
て
い
る17)
。

巨
大
基
数
の
う
ち
、
一
番
小
さ
い(
超
越
性
の
弱
い)

も
の
は
、
到
達
不
可
能
基
数
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
基
数κ

が
到
達
不
可
能
基
数
で
あ
る
と
は
、κ

>
ω

と
な
る
極
限
基
数
で
、

κ
は
、
長
さ
が

κ
未
満
の
順
序
数
た
ち
の
上
昇
列
の
極
限
と
し
て
表
わ
せ
な
い

(6)

κ
は
基
数
の
冪
算
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る

(7)

と
い
う
性
質
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。ω

は
、(6)

も(7)

も
満
た
す
の
で
、
到
達
不
可
能
基
数

の
概
念
は
、ω

の
自
然
な
拡
張
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
性
質

の
う
ち(6)

の
み
を
満
た
すκ

>
ω

と
な
る
極
限
基
数
は
、
今
日
で
は
弱
到
達
不
可
能
基
数
と

呼
ば
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
が
導
入
し
た
概
念
で
あ
る18)
。

16)

た
だ
し
、ℵ

1 ,ℵ
2 ,

2
ℵ
0

な
ど
が
、
あ
る
種
の
潜
在
的
な
超
越
性
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
、
そ
の
こ
と
の
表
明

と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
の
で
き
る
様
々
な
命
題
が
、
研
究
さ
れ
て
も
い
る
。
例
え
ば
、
筆
者
ら
の[

9]

、[

10]

、

[

11]

、[

12]

は
、
こ
のℵ

1 ,ℵ
2 ,

2
ℵ
0

が
あ
る
種
の
潜
在
的
な
超
越
性
を
持
つ
こ
と
と
、
連
続
体
問
題
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
の
、
研
究
で
あ
る
。

17)

巨
大
基
数
は
、
そ
の
超
越
性
か
ら
、
存
在
を
保
証
を
す
る
公
理
は
集
合
論
の
公
理
系
か
ら
は
証
明
で
き
な
い

も
の
に
な
る
し
、
あ
る
巨
大
基
数
の
存
在
を
仮
定
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
よ
り
「
大
き
い
」
種
類
の
巨
大
基
数
の

存
在
の
主
張
は
、
こ
の
仮
定
か
ら
独
立
と
な
る
。

18)

[

6]

で
は
、
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
の
書
い
た
集
合
論
の
教
科
書[

15]

、[

16]

や
、
そ
れ
ら
に
倣
っ
て
書
か
れ
た
古

め
の
一
般
向
け
の
集
合
論
の
教
科
書
の
多
く
が
、
そ
の
後
の
集
合
論
や
数
理
論
理
学
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
っ
て

見
た
と
き
に
は
、
現
代
の
集
合
論
へ
の
入
門
書
と
し
て
は
大
変
に
問
題
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点

を
強
調
し
た
た
め
、
そ
の
主
張
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
、
十
分
に
書
き
き
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
の
、
無
限
の
算
術
と
し
て
の
集
合
論
へ
の
貢
献
は
、
偉
大
で
あ
っ
た
、
と
し
か
形
容
し
よ
う
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
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一
般
連
続
体
仮
説
の
下
で
は
、
到
達
不
可
能
基
数
の
概
念
と
弱
到
達
不
可
能
基
数
の
概
念
は

同
値
と
な
る
が
、
一
般
に
は
、
弱
到
達
不
可
能
基
数
の
方
が
、
到
達
不
可
能
基
数
よ
り
弱
い
も

の
と
な
る19)
。

巨
大
基
数
の
全
体
は
、(7)

の
よ
う
な
、そ
れ
未
満
の
基
数
で
の
基
数
算
術
に
関
し
て
の
閉
包

性
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
小
さ
な
巨
大
基
数20)に
対
し
、
そ
の
少
し
上
く
ら
い
の
基
数
か

ら
、
そ
れ
以
下
へ
の
反
映
の
原
理

21)と
し
て
記
述
の
で
き
る
「
中
程
度
の
大
き
さ
の
巨
大
基
数
」、

集
合
論
の
宇
宙
全
体
か
ら
、
そ
れ
以
下
へ
の
反
映
原
理21)と
し
て
記
述
さ
れ
る
「
大
き
な
巨
大
基

数
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
小
さ
な
巨
大
基
数
と
中
程
度
の
巨
大
基
数
の
間
、
あ
る
い
は
中
程
度

の
巨
大
基
数
と
大
き
な
巨
大
基
数
の
間
に
は
、自
然
数
た
ち
と
ω

の
間
に
存
在
す
る
絶
対
的
な

断
絶
の
よ
う
な
、
否
や
、
そ
れ
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
想
像
を
超
え
る
大
き
な
断
絶
が

横
た
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
注
21)
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
反
映
原
理
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
一
階
の

述
語
論
理
の
コ
ン
パ
ク
ト
性
定
理
を
、
無
限
か
ら
有
限
へ
の
反
映
原
理
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
大
き
な
巨
大
基
数
も
、
ω

の
概
念
の
一
般
化
に
な
っ
て
い
る
、
と

19)

し
か
し
、
到
達
不
可
能
基
数
の
概
念
と
弱
到
達
不
可
能
基
数
の
概
念
の
無
矛
盾
性
の
強
さ(consistency

strength)

は
、同
じ
で
あ
る(

つ
ま
り
、そ
れ
ら
の
各
々
が
集
合
論
の
通
常
の
公
理
系
の
上
で
無
矛
盾
で
あ
る
、と

い
う
命
題
た
ち
は
互
い
に
同
値
に
な
る)

—

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
無
矛
盾
同
値(equi-consistent)

で
あ
る
、
と
も
表
現
さ
れ
る
。
無
矛
盾
性
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
第
5
節
の
初
め
を
参
照
さ
れ
た
い
。

20)

「
小
さ
な
巨
大
基
数
」と
い
う
の
は
、形
容
矛
盾
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、巨
大
基
数
の
理
論
で
は
、「
大

き
な
巨
大
基
数
」
と
い
う
用
語
と
と
も
に
、
よ
く
使
う
言
い
方
で
あ
る
。
英
語
で
は
、
巨
大
数
はlarge

cardinal

な
の
で
、「
大
き
な
巨
大
基
数
」
はlarge

large
cardinal

に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
っ
と
変
な
の
で
あ
る
が
。
ち

な
み
に
、「
小
さ
な
巨
大
基
数
」
は
定
義
の
確
定
し
た
概
念
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
も
の
よ
り
精

密
と
言
え
る
、「
そ
の
存
在
が
、
ゲ
ー
デ
ル
のV

=
L

と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
巨
大
基
数
」
で
あ
る
、
と
い
う
「
定

義
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

21)

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
反
映
原
理
」
は
、
自
分
自
身
よ
り(

累
積
的
階
層
に
関
し
て)

上
の
世
界
で
起
こ
っ
て

い
る
現
象(

の
う
ち
の
指
定
さ
れ
た
種
類
の
も
の)

に
対
応
す
る
現
象
が
、(

累
積
的
階
層
に
関
し
て)

自
分
自
身
よ

り
下
の
世
界
で
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
主
張
、
と
し
て
表
現
で
き
る
よ
う
な
種
類
の
命
題
の
こ
と
で
あ
る
。
よ

り
技
術
的
に
は
、
こ
の
こ
と
は
、
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
か
ら
内
部
モ
デ
ル
へ
の
非
自
明
な
初
等
的
埋
め
込
み

の
存
在
に
関
す
る
命
題
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
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考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

3

指
数
関
数
的
増
加
が
咆
哮
し
、階
乗
関
数
的
増
加
が
牙
を
む
く

今
度
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
は
、
色
々
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
日
本
の
大
多
数
の

人
が
、
数
学
や
統
計
な
ど
の
初
歩
を
理
解
し
て
い
な
い
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
も
、
改
め
て
教

え
ら
れ
た
こ
と
の
一
つ
だ
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
、
平
均

的
な
日
本
人
の
知
的
レ
ヴ
ェ
ル
を
代
表
し
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の

日
本
で
の
メ
デ
ィ
ア
で
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
始
ま
り
か
ら
、「
先
週
よ
り
何

人
増
え
た
」、「
先
週
よ
り
何
人
減
っ
た
」、「
は
じ
め
て
何
千
人
台
を
越
え
た
」
等
々
と
い
う
よ

う
な
も
の
に
終
始
し
た
。
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
か
ら

incidence
num

ber

の
表
示
を
採
用
し
て
、M

oderator
(

ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ)

が
「
パ
ン
テ

ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
以
来
、
我
々
は
色
々
と
新
し
い
こ
と
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が

...

」な
ど
と
コ
メ
ン
ト
し
た
り
し
て
い
た
が
、こ
れ
は
必
ず
し
も
、ド
イ
ツ
の
平
均
の
知
性
が
日

本
の
そ
れ
よ
り
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、ド
イ
ツ
で
は(

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
な

い)

メ
デ
ィ
ア
が
知
的
エ
リ
ー
ト
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
て
日
本
で
は
そ
う
で
な
い
、と
い
う

違
い
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
と
の
違
い
、と
い
う
こ
と
で
は
、意
思
決
定
権
を
持
っ
て
い
る

人
た
ち
が
知
的
エ
リ
ー
ト
で
も
あ
る
こ
と
が
、
少
な
く
な
く
、
そ
う
で
な
い
人
た
ち
も
知
的
エ

リ
ー
ト
の
ふ
り
を
し
た
が
る
、と
い
う
ド
イ
ツ
文
化
で
の
事
情
が
、こ
の
知
的
エ
リ
ー
ト
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
可
能
に
し
て
い
る
、と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
。
事
実
、ド
イ
ツ

で
は
、(

こ
れ
が
広
く
観
察
さ
れ
た
の
は
、
主
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が)

こ

の
メ
デ
ィ
ア
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
能
力
の
な
い
人
達
が
、こ
れ
を„Lügenpresse“

(

嘘
吐
き
メ
デ
ィ
ア)

と
呼
ん
で
憎
悪
を
剥
き
出
し
に
す
る
、
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
先
週
よ
り
何
人
増
え
た
」
等
は
、
線
形
近
似
に
よ
る
現
状
分
析
、
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
ス
ー
パ
ー
の
買
物
で
の
値
段
の
計
算
と
同
レ
ベ
ル
、
と
言
う
ほ
か
な
い
。
し
か

も
、
こ
こ
で
、
先
週
の
今
日
の
何
月
何
日
の
人
数
に
比
べ
て
、
と
い
う
よ
う
な
、
生
の
数
値
を
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言
っ
て
い
る
の
は
、
平
均
的
な
人
々
に
平
均
値
に
つ
い
て
の
理
解
も
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

日
本
の
高
校
で
は
、
線
形(

ア
フ
ァ
イ
ン)

関
数
だ
け
で
な
く
二
次
関
数
や
二
次
の
分
数
関

数
も
習
う
は
ず
で
あ
る
。
引
力
や
、
あ
る
点
か
ら
放
射
さ
れ
た
光
り
を
含
む
放
射
線
の
強
度
な

ど
、
距
離
の
自
乗
に
反
比
例
す
る
関
数
で
表
現
で
き
る
現
象
は
多
い
が
、
こ
れ
に
対
す
る
感
覚

は
、既
に
こ
の
ス
ー
パ
ー
の
買
物
の
計
算
能
力
を
超
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
こ
と
で
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
昔
、
ま
だ、　ガ、　ラ、　系
の
携
帯
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
北

海
道
旅
行
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
観
光
バ
ス
の
中
でSM

S

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
、

は
す
向
か
い
の
席
に
坐
っ
て
い
た
老
人
に
、
自
分
は
心
臓
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
を
つ
け
て
い
る

の
で
、
電
源
を
切
っ
て
ほ
し
い
、
と
言
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
や
っ
て
い
る

こ
と
に
恐
怖
を
覚
え
る
人
が
い
た
と
き
に
は
、
理
由
が
ど
う
で
あ
れ
や
め
る
べ
き
な
の
で
、
携

帯
の
電
源
を
す
ぐ
に
切
っ
た
の
だ
が
、「
電
磁
波
の
強
度
は
距
離
の
自
乗
に
反
比
例
す
る
の
で

···

」
と
い
う
説
明
を
す
べ
き
か
、
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
迷
っ
た
末
、
何
も
言
わ
な
い
こ
と
に
し

た
の
だ
っ
た
。

一
方
、
核
反
応
な
ど
で
の
連
鎖
反
応
や
、
人
口
爆
発
、
感
染
症
の
拡
大
で
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
、
指
数
関
数
的
な
も
の
で
あ
る
。
指
数
関
数
は
、
ど
ん
な
多
項
式
関
数
よ
り
も
速
く
増
加
す

る
。
あ
る
い
は
肩
に
載
っ
て
い
る
変
数
に
負
の
係
数
が
か
か
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
ど
ん
な
正

の
多
項
式
分
数
関
数
よ
り
速
く
減
少
す
る(

0

に
近
づ
く)

の
で
あ
る
が
、こ
の
こ
と
は
、二
次

関
数
や
二
次
分
数
関
数
の
増
減
に
つ
い
て
の
感
覚
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
い
人
た
ち
に
理
解
が
で
き

る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
し
か
も
日
本
の
場
合
、
多
分
19
世
紀
末
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
、「
幾
何
級
数
的
」と
い
う
死
語
に
な
っ
て
い
る
べ
き
表
現
が(

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
し
て
？)

、

「
指
数
関
数
的
」(exponential)

と
い
う
表
現
と
拮
抗
し
て
い
る
た
め
に
、
分
り
に
く
さ
を
助

長
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
素
養
の
あ
る
人
は
、遅
く
て
もP

̸=
N
P

問
題
に
つ
い
て
学

ん
だ
段
階
で
、
こ
の
本
質
的
な
関
数
の
増
加
の
速
さ
の
違
い
を
認
識
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
は
ず
で
あ
る
」
と
、
現
実
の
間
の
、
乖
離
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
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な
い
。

今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、今
、終
息
に
向
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
で
は
、幸
い
に
、こ
の
指
数
関
数
的
な
展
開
が
感
じ
ら
れ
た
の
は
、ほ
ん
の
何
回
か
で
、数
日

間
か
ら
一
週
間
く
ら
い
、
ご
く
短
い
期
間
の
展
開
に
つ
い
て
の
こ
と
に
止
ま
っ
た
と
言
え
る
と

思
う
。
そ
う
だ
っ
た
の
は
、
微
分
方
程
式
の
抵
抗
項
に
対
応
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
が
そ
れ
ほ
ど
小

さ
く
な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、population

の
感
染
症
の
感

染
拡
大
に
対
す
る
構
造
的
な
安
定
性
と
い
う
よ
り
は
、
た
ま
た
ま
大
丈
夫
だ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
一
方
、
我
々
は
、
そ
う
い
う
不
幸
中
の
幸
い
の
み
に
頼
っ

て
い
る
と
、
ど
ん
な
壊
滅
的
状
況
が
起
こ
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
特
に
、
昨
今
の
自
然
災

害
や
非
自
然
災
害
の
多
く
で
、
経
験
を
積
み
つ
つ
あ
る
、
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
増
加
の
度
合
い
が
線
形
性
の
言
葉(
以
下)

で
し
か
理
解
の
で
き
な
い

平
均
的
な
人
々
(?)
の
事
態
の
認
識
能
力
の
欠
如
は
、dem

ocratic
な
意
思
決
定
と
い
う
こ
と

の
下
で
は
、
ひ
ど
く
危
険
な
こ
と
に
思
え
る22)
。

日
常
で
遭
遇
す
る
速
い
増
加
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
指
数
関
数
が
ノ
ン
プ
ラ
ス
ウ
ル
ト
ラ

か
、
と
い
う
と
こ
れ
は
、
全
く
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
組
合
せ
の
数
を
考
え
る
と
き
に
出
て
く

る
、
階
数
関
数
が
、
指
数
関
数
型
の
関
数
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
よ
り
も
速
く
増
加
す
る

関
数
に
な
っ
て
い
る
。
第
1
節
で
触
れ
た
、P

aris-H
arrington

タ
イ
プ
の
関
数
も
、
組
合
せ

論
的
な
関
数
で
あ
り
、
階
数
関
数
型
の
関
数
の
さ
ら
に
彼
方
に
鈍
い
光
り
を
放
っ
て
い
る
。

4

実
数
の
計
算

い
わ
ゆ
る
「
科
学
技
術
」
に
関
連
す
る
計
算
で
は
、
実
数
値
の
数
値
計
算
が
問
題
に
な
る
こ

と
が
多
い
だ
ろ
う
。
実
数
値
の
数
値
計
算
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
近
似
計
算
で
し
か
あ
り
え
な

22)

autocratic

な
意
思
決
定
が
、
旧
式
のdem

ocratic

な
意
思
決
定
よ
り
ま
し
、
と
い
う
わ
け
で
も
必
ず
し
も

な
い
こ
と
も
、
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
同
じ
時
期
の
様
々
な
世
界
の
動
向
が
教
え
て
く
れ
た
教
訓
で
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。
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い
。
実
数
は
、
一
般
に
は
無
限
桁
の
小
数
表
現
が
必
要
に
な
る
が
、
我
々
が
扱
え
る
の
は
、
ど

う
頑
張
っ
て
も
有
限
桁
で
、
そ
の
桁
数
も
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。

一
方
、
例
え
ば
、
物
理
で
の
計
算
で
は
、
こ
の
計
算
に
入
力
す
べ
き
観
測
値
自
身
も
、
測
定

方
法
や
そ
の
誤
差
な
ど
か
ら
来
る
制
限
や
、
量
子
力
学
的
な
理
論
的
な
制
限
か
ら
、
限
ら
れ
た

桁
数
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
、
計
算
値
で
意
味
の
あ
る
桁
数
も
、
結
果
的
に
小
さ
な

も
の
に
し
か
な
り
得
な
い
。

[

21]

に
よ
れ
ば
、N

A
SA

に
よ
る
軌
道
計
算
で
の
最
高
精
度
の
計
算
で
使
っ
て
い
る
π
の
値

は
、3.141592653589793

(

小
数
点
以
下
15
桁)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。[

21]

に
は
、
人
類

が
宇
宙
に
送
っ
た
人
工
物
で
、
一
番
地
球
か
ら
遠
く
に
到
達
し
た
の
は
、V

oyager
1

で
、
こ

れ
は
、
現
在
地
球
か
ら
約14.8×

10
9

マ
イ
ル
ほ
ど
離
れ
た
地
点
に
い
る
が
、
地
球
を
中
心
に
、

こ
の
半
径
の
円
を
描
い
た
時
、
π
を
小
数
点
以
下
15
桁
ま
で
で
う
ち
切
っ
た
こ
と
に
よ
る
円
周

の
長
さ
の
計
算
値
の
誤
差
は
一
イ
ン
チ
以
下
だ
、
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

た
だ
し
、
π
自
身
は
関
連
す
る
計
算
で
は
最
後
に
定
数
と
し
て
値
に
か
か
る
形
で
し
か
関
与

し
な
い
可
能
性
が
高
い
が(

物
理
学
で
出
て
く
る
公
式
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、π

n

やπ
−
n,

n
>

1

の
形
でπ

が
現
れ
る
も
の
は
皆
無
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う)

、
値
を
出
す
途
中
の
繰
り

返
し
計
算
で
は
、
誤
差
の
集
積
を
さ
け
る
た
め
に
、
も
う
少
し
多
く
の
桁
数
の
計
算
が
必
要
に

な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
。

科
学
技
術
で
の
計
算
に
従
事
し
て
い
る
人
の
視
点
か
ら
は
、
無
限
桁
の
実
数
表
示
の
全
体
と

し
て
の
数
学
の
意
味
で
の
実
数
の
全
体(

連
続
体)

は
、
無
駄
な
高
精
度
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
我
々
が
あ
る
桁
数
に
制
限
さ
れ
た
実
数
だ
け
か
ら
な
る
数
の

体
系
の
理
論
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
現
在
の
科
学
技
術
計
算
が
そ
の
ベ
ー
ス
と

し
て
い
る
よ
う
な
解
析
学
は
、
決
し
て
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
物
理
学
的
現
実
を
見
て
い
る
と
き
に
有
効
な
桁
数
の
小
さ
さ
と
、
物
理
学
や
そ

の
背
後
に
あ
る
数
学
で
の
理
想
化
さ
れ
た
無
限
桁
小
数
表
示
と
し
て
の
実
数
の
関
係
を
、
ど
う

考
え
る
べ
き
な
の
か
、
数
学
で
の
連
続
体
は
方
便
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
物
理
的
実
存
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の
背
後
に
、
あ
る
種
の
極
限
と
し
て
控
え
て
い
る
何
ら
か
の
実
体
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
後

者
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
実
存
は
古
典
的
な
数
学
で
既
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
捉
え
き
れ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
集
合
論
的
数
学
で
初
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
数
学
的
現
象

が
、
実
は
、
物
理
的
な
現
象
に
ま
で
影
を
落
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
か
？
な
ど
、
こ
の
こ

と
は
、
少
な
く
と
も
、
数
学
、
数
理
哲
学
、
科
学
哲
学
の
視
点
か
ら
見
て
、
非
常
に
エ
キ
サ
イ

テ
ィ
ン
グ
で
、
重
要
に
も
思
え
る
問
題
た
ち
に
、
連
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

5

Sp
eed-up

定
理
た
ち

自
然
数
の
理
論
か
ら
、
有
限
桁
の
小
数
点
表
示
で
表
わ
さ
れ
る
実
数
た
ち
の
理
論
、
す
べ
て

の
実
数
の
理
論
、
無
限
集
合
を
含
む
集
合
論
の
理
論
、
巨
大
基
数
の
存
在
を
仮
定
す
る
集
合
論

の
理
論
た
ち
、
と
、
考
察
の
対
象
を
広
げ
て
い
っ
た
と
き
、
対
応
す
る
公
理
的
な
背
景
理
論
も

ど
ん
ど
ん
強
い
も
の
で
置
き
換
え
て
ゆ
く
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

理
論
を
展
開
す
る
た
め
の
公
理
系
の
無
矛
盾
性
の
強
さ(consistency
strength)

も
真
に
大

き
く
な
っ
て
ゆ
く23)
。
こ
こ
で
無
矛
盾
性
の
強
さ
と
言
っ
て
い
る
概
念
の
標
準
的
な
定
義
の
一
つ

は
、
理
論
T ′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
理
論
T
よ
り(

無
矛
盾
性
の
強
さ
に
関
し
て
真
に)
強
い
、

と
は
、
理
論
T ′

で
理
論
T
の
無
矛
盾
性
が
証
明
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
不
完
全
性
定

理
に
よ
り
、
こ
こ
で
考
え
て
い
る
理
論
T
が
無
矛
盾
な
ら
、
T
で
は
T
自
身
の
無
矛
盾
性
は
証

明
で
き
な
い
の
で
、
T ′

は
T
で
は
証
明
の
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
が
で
き
る(

特
にT

⊆
T

′

の
と
き
に
は
真
の
拡
張
に
な
っ
て
い
る)

理
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
で
は
、
自
然
数
論
の
モ
デ
ル
が
構
成
で
き
る
の
で
、
自
然
数
論
の
矛

盾
性
が
証
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
の
無
矛
盾
性
の
強
さ
は
、
自
然
数
論

よ
り
大
き
い
。
ツ
ェ
ル
メ
ロ=

フ
レ
ン
ケ
ル
の
集
合
論
で
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
の
モ
デ

23)

た
だ
し
、
自
然
数
の
理
論
か
ら
有
限
桁
の
小
数
点
表
示
で
表
わ
さ
れ
る
実
数
た
ち
の
理
論
へ
の
移
行
は
、
理

論
の
背
景
と
な
る
公
理
系
の
取
り
方
に
よ
っ
て
は
、
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る

場
合
も
あ
り
え
る
。
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ルV
ω
+
ω

が
存
在
す
る
の
で24)
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
の
無
矛
盾
性
が
示
せ
る
、
到
達
不
可
能

基
数κ
の
存
在
の
主
張
を
集
合
論
の
公
理
系
に
加
え
た
公
理
系
で
は
、
集
合
論
の
モ
デ
ルV

κ

が
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
公
理
系
で
は
集
合
論
の
無
矛
盾
性
が
証
明
で
き
る
、
等
々
。

無
矛
盾
性
の
強
さ
と
言
う
と
聞
こ
え
が
い
い
が
、
T ′

が
T
よ
り
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
強
い
、

と
い
う
こ
と
は
、
T ′

の
方
が
、
T
よ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
「
確
率
」
が
高
い
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、「
で
き
る
だ
け(

無
矛
盾
性
の
強
さ
の)

弱
い
理
論
体
系

で
展
開
で
き
る
数
学
が
安
全
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す

こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
立
場
で
数
学
を
考
え
る
べ
き
だ
、
と
主

張
す
る
数
学
者
た
ち
は
少
な
か
ら
ず
い
た
し
、
現
在
で
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ク
ロ
ー
ネ
カ

(Leopold
K

ronecker
1823(

文
政6

年)

〜1891(
明
治24
年))

は
、そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ

た
有
名
な
数
学
者
の
う
ち
の
最
初
の
人
た
ち
の
一
人
で
、
彼
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
か
つ
て
の

弟
子
だ
っ
た
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
や
、
カ
ン
ト
ル
自
身
に
対
し
て
、
猛
烈
な
批
判
や
攻
撃
を
続

け
た
し
、「
整
数
は
神
が
御
造
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
外
は
全
部
、
人
の
捏
造
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
い25)
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ク
ロ
ー
ネ
カ
は
ゲ
ー
デ
ル
よ
り
前

の
時
代
の
人
な
の
で
、
こ
こ
で
言
っ
た
よ
う
な
、
不
完
全
性
定
理
に
よ
る
議
論
を
知
り
よ
う
は

な
か
っ
わ
け
な
の
だ
が
。

逆
に
、あ
え
て
、こ
の
矛
盾
し
て
い
る「
確
率
」の
高
い
、強
い
公
理
系
の
下
で
数
学
を
展
開

す
る
こ
と
に
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
実
は
、
不

思
議
な
こ
と
に
、
不
完
全
性
定
理
の
証
明
の
変
形
か
ら
、
こ
の
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
大
き
な
公

理
系
で
数
学
を
展
開
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
理
論

T
と
T ′

に
つ
い
て
、
T
が
数
論
を
含
ん
で
い
て
、
T ′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
T
の
そ
れ
よ
り
真

に
大
き
い
と
き
に
は
、
T
で
証
明
で
き
る
命
題
φ
で
、こ
れ
を
T
で
証
明
す
る
と
、物
理
的
に
不

24)

注
9)
を
参
照
。

25)

„
D

ie
ganzen

Zahlen
hat

der
liebe

G
ott

gem
acht,alles

andere
ist

M
enschenw

erk“
—

886

年

に
ク
ロ
ー
ネ
カ
が
ベ
ル
リ
ン
で
の
科
学
者
会
議
に
講
演
で
言
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
。
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可
能
な
長
さ
の
証
明
し
か
存
在
し
な
い
が
、
T ′

で
の
証
明
は
、
実
現
可
能
な
長
さ
の
も
の
に
な

る
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、ゲ
ー
デ
ル
のSpeed-up

定
理

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
巷
の
言
葉
で
言
い
な
お
し
て
み
た
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
定
理
の
証
明
を

見
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
φ

は
存
在
す
る
こ
と
が
言
え
る
だ
け
で
な
く
、
多

少
人
工
的
な
形
は
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ゲ
ー
デ
ル
のSpeed-up

定
理(

や
類
似
の
そ
の
他
のspeed-up

theorem
s)

に
つ
い
て
は
、[

4]

や
、
そ
こ
で
挙
げ
た

文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

実
は
、
T ′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
T

の
そ
れ
よ
り
真
に
大
き
く
な
く
て
も
、
T ′

が
、

T

の
真
の
拡
張
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、speed-up

現
象
が
起
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

(E
hrenfeucht-M

ycielskiSpeed-up

定
理
、
こ
の
定
理
の
証
明
は
、[

13]

に
書
い
た)

。

ゲ
ー
デ
ル
やE

hrenfeucht-M
ycielski

のSpeed-up
定
理
た
ち
か
ら
、
た
と
え
ば
、
数
論

と
集
合
論
、
集
合
論
と
集
合
論
に
巨
大
基
数
の
存
在
公
理
を
付
加
し
た
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
、

妥
当
な
公
理
系
の
組
T
、
T ′

で
、
T ′

が
T
の
拡
張
に
な
っ
て
い
て
、
T ′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ

が
T
の
そ
れ
よ
り
真
に
大
き
い
よ
う
な
も
の
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
と
り
あ
え
ず
拡
張
さ
れ
た

方
の
公
理
系
T ′

で
数
学
を
展
開
し
て
み
る
、
と
い
う
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
議
論
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
方
針
を
と
っ
た
と
き
に
、Speed-up

定
理
た
ち
が
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
、
T ′

で
、
T
で
得
ら
れ
る
よ
り
、
容
易
に
、
ず
っ
と
短
く
、
し
た
が
っ
て
簡
単
で
あ

る
可
能
性
も
高
い
証
明
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
試
み
か
ら
、
T
の
言
語
で
も
書
き
下
せ
る
命
題
φ
が
、
T ′

で
証
明
で
き
た
と
き

に
は
、
次
の
よ
う
な
①∼

②
(γ)
(2)

の
シ
ナ
リ
オ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

①:

得
ら
れ
た
φ
の
証
明
が
、実
は
、ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、あ
る
い
は
多
少
の
変
更
で
T
の

証
明
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
変
更
を
し
さ
え
す
れ
ば
T

で
の
結
果
が
得
ら
れ
る
わ
け
な
の
で
、
も
し
、
読
者
が
、
T ′

で
の
数
学
を
認
め
な
い
立
場
だ
っ

た
と
し
て
も
、
T ′

は
こ
の
場
合
、
T
で
の
数
学
研
究
のtool

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②:

得
ら
れ
た
φ

の
T ′

証
明
が
、straightforw

ard

に
は
T
で
の
証
明
に
翻
訳
で
き
な
い
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場
合
。
こ
の
場
合
に
は
、
更
に
い
く
つ
か
の
可
能
な
展
開
の
シ
ナ
リ
オ
が
考
え
ら
れ
る
。

②
(α):

T ′

で
と
は
全
く
異
る
T
で
の
証
明
が
可
能
な
場
合
。
こ
れ
は
、
T ′

を
集
合
論
と
し

て
、
T
を
ペ
ア
ノ
算
術
と
し
た
と
き
、
第
1
節
で
触
れ
た
チ
ェ
ビ
シ
ェ
フ
の
定
理
の
、
エ
ル
デ

シ
ュ
に
よ
る
証
明
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
も
の
の
例
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
T
で

の
証
明
は
、
T ′

で
の
そ
れ
と
は
全
く
異
る
と
し
た
の
で
、
T ′

で
得
ら
れ
て
い
る
証
明
は
、
T
で

の
証
明
に
何
等
貢
献
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
実
際
に
は
、
T ′

で
得
ら
れ
て
い
る
証

明
を
見
て
、
T
で
も
証
明
で
き
る
に
違
い
な
い
、
と
思
う
こ
と
は
、
心
理
的
に
は
T
で
の
証
明

を
試
み
る
と
き
の
大
き
な
支
え
に
な
り
え
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
な
サ
ポ
ー
ト
と
し
て

生
身
の
数
学
者
の
研
究
に
対
し
て
、
大
き
な
貢
献
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

②
(β):

φ

は
、
T
で
も
証
明
で
き
る
が
、
そ
の
証
明
の
長
さ
はfeasible

な
も
の
で
な
く

な
っ
て
し
ま
う
場
合
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
ゲ
ー
デ
ル
のSpeed-up

定
理
が
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
(1)

T
で
の
証
明
の
長
さ
がfeasible

な
も
の
で
あ
り
え
な
い
こ
と
を
何

等
か
の
超
数
学
的
な
手
法
で
証
明
で
き
る
場
合
、が
あ
り
え
る
が
、
(2)
そ
う
で
な
い
場
合
、に

は
、
T
で
の
証
明
の
試
み
は
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。

②
(γ):

φ

は
、
T
で
は
証
明
で
き
な
い
場
合
。
こ
れ
は
、
や
は
り
、
T ′

を
集
合
論
と
し
て
、

T
を
ペ
ア
ノ
算
術
と
し
た
と
き
、
第
1
節
で
触
れ
たP

aris-H
arrington

の
定
理
で
の
有
限
組

合
せ
論
の
命
題
が
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
定
理
で
の
場
合
の
よ
う
に
、
(1)

実
際
に
超
数
学
的
手
法
で
、
(1)
φ

が
T
で
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
証
明
で
き
る
、
と
い
う

可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
(2)

そ
の
よ
う
な
証
明
が
得
ら
れ
ず
に
、
T
で
の
証
明
の
試

み
が
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
こ
で
見
た
シ
ナ
リ
オ
た
ち
の
う
ち
、
②
(β)
(2)

と
、
②
(γ)
(2)

で
起
っ
て
し
ま
う
の
停

滞
は
、
T ′

を
認
め
ず
、
T

の
中
だ
け
で
考
え
る
と
い
う
立
場
で
研
究
し
て
い
た
と
し
て
も
、

起
こ
る
し
か
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
で
、
超
数
学
的
な
考
察
も
拒
否
し
て
い
る
の

な
ら
、
②
(β)
(1)

や
、
②
(γ)
(1)

の
形
で
状
況
が
打
開
さ
れ
る
可
能
性
か
ら
も
、
見
放
さ
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れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
①
や
②
(α)

で
は
、
T-

純
粋
主
義
者
は
、
T ′

で
の
研
究
結
果

の
助
け
な
し
で
も
φ

の
証
明
を
見
出
せ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
証
明
を
発
見
す
る
ま
で
に

T ′

で
の
証
明
を
経
由
し
た
場
合
に
比
べ
て
、
ず
っ
と
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
。

T

だ
け
を
認
め
る
立
場
に
と
っ
て
の
、
T ′

の
理
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
し
て
み
た
が
、
T

と
、
T ′

が
、
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、
も
っ
と
積
極
的
に
T ′

で
の
数
学
を
推
奨
す
る
理
由
も
、
複

数
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
短
い
証
明
が
得
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
短
か
く
て
簡
単
な
証
明
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
強
い
方
の
体
系
で
得
ら
れ
る
証
明
に
よ
っ
て
、
定
理
の
意
味
が
よ
り
明
確

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
の
、
歴
史
上
の
例
の
一
つ
に
は
、
三
次
や
四
次
の
方
程
式
の
解
法
が
あ
げ
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
タ
ル
タ
ガ
リ
ア
や
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
中
世
の
数
学
で
は
、
こ
れ
は
、
一
種
の
秘
法
と
し

て
、
現
代
の
言
葉
で
整
理
し
な
お
す
と
、
冪
根
の
表
現
を
含
む
代
数
的
な
表
現
で
表
わ
せ
る
数

の
作
る
体
で
の
一
階
の
理
論
と
し
て
研
究
さ
れ
た
。
当
時
は
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
数
学
者
た
ち

が
一
生
を
捧
げ
る
課
題
だ
っ
た
が
、
現
代
で
は
、
こ
の
理
論
は
、
体
の
拡
大
や
、
対
応
す
る
自

己
同
型
群
の
間
の
相
互
作
用
を
記
述
す
る
ガ
ロ
ア
の
理
論
や
そ
の
拡
張
、
と
い
う
、
高
階
の
理

論(

集
合
論
の
中
で
展
開
で
き
る
理
論)

で
の
、
も
っ
と
大
き
な
文
脈
の
中
の
一
つ
の
現
象
と
し

て
、
よ
り
整
理
さ
れ
た
形
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
古
典
的
な
集
合
論
的
数
学
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
と
思
う
。
ツ
ェ
ル
メ
ロ(E

rnst
Zerm

elo,1871(

明
治4

年)
∼

1953(

昭
和28

年))

が
集

合
論
の
公
理
系
を
考
察
し
た
の
は
、1908

年(

明
治41

年)

の[

29]

だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在

Zerm
elo

の
集
合
論ZC

と
呼
ば
れ
る
も
の(

と
全
く
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ)

に

大
体
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、ZC

で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
集
合
論
的
数
学
が
様
々
な
分
野
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
現
在
集
合
論
の
公
理
系
と
し
て
標
準
的
に
考
察
さ
れ
る
ツ
ェ
ル
メ
ロ-

フ
レ
ン
ケ
ル
集

合
論ZFC

と
呼
ば
れ
る
体
系
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、ZC

よ
り
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
大
き
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な
体
系
で
、
こ
の
体
系
が
確
立
す
る
の
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
、
フ
レ
ン
ケ
ル
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ

ン
、
ス
コ
ー
レ
ム
と
い
っ
た
人
達
の
研
究
を
経
た
、1940

年
代
の
こ
と
だ
っ
た
。
筆
者
が
前
の

パ
ラ
グ
ラ
フ
で
「
集
合
論
的
数
学
」
と
呼
ん
だ
研
究
分
野
は
、
こ
の
間
、
こ
の
集
合
論
の
前
線

で
の
研
究
と
は
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
に
発
展
し
た
た
め
、
は
っ
き
り
と
公
理
的
な
枠
組
で
議
論
し

て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
不
明
の
場
合
も
あ
る
が
、
殆
ど
の
場
合ZC

で
の
議
論
を
継
承
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
古
典
的
な
集
合
論

的
数
学
の
歴
史
的
論
文
を
ひ
ど
く
読
み
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
。1970

年
代
ご
ろ
か
ら
、
こ

の
集
合
論
的
数
学
で
、
も
っ
と
モ
ダ
ン
な
、
現
代
集
合
論
を
ベ
ー
ス
と
し
た
研
究
が
興
っ
て
き

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
集
合
論
的
数
学
は
、
旧
来
の
集
合
論
的
数
学(

ま
た
、

旧
来
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
的
数
学)

の
視
点
か
ら
は
、
そ
れ
ら
に
、
う
ま
く
融
合
し
き
れ
て
い
な

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
鑑
み
て
、
こ
こ
で
記
述
し
た

よ
う
な
、
旧
式
の
集
合
論
的
数
学
か
ら
、
も
っ
と
モ
ダ
ン
な
集
合
論
的
数
学
へ
の
移
行
を
促
す
、

と
い
う
意
味
あ
い
も
こ
め
て
、
筆
者
は
「
集
合
論
的
数
学
」
と
い
う
題
で
、
旧
来
の
集
合
論
的

数
学
の
様
々
な
結
果
の
再
構
成
を
含
む
テ
キ
ス
ト
の
執
筆
の
準
備
を
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る([

8])

。

制
限
さ
れ
た
体
系
の
み
で
数
学
を
行
お
う
と
す
る
保
守
的
な
立
場
と
、
ど
ん
ど
ん
強
い
公
理

系
で
の
数
学
に
移
行
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
前
進
的
な
数
学
、
と
い
う
の
を
、
こ
こ

で
は
、
対
立
す
る
立
場
と
し
て
の
み
記
述
し
た
が
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
対
極
に
あ

る
立
場
や
、
そ
の
中
間
に
あ
る
様
々
な
立
場
た
ち
は
、
全
体
と
し
て
相
補
的
に
共
存
し
て
数
学

の
進
歩
を
支
え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
遅
く
と
も
ク
ロ
ー
ネ
カ
以
来
、
ど
の
時
代
に
も
、
こ
の
保
守
的
な
立

場
か
ら
、
他
の
立
場
の
数
学
を
強
く
批
判
す
る
人
々
が
出
て
く
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
も
既
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
制
限
さ
れ
た
体
系
だ
け
で
数
学
を
実
行
し
よ
う

と
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
純
粋
主
義
者
の
「
ぶ
」
は
、
客
観
的
に
は
、
あ
ま
り
良
い
も
の
に

は
な
っ
て
い
な
い
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
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6

有
限
か
ら
無
限
、
無
限
か
ら
有
限
へ

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
ら
れ
た
読
者
の
中
に
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
筆
者
が
、
雑
多
な
無
関

連
な
話
題
に
つ
い
て
気
儘
な
コ
メ
ン
ト
を
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
て
し
ま
っ
た

方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
こ
で
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
こ

れ
ま
で
に
話
題
に
し
た
、
多
様
な
視
点
、
観
点
か
ら
の
様
々
な
「
計
算
」
た
ち
が
、
全
体
と
し

て
、
大
き
な
文
脈
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
も
、
テ
ク
ニ
ッ

ク
の
共
有
や
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
ア
イ
デ
ア
の
交
換
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
第
2
節
で
触
れ
た

コ
ン
パ
ク
ト
性
定
理
の
よ
う
な
、(

こ
の
定
理
の
場
合
に
は
有
限
と
無
限
と
の
間
で
の)

シ
ス
テ

マ
テ
ィ
ッ
ク
なtran

sfer
p
rin

cip
le

遷
移
原
理
な
ど
に
よ
っ
て
、高
度
にsynagetic

な
状
況
が
成
立
し
て
い
る
、と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、
こ
の
シ
ナ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
は
、
有
限
組
合
せ
論
と
無
限
組
合
せ
論
の
間
で
は
、

古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
う
が

26)
、こ
こ
で
話
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
広
い
意
味
で
の
有

限
や
無
限
の
「
数
の
計
算
」
で
の
現
象
も
超
え
て
、
も
っ
と
大
き
な
絵
の
中
で
も
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
だ
と
思
う
。

最
後
に
、
こ
こ
で
シ
ナ
ジ
ー
と
言
っ
た
こ
と
の
例
と
な
る
よ
う
な
、
筆
者
自
身
の
研
究
で
最

近
起
こ
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
話
し
て
み
し
た
い
と
思
う
。

[

14]

は
、
筆
者
が2022

年
の
夏
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
共
同
研
究
を
行
な
っ
て
き
た
酒

井
拓
史
氏
と
の
共
著
で
書
き
上
げ
た
論
文
で
あ
る
。
現
在
投
稿
前
で
は
あ
る
が
、
文
献
表
に
も

書
い
たU

R
L

で
、
プ
レ
プ
リ
ン
ト
ア
ー
カ
イ
ヴ
にupload

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
、

大
き
な
巨
大
基
数
で
起
っ
て
い
る
現
象
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
小
さ
な
巨
大
基
数
の
世
界
に
移
し
た

と
き
に
何
に
な
る
か
、
と
い
う
タ
イ
プ
の
設
問
に
対
す
る
答
が
得
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
の
説
明
が
、
論
文
の
初
め
の
方
に
偽
の
等
式

26)

第
2
節
の
終
り
で
触
れ
た
、
一
階
の
述
語
論
理
の
コ
ン
パ
ク
ト
性
定
理
は
、
有
限
組
合
せ
論
と
無
限
組
合
せ

論
の
間
のtransfer

を
記
述
す
る
定
理
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
、
そ
う
見
た
と
き
に
は
、
こ
の
定
理
は
、
こ
こ
で

言
っ
た
、
有
限
組
合
せ
論
と
無
限
組
合
せ
論
の
間
の
シ
ナ
ジ
ー
の
説
明
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
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w
eakly

com
pact

cardinals
strongly

com
pact

cardinals
=

x

extendible
cardinals

.
(8)

と
し
て
説
明
し
て
あ
る(

分
母
が
大
き
な
巨
大
基
数
の
世
界
で
、
分
子
が
小
さ
な
巨
大
基
数
の

世
界
を
表
徴
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る)

。
著
者
た
ち
の
こ
の
論
文
で
の
主
要
結
果
の
一
つ
は
、

こ
の
等
式
で
の
x
が
何
か
を
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
き
な
無
限
の
研
究
と
小
さ

な
無
限
の
研
究
の
間
で
の
、ア
イ
デ
ア
の
交
流
を
通
じ
て
の
、新
し
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
確
立
、と

言
え
る
が
、
更
に
、
こ
の
研
究
で
は
、M

ichael
R

athijen

の
導
入
し
たshrew

d
cardinals

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
巨
大
基
数
が
、
登
場
人
物
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。R

athijen

氏
は
、
証

明
論
と
呼
ば
れ
る
研
究
分
野
の
、代
表
的
な
研
究
者
の
一
人
で
、筆
者
は
、彼
と
は
、ベ
ル
リ
ン

に
住
ん
で
い
た
頃
か
ら
の
旧
知
で
あ
る
。
氏
の
研
究
分
野
で
あ
る
証
明
論
は
、
有
限
と
無
限
の

グ
レ
デ
イ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
有
限
と
無
限
の
ち
ょ
う
ど
間
く
ら
い
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
位

置
す
る
も
の
で
、
だ
か
ら
、
筆
者
の
研
究
の
位
置
と
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ

で
、
筆
者
自
身
は
証
明
論
に
興
味
も
あ
り
勉
強
を
試
み
て
も
い
る
、
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
、

研
究
上
の
ク
ロ
ス
オ
ー
ヴ
ァ
ー
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
で

も
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、[

14]

で
実
際
に
用
ら
れ
て
い
る
の
は
、
筆

者
が
大
変
親
し
く
し
て
い
る
、し
か
し
、や
は
り
研
究
分
野
の
違
い
か
ら
、研
究
上
の
交
流
は
今

ま
で
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
たA

ndrés
V

illaveces

氏
が
、抽
象
モ
デ
ル
理
論
の
文
脈
でstrongly

unfoldable
cardinals

と
し
て
導
入
し
て
、
後
にP

hilipp
Lücke

氏
がshrew

d
cardinals

と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
背
景
を
持
つ
、shrew

d
cardinals

の
特
徴
付
け
だ
っ
た
。

論
文
を
プ
レ
プ
リ
ン
ト
ア
ー
カ
イ
ヴ
にupload

し
た
後
、抽
象
モ
デ
ル
理
論
の
若
手
の
ホ
ー

プ
の
一
人
で
あ
る
、W

illB
oney

氏
が
メ
ー
ル
を
送
っ
て
く
れ
て
、
論
文
を
ほ
め
て
く
れ
た
の

だ
が
、
彼
と
も
面
識
は
あ
っ
た
が
、
共
同
研
究
な
ど
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
未
来
の

共
同
研
究
の
可
能
性
と
と
も
に
、
こ
こ
で
我
々
の
行
な
っ
た
無
限
の
数(

巨
大
基
数)

の
研
究
の

シ
ナ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
な
他
の
数
学
の
研
究
分
野
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
感
じ
た
の
だ
っ
た
。

わ
ざ
わ
ざ
、
自
画
自
賛
に
見
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
危
険
を
犯
し
て
ま
で
、
自
分
の
最
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近
の
研
究
ま
で
例
に
挙
げ
て
説
明
を
試
み
て
み
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、「···

な
ど
の
研
究
を

し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
種
類
の
コ
メ
ン
ト
を
言
っ
た
り
、
書
い
た
り
す
る
人
が
少
な

く
な
い
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
注
意
を
促
し
て
お
い
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
か
ら
で

も
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
た
有
限
と
無
限
に
関
す
る
研
究
た
ち
に
お
け
るsynergetic

な
状
況
で
も
そ
う

だ
が
、も
っ
と
一
般
的
に
、科
学
で
考
察
さ
れ
る
、多
様
な
概
念
た
ち
や
現
象
た
ち
、そ
れ
を
考

察
す
る
研
究
た
ち
の
間
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
、ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
、ア
イ
デ
ア
の
共
有
や
、連
想

の
シ
ナ
ジ
ー
、
ま
だ
見
え
て
い
な
い
関
連
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
か
ら
な
る
、
大
き
な
文
脈

に
様
々
な
研
究
分
野
が
有
機
的
に
複
雑
に
絡
み
あ
っ
た
状
況
に
お
い
て
は
、「
何
が
意
味
が
あ
っ

て
何
に
意
味
が
な
い
」、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
議
論
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
建
設
的

で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
も
し
本
当
に
研
究
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
、
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
ず
れ
は
自
然
消
滅
す
る
は
ず
な
の
で
、
自
然
消
滅
に
ま
か
せ

て
い
れ
ば
よ
い
だ
け
だ
と
思
う
。

こ
の
、
色
々
な
場
所
で
聞
か
れ
る
、「···

は
研
究
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
発
言
は
、
む
し

ろ
、
自
分
の
「
専
門
分
野
」
に
凝
り
固
ま
っ
た
人
々
の
、
動
物
的
な
縄
張
り
本
能
の
発
露
の
よ

う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い27)
。

ど
の
分
野
で
も
研
究
が
進
み
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
、
全
体
を
見
渡
す
よ
う
な
研
究
は
、
今
日
で

は
、
も
う
常
人
に
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
言
う
人
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
逆
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
様
々
なtools

の
お
か
げ
で
、
現
在
、
大

き
な
視
点
か
ら
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
研
究
が
我
々
に
も
で
き
る
可
能
性
は
、
過
去
に
比
べ
て
格

段
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
そ
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
な
研
究
は
、
現
実
で
は
、
必
ず
し
も
、
い
つ
も
十
分
に
で
き
き
れ
る
、
と
は
限
ら
な
い

27)

「
理
系
」、「
文
系
」
と
い
う
受
験
産
業
の
用
語
を
初
め
と
し
て
、
日
本
の
文
化
の
中
に
は
、
人
が
動
物
的
「
職

人
的
専
門
意
識
／
縄
張
り
意
識
」
を
高
め
る
た
め
の
手
立
て
が
沢
山
仕
組
ま
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
『
動
物
的
「
職
人
的
専
門
意
識
／
縄
張
り
意
識
」』
は
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
、
遊
び
半
分
に
運
用
し
て
い
る

限
り
に
お
い
て
は
、「
競
争
意
識
を
持
っ
て
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
」、
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
付
け
も

可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
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か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
目
指
す
心
構
え
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

た
い
と
思
う
し
、そ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
に
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
広
い
視
野
で
見
た
と
き
に
、

初
め
て
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
素
晴
し
い
風
景
を
、
眺
望
で
き
る
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で

も
あ
る
。

こ
の
作
文
の
投
稿
版
を
『
現
代
思
想
』
誌
に
渡
し
た
直
後
に
、JoelH

am
kins

が
、M

ath-

O
verflow

に[

30]

を
投
稿
し
た
。
彼
が
そ
こ
で
書
い
て
い
る
の
は
、主
に
計
算
論
と
集
合
論
の

間
の“naturalaffi

nity”

で
あ
る
が
、
彼
が
書
い
て
い
る
こ
と
も
、
私
が
こ
こ
で
書
い
た
意
味

で
の
「
研
究
た
ち
の
間
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
や
、
ア
イ
デ
ア
の
共
有
や
、
連

想
の
シ
ナ
ジ
ー
」
が
決
し
て
私
の
個
人
的
な
感
想
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
、
一
つ

の
証
明
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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