
美
は
一
本
の
毛
で
男
を
ひ
つ
ぱ
る
だ
ろ
う
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以
下
の
文
章
は
、「
現
代
思
想
」2017

年
3
月
臨
時
増
刊
号
，V

ol.45-5,

総
特
集
＝

知
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
50
人
の
美
し
い
セ
オ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た
論
説
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
再
収
録
し
た
。
ま
た
、

投
稿
／
校
正
後
の
加
筆
訂
正
も
含
ま
れ
て
い
る
。

1

美(

学)

と
し
て
の
数
学
？

私
は
こ
の
小
文
で
「
あ
な
た
の
お
気
に
入
り
の
、
深
遠
で
、
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、
美
し
い
セ
オ

リ
ー
（
説
明
）
は
何
で
す
か
？
」
と
い
う
設
問
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
宿
命
を
負
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
「
お
気
に
入
り
」
と
い
う
よ
う
な
個
人
の
嗜
好
と
し
て
、

真
善
美
の
一
要
素
と
し
て
の
美
を
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
抵
抗
を
感
じ
る
。

一
方
、
そ
れ
で
は
個
人
の
嗜
好
を
超
え
た
絶
対
的
な
美
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
す
る
と(

あ
る
い
は
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
す
る
と)
、
そ
れ
は
何
で
あ

る
の
か
、
そ
し
て
何
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
う
と
、
こ
の

小
文
に
課
さ
れ
て
い
る
数
制
限
内
で
書
き
終
え
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

私
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
説
明
を
一
切
省
い
て
し
ま
え
ば
、「
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、
美
し
い
セ
オ

リ
ー
は
数
学
で
あ
る
」
と
い
う
表
明
で
、
こ
の
文
章
を
終
り
に
し
て
し
ま
っ
て
も
い
い
よ
う
に

も
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
具
体
的
な
理
論(

セ
オ
リ
ー)

を
挙
げ
よ
、
と
要
請
さ
れ
た
と

(1)

こ
れ
は
、
西
脇
順
三
郎
の
長
詩
『
失
わ
れ
た
時
』(19

60
)
[

6]

の
中
の
一
行
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
詩
行
で
、

ブ
ヌ
ュ
エ
ル
の
『
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
犬
』[

1]

の
、
男
が
縄
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
オ
ブ
ジ
ェ
の
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
た

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
引
っ
張
る
有
名
な
シ
ー
ン
を
連
想
す
る(

ブ
ヌ
ュ
エ
ル
／
ダ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
が
グ
ロ
テ
ス
ク
の

美
を
体
現
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
西
脇
の
こ
の
行
は
可
憐
で
何
か
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
暗
示
も
感
じ
さ
せ
る)

の
だ

が
、
新
倉[

5]

に
よ
る
と
、
こ
の
詩
行
は
、A

lex
an

d
er

P
o
p
e
(1688–1744)

の“T
h
e
R
ap

e
of

th
e
L
o
ck
”

と
い
う
英
雄
詩
を
模
し
た
風
刺
詩
の

C
an

to
II.

第
２
ス
ト
ロ
ー
フ
の
終
り
に
あ
る

“A
n
d
b
eau

ty
d
raw

s
u
s

w
ith

a
sin

gle
h
air”

か
ら
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(2)

筆
者
の
神
戸
大
学
で
の
同
僚
の
菊
池
誠
氏
か
ら
は
、
本
項
の
草
稿
に
対
す
る
有
用
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
こ

こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
。
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し
た
ら
、
初
等
幾
何
学(

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理)

、
ガ
ロ
ア
理
論
、
フ
ェ
ル
マ
ー
定
理
に
ま
つ
わ

る
理
論
、
な
ど
、
他
の
数
学
者
や
数
学
の
愛
好
者
の
多
く
も
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
理
論
に
始
ま
っ

て
、
自
分
自
身
の
研
究
に
よ
り
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
不
完
全
性
定
理(

と
そ
の
周
辺
の
理
論(

た

と
え
ば[

4]

を
参
照))

や
シ
ェ
ラ
ハ(S

ah
aron

S
h
elah

,
1945–)

の
基
数
算
術
の
理
論([

8]

、

た
だ
し
、
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
以
降
も
こ
の
理
論
は
大
き
く
進
展
し
て
い
る)

な
ど
次
々
と
挙
げ

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
更
に
も
う
ち
ょ
っ
と
本
音
に
近
い
言
い
方
を
許
し
て
も
ら

え
る
な
ら
、
自
分
が
次
に
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
定
理(

と
そ
の
証
明)

と
い
う
答
だ
っ
て
あ
り
得

る
。
し
か
し
、
こ
う
各
論
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
最
初
に
言
っ
た
「
数
学

で
あ
る
」
と
い
う
一
般
形
の
答
に
た
ど
り
つ
い
て
し
ま
う
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
程
触
れ
た(

絶
対
的
な)

「
美
と
は
何
か
」
と
い
う
難
問
と
同
じ
よ
う
に
、
数
学
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
だ
っ
て
同
じ
よ
う
に
一
言
で
は
答
え
よ
う
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
が
数
学
と
呼
べ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
前
に
、
そ
も
そ
も
「
数
学
」
と
言
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
は
紙
の
上
に
記
述
さ
れ
た
「
理
論
」
を

言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
紙
の
上
に
記
述
さ
れ
た
数
学
を
我
々
が
理
解
し
た
と
き
に
我
々

の
思
考
の
空
間
に
展
開
さ
れ
る
何
か
な
の
か
、
逆
に
紙
の
上
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
数
学
の

単
な
る
近
似
に
す
ぎ
な
く
て
、
数
学
の
本
質
は
一
部
の
例
外
的
な
才
能
を
持
つ
人
達
の
脳
髄
の

中
だ
け
で
展
開
さ
れ
て
い
る
何
か
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
も
っ

と
プ
ラ
ト
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
で
の
「
数
学
」
と
い
う
存
在
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
我
々
の

思
考
の
中
で
展
開
さ
れ
る
数
学
は
、
そ
の
本
当
の
数
学
の
有
限
近
似
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

の
か
。
等
々
。

「
美
し
い
セ
オ
リ
ー
は
数
学
で
あ
る
」
と
い
う
表
明
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
不
定
な
概
念
の

間
の
関
係
に
関
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
し
て
、
な
ん
と
も
曖
昧
な
、
そ
れ
だ
か
ら
逆
に
ど
う

と
で
も
解
釈
の
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
学
者
た
ち
が
、「
数
学
っ
て
美
し
い
よ
ね
」
と
い
う
よ
う
な
話
を

す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
個
人
の
嗜
好
を
超
え
た
、
共
同
幻
影
で
あ
る
も
の
以
上
の
実
体
が
あ

る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
数
学
者
の
感
覚
は
、
彼
／
彼
女
の
出
身
地
や
文
化
的
な

2



背
景
な
ど
に
も
ほ
と
ん
ど
依
存
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
は2016

年
の
後
半
の
多
く
の
時
間
を
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
郊
外
の
ベ
ル
ラ
テ
ラ(

ス
ペ
イ
ン

語
の
発
音
で
は
ベ
ヤ
テ
ラ)

と
い
う
場
所
に
あ
る
バ
ル
セ
ロ
ナ
自
治
大
学
のC

R
M

数
学
研
究

所
の
客
員
研
究
員
と
し
て
過
し
た
の
だ
が
、
こ
の
研
究
所
で
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て

い
た
数
学
者
の
な
か
に
は
数
学
の
哲
学
の
研
究
に
も
携
っ
て
い
る
人
が
何
人
か
い
た
た
め
、
雑

談
が
数
学
の
美
に
関
す
る
議
論
に
な
る
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
議
論
は
、
現
代

のd
e
facto

lin
gu

a
fran

ca

で
あ
る
と
こ
ろ
の
英
語
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
今
回
の
滞

在
で
は
、
そ
こ
に
い
る
の
は
英
語
の
母
国
語
話
者
と
そ
う
で
な
い
人
が
半
々
と
い
う
よ
う
な
状

況
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
英
語
で
の
談
話
で
、
筆
者
に
と
っ
て
の
母
国
語
や
准
母

国
語
で
あ
る
日
本
語
や
ド
イ
ツ
語
以
外
の
言
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
数
学
の
美
」
に
関
す
る
議
論
が
成
立
し
て
、
し
か
も
、
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
噛
み
合
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
と
て
も
不
思
議
に
思
え
た
。

異
な
っ
た
文
化
背
景
を
持
つ
数
学
者
た
ち
が
数
学
の
美
に
対
す
る(
ほ
と
ん
ど)

共
通
の
認
識

を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
事
実
自
身
を
、
数
学
の
美
の
重
要
な
側
面
の
一
つ
と
捉
え
て
も

い
い
よ
う
な
気
さ
え
し
て
く
る
。

2

美
の
条
件

「
美
し
い
セ
オ
リ
ー
と
し
て
の
数
学
」
と
い
う
表
明
自
身
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味

で
、
そ
の
意
味
し
て
い
る
こ
と
の
厳
密
な
規
定
が
容
易
で
な
い
と
し
て
も
、
我
々
が
数
学
の
何

を
美
し
い
と
感
じ
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
収
ま
り
き
る
よ
う
な
具
体
的
な
議
論
が
可
能

か
も
し
れ
な
い
。

(1)

深
淵
な
定
理
に
容
易
に
理
解
で
き
る
短
い
証
明
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
我
々
は
そ
れ
を

美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理(

三
平
方
の
定
理)

に
対
し

て
知
ら
れ
て
い
る
多
く
の
証
明
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
例
の
一
つ
だ
ろ
う
。

(2)

西
脇
順
三
郎
は
、「
遠
い
も
の
の
連
結
」
を
詩
の
定
義
、
乃
至
、
詩
学
の
主
要
な
方
法
論

3



と
し
て
彼
の
詩
人
と
し
て
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
主
張
し
た
が
、
こ
の
原
理
は
数
学
理
論
の
美
の

判
定
原
理
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
ガ
ロ
ア
の
理
論
の
美
し
さ
は
、

こ
の
理
論
が
体
の
拡
大
と
自
己
同
型
群
の
部
分
群
と
い
う
二
つ
の
異
る
見
方
の
間
の
関
係
の
確

立

(

遠
い
も
の
の
連
結)

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
、
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。[

2]

で
も
論
じ
た
「K

4
free

な
有
限
グ
ラ
フ
で
、
エ
ッ
ジ
の
２
彩
色
の
す
べ
て
に

同
色
の
三
角
形
が
存
在
す
る
、
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
定
理
の
シ
ェ
ラ
ハ
に
よ
る

証
明
で
は
、
有
限
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
こ
の
定
理
の
証
明
に
、
集
合
論
モ
デ
ル
の
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
拡
大
と
い
う
、
無
限
の
数
学
に
関
す
る
超
数
学
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
限

ら
ず
、
論
理
学

(logic)

の
手
法
が
予
期
し
な
い
よ
う
な
方
法
で
一
般
の
数
学
に
応
用
さ
れ
た

と
き
に
、
そ
の
「
遠
い
も
の
の
連
結
」
と
し
て
の
美
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
、
初
等
的
部
分
モ

デ
ル(elem

en
tary

su
b
m
o
d
els)

の
応
用
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
筆
者
は
、
最

近
、
前
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
が
正
規
直
交
基
底
を
持
た
な
い
こ
と(
実
際
に
そ
の
よ
う
な
状
況
は

あ
り
え
る
こ
と
が
ハ
ル
モ
シ
ュ
に
よ
り
既
に1970

年
代
に
示
さ
れ
て
い
る)

の
特
徴
付
け
定
理

を
初
等
的
部
分
モ
デ
ル
の
手
法
を
用
い
て
証
明
し
た([

3])

。elem
en
tary

su
b
m
o
d
els

と
超

限
帰
納
法
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
，
す
ご
く
簡
単
に
で
き
る
証
明
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず(

次
の
(3)

を
参
照)

、
こ
の
定
理
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、“
普
通
の
数
学
”
の
命
題
と
論
理

学(logic)

を
用
い
る
証
明
、
と
い
う
遠
い
も
の
の
結
合
と
し
て
の
美
的
な
体
験
で
も
あ
っ
た
。

(3)

こ
れ
は
(1)

と
は
真
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
定
理
の
証
明
や
、
理
論
の
技
術
的
な

細
部
で
、
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
で
、
精
緻
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ

を
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
前
に
も
触
れ
た
フ
ェ
ル
マ
ー

の
定
理
の
証
明(

証
明
は
20
世
紀
の
数
論
の
大
き
な
展
開
と
一
体
と
な
っ
て
い
る)

や
、
シ
ェ
ラ

ハ
の
基
数
算
術
の
理
論(

pcf-

理
論
、
こ
れ
は
通
常
の
数
学
体
系
内
で
展
開
さ
れ
る
理
論
だ
が
、

無
矛
盾
性
証
明
で
得
ら
れ
た
知
見
や
技
術
を
前
提
と
し
て
、
超
巾
や
初
等
的
部
分
モ
デ
ル
の
手

法
を
始
め
と
す
る
論
理
学(logic)

で
確
立
さ
れ
た
様
々
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
す
る)

を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定
理
に
つ
い
て
は
、
単
純
明
快
に
記
述
で
き
る
こ

の
定
理
の
命
題
と
、
多
く
の
数
学
的
手
法
を
駆
使
す
る
そ
の
証
明
、
と
い
う
対
比
的
な
結
合
か

4



ら
(2)

に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(4)

得
ら
れ
た
結
果
が
そ
れ
ま
で
の
予
想
を
大
き
く
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
こ

と
の
驚
き
が
美
を
と
も
な
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
完
全
性
定
理(

と

そ
の
周
辺
の
い
く
つ
か
の
定
理)

は
そ
の
よ
う
な
驚
愕
の
美
の
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
(2)

で
の

「
遠
い
も
の
の
結
合
」
も
、
そ
の
予
期
し
な
い
結
合
に
対
す
る
驚
き
、
と
い
う
意
味
で
こ
こ
に
分

類
す
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

以
上
で
論
じ
た
の
は
、
確
立
さ
れ
た
数
学
の
定
理
や
理
論
で
の
美
だ
が
、
数
学
者
が
研
究
を

進
め
て
ゆ
く
と
き
の
、
定
理(

と
い
う
よ
り
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
仮
説
な
わ
け
だ
が)

が
証
明
さ

れ
て
い
っ
た
り
、
理
論
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
の
動
的
な
数
学
の
美
と

い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
上
で
述
べ
た

(1)

〜
(4)

に
準
じ
る
議
論
が
可
能
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
数
学
の
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
特
に
近
代
以
降
の
数
学
で
は
、
複
数
の
数
学
者

の
議
論
の
中
で
進
行
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
数
学
の
美
は
、

こ
の
場
合
、
黒
板(

白
板
？
前
述
のR

C
M

研
究
所
で
は
“
青
板
”
だ
っ
た)

を
前
に
議
論
を
し

て
い
る
数
人
の
数
学
者
の
共
有
す
る
思
考
の
空
間
の
中
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

(1)

〜
(4)

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
更
に
議
論
し
た
い
点
も
多
い
の
だ
が
、
紙
数
の
制
限
の
た

め
、
こ
こ
で
は
次
の
節
で
述
べ
る
こ
と
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

3

脳
髄
の
憂
鬱
と
し
て
の
美

前
節
の
(1)

〜
(4)

を
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
の
思
考
能
力
の
容
量
と
限
界
に
関
連

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
(3)

で
は
定
理
の
証
明
や
数
学
理
論
の
複
雑
さ
が
、
我
々

の
思
考
の
限
界
ぎ
り
ぎ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

く
る
、
数
学
の
精
密
さ
に
対
す
る
畏
敬
に
伴
な
う
美
感
で
あ
る
が
、
思
考
能
力
の
容
量
と
限
界

は
、
個
人
的
な
差
が
大
き
い
の
で
、
何
を
そ
の
よ
う
な
「
緻
密
だ
が
努
力
す
れ
ば
何
と
か
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
数
学
」
と
し
て
認
識
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
っ
て
大
き
く
異
る
だ

ろ
う
。
(1)

で
は
容
易
に
理
解
で
き
る
証
明
の
例
と
し
て
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
証
明
を
挙
げ
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た
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
証
明
を
む
し
ろ
「
非
常
に
複
雑
で
難
し
い
」
と
感
じ
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
(1)

と
(3)

の
組
は
、
手
持
ち
の
思
考
の
リ
ソ
ー
ス
の
異
る
多
く
の
人
が
、

一
定
量
の
数
学
的
結
果
を
美
し
い
と
感
じ
得
る
た
め
の
仕
掛
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

(3)

の
例
と
し
て
シ
ェ
ラ
ハ
の
pcf-

理
論
を
挙
げ
た
が
、
多
分
現
在
生
き
て
い
る
地
球
人
の
中

で
一
番(

し
か
も
と
び
ぬ
け
て)
数
学
的
な
能
力
の
高
い
シ
ェ
ラ
ハ
自
身
の
感
じ
て
い
る
、
こ
の

理
論
の(

少
な
く
と
も
既
に
確
立
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の)

複
雑
さ
の
感
覚
は
我
々
が
感
じ

る
も
の
と
は
違
う
だ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
の
こ
の
理
論
の
美
は
筆
者
を
含
め
た
凡

庸
な
数
学
者
の
認
識
す
る
美
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、[

7]

に
、
シ
ェ
ラ
ハ
が
集
合
論

(3)
の

(3)

集
合
論
は
す
べ
て
の
数
学
を
統
一
的
に
記
述
で
き
る
唯
一
の
枠
組
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
数
学

と
同
一
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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興
味
のratin

g

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
に
、

そ
の
部
分
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る

(4):

“b
eau

ty
”

に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
次
に“gen

erality
”
が
来
て
い
る
の
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
表
の
少
し
後
に
、

A
s
for

b
eau

ty,
I
m
ean

th
e
b
eau

ty
in

a
stru

ctu
re

in
w
h
ich

d
efi
n
ition

s,

th
eorem

s
an

d
p
ro
ofs

h
ave

th
eir

p
art

in
th
e
h
arm

on
y
;
b
u
t
com

p
licated

p
ro
ofs

d
o
n
ot

b
oth

er
m
e.

A
s
an

u
n
d
ergrad

u
ate,

I
fou

n
d
G
alois

th
eory

b
eau

tifu
l
(m

ore
ex
actly,

w
h
at

is
in

th
e
b
o
ok

of
B
irk

h
off

-M
aclan

e),
an

d

later
I
fou

n
d
M
orley

’s
th
eorem

(w
ith

its
p
ro
of)

b
eau

tifu
l.

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
複
雑
な
証
明
も
厭
わ
な
い
」
と
あ
る
が
、
シ
ェ
ラ
ハ
に
と
っ
て

の
複
雑
な
証
明
は
、
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
、
複
雑
す
ぎ
て
ほ
と
ん
ど

理
解
不
能
で
あ
る
、
と
断
言
し
て
よ
い
。
シ
ェ
ラ
ハ
の
論
文
を
読
み
込
む
技
術
や
経
験
を
持
っ

て
い
る
人
が
時
間
を
か
け
て
内
容
を
十
分
に
消
化
し
た
末
に
「
美
し
い
」
と
思
え
る
よ
う
に
な

(4)[

7]

の
一
種
の
続
編
と
も
言
え
る[

9]

も
参
照
さ
れ
た
い
。[

7]

が
集
合
論
の
研
究
者
を
読
者
と
し
て
想

定
し
て
い
る
の
に
対
し
、[

9]

で
想
定
さ
れ
た
読
者
は
一
般
の
数
学
者
で
あ
る
、
と
あ
る
。
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
引
用
し
た
文
の
最
後
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
「
モ
ー
レ
イ
の
定
理(

と
そ
の
証
明)

」
は
、
学
部
生
だ
っ
た
こ
ろ
の
シ
ェ
ラ
ハ
が
そ
の
少
し

後
で
『
分
類
理
論
』(C

lassifi
cation

T
h
eory

)

と
よ
ば
れ
る
壮
大
な
理
論
に
拡
張
す
る
こ
と
に

な
る
モ
デ
ル
理
論
の
定
理
で
あ
る
。

4

エ
ピ
ロ
ー
グ—
数
学
の
絶
対
性
と
美
に
つ
い
て

数
学
が
絶
対
的
な
“
真
理
”
を
目
指
し
て
い
る
学
問
で
あ
る
た
め
、「
数
学
の
美
」
も
ダ
イ
ア

モ
ン
ド
の
結
晶
の
よ
う
な
、
人
間
の
感
情
を
寄
せ
つ
け
な
い
冷
た
く
完
璧
な
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
我
々
が
感
じ
る
数
学
の
美

は
、
た
と
え
ば
大
バ
ッ
ハ
の
フ
ー
ガ
を
聞
い
た
と
き
に
感
じ
る
よ
う
な
超
越
性
と
永
遠
の
感
覚

を
と
も
な
っ
た
も
の
だ
が
、
前
の
二
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
数
学
の
美
の
認
識
が
、
我
々
の
知

性
の
許
容
量
と
相
対
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
、
数
学
の
美
を
、
も
っ
と
人
間
的
な
、
ほ

の
か
な
哀
愁
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
さ
え
感
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

し
か
し
美
を
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
も
う
崖
か
ら
落
ち
て
し
ま
つ
た
。
特
に
、
数
学

の
美
は
、
あ
く
ま
で
も
数
学
の
マ
シ
ナ
リ
が
全
駆
動
し
て
い
る
そ
の
現
場
で
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
、
茶
飲
み
話
の
種
や
酒
の
つ
ま
み
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う—

い
い
か
げ
ん
な
「
数
学
談
議
」
を
嫌
つ
て
「
数
学
と
美
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
と
言
い

き
つ
て
し
ま
う
方
が
む
し
ろ
い
い
場
合
さ
え
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

も
う
二
十
年
以
上
も
前
に
、「
数
学
セ
ミ
ナ
ー
」
誌
で
「
数
学
と
美
」
に
関
す
る
特
集
が
あ
つ

た
折
、
原
稿
の
依
頼
を
受
け
た
新
井
敏
康
氏(

現
在
は
千
葉
大
学
の
数
学
・
情
報
数
理
学
科
に

所
属
し
て
お
ら
れ
る)

が
、「『
数
学
は
美
と
は
関
係
な
い
』
と
い
う
趣
旨
の
記
事
を
書
き
ま
す
が

い
い
で
す
か
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
つ
た
と
こ
ろ
、
依
頼
を
撤
回
さ
れ
た
、
と
聞
く

(5)
。
私

(5)

こ
れ
は
又
聞
き
の
又
聞
き
な
の
で
、
事
実
と
は
異
る
か
も
し
れ
な
い
が
、—

と
書
い
て
か
ら
、
気
に
な
っ
た

の
で
、
新
井
氏
本
人
に
こ
こ
で
御
名
前
を
出
す
こ
と
の
許
可
を
含
め
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
実
際
、
新
井
氏

の
編
集
者
に
対
す
る
そ
の
と
き
の
答
は
筆
者
の
書
い
た
も
の
と
は
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
っ
て
い
た
よ
う
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た—

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
新
井
氏
の
数
学
に
対
す
る
毅
然
と
し
た
態
度
を
よ
く
表
し
て
い

8



は
新
井
氏
の
捨
て
た
「
数
学
と
美
」
を
拾
つ
て
一
文
を
草
し
た
。
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