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以
下
の
文
章
は
、
現
代
思
想2

0
1
6

年1
0

月
臨
時
増
刊
号
　
総
特
集
＝
未
解
決
問
題

集
【
シ
リ
ー
ズ
現
代
思
想
の
数
学
者
た
ち
】
に
収
録
さ
れ
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
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

究
極
の
未
解
決
問
題
？

集
合
論
で
の
未
解
決
問
題
に
つ
い
て
論
ぜ
よ
、
と
い
う
宿
題
を
頂
い
て
、
こ
の
作
文
を
始
め

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
未
解
決
問
題
」
は
定
冠
詞
つ
き
の
単
数
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

「
連
続
体
仮
説
に
か
か
わ
る
研
究
に
つ
い
て
ご
執
筆
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
の

が
、
も
と
も
と
の
作
文
の
依
頼
の
内
容
だ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
現
代
の
視
点
か

ら
見
て
、
こ
の
「
連
続
体
仮
説
」
は
数
学
の
未
解
決
問
題
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

あ
る
い

は
逆
に
、
こ
の
問
題
が
実
は
「
数
学
の
究
極
の
未
解
決
問
題
」
と
な
っ
て
い
て
、
本
稿
の
よ
う

な
作
文
で
安
易
に
論
じ
る
こ
と
の
憚
ら
れ
る
畏
れ
多
い
も
の
に
な
っ
た
り
は
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
？

数
学
者
の
多
く
は
、「
連
続
体
仮
説
」、「
連
続
体
問
題
」
等
々
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ど
こ
か

で
は
聞
い
て
い
る
と
し
て
も
、
自
分
自
身
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
？

他
方
で
は
、
直
接
は
研
究
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定

理
、
リ
ー
マ
ン
予
想
、
ポ
ア
ン
カ
レ
予
想
な
ど
の
解
決
さ
れ
た
り
未
解
決
だ
っ
た
り
す
る
他
の

数
学
の
大
問
題
に
対
し
て
は
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
研
究
が
遠
く
の
ど
こ
か
で
は
こ
れ
ら
の
問

題
と
繋
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

実
際
に
は
、
も
っ
と
積
極
的
な
否
定
と
し
て
、
数
学
の
基
礎
付
け
の
観
点
か
ら
も
、
連
続
体
仮

説—

更
に
集
合
論
す
べ
て—

は
数
学
の
問
題
で
は
な
い
、
と
す
る
議
論
す
ら
あ
る
。
ク
ロ
ー

0

名
古
屋
大
学
の
松
原
洋
氏
、
お
よ
び
、
神
戸
大
学
で
の
筆
者
の
同
僚
の
菊
池
誠
氏
と
酒
井
拓
史
氏
か
ら
は
本

稿
の
初
期
の
草
稿
に
対
す
る
幾
つ
か
の
有
用
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
。

1



ネ
カ(L

eop
ort

K
ron

ecker,
1823–1891)

の
『
整
数
は
神
が
お
創
り
に
な
っ
た
。
他
の
も
の

は
す
べ
て
人
間
の
業
で
あ
る
。』 1
は
有
名
だ
が
、
同
様
の
考
え
方
を
も
っ
と
数
学
的
に
精
密
に
敷

衍
し
て
み
せ
た
の
は
、1910

年
代
終
り
の
ヴ
ァ
イ
ル(H

erm
an

n
W
ey
l,
1885–1955)

で
あ

る
。
ヴ
ァ
イ
ル
は[
13]

で
、
彼
が
「
循
環
」
が
起
っ
て
し
ま
う
と
考
え
た
議
論
を
さ
け
て
、
し
か

も
通
常
の
数
学
の
多
く
の
部
分
が
展
開
で
き
る
体
系
を
構
築
し
た
が
、
そ
の
体
系
の
中
で
は
連

続
体
問
題
は
、
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
フ
ェ
フ
ァ
ー
マ
ン(S

olom
on

F
eferm

an
,
1928

–
2016)

は
ヴ
ァ
イ
ル
の
議
論
を
現
代
の
数
理
論
理
学
の
知
見
で
よ
り
精
密

化
し
、
ワ
イ
ル
の
論
点
を
更
に
推
し
進
め
た[

2]

を
書
い
た
が
、
こ
の
論
文
が
一
つ
の
契
機
と

な
っ
て
、
数
年
前
に
ネ
ッ
ト
上
で
、
数
学
、
数
理
哲
学
、
哲
学
な
ど
の
世
界
を
代
表
す
る
と
言

え
る
よ
う
な
人
た
ち
を
巻
き
込
ん
た
熾
烈
な
論
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
、「
実
用
的
な
数
学
の
展
開
で
き
る
無
矛
盾
性
の
保
証
の
あ
る
弱
い
体
系
で
、
数
学
を
展

開
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
集
合
論
は
全
く
必
要
な
い
」、
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
証
と
し

て
、
ゲ
ー
デ
ル(K

u
rt

G
öd

el,
1906–1978)

の
加
速
定
理(S

p
eed

-u
p
T
h
eorem

)

を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ゲ
ー
デ
ル
の
加
速
定
理
は
、
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
の
、
無
矛
盾
性
の
保

証
の
あ
る
弱
い
体
系
に
対
す
る
意
義
を
擁
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
に

様
々
な
巨
大
基
数
の
存
在
公
理
を
加
え
て
得
ら
れ
る
、
よ
り
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
大
き
な
体
系

で
考
察
す
る
こ
と
の
、
旧
来
の(

通
常
の
集
合
論
の
枠
内
で
展
開
さ
れ
る)

数
学
に
対
す
る
意
義

も
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
第
3
節
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
。

公
理
的
集
合
論
の
一
般
的
枠
組
を
認
め
る
立
場
で
は

2、「
連
続
体
問
題
」
の
「
解
決
」
は
、

(∗)

ゲ
ー
デ
ル
が
連
続
体
仮
説
の
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
上
で
の
無
矛
盾
性
を
証
明
し
、
コ
ー

エ
ン(P

au
l
C
oh

en
,
1934–2007)

が
連
続
体
仮
説
の
否
定
の
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系

1

” D
ie

gan
ze

Z
ah

len
h
at

d
er

lieb
e
G
ott

g
em

a
ch
t,

alles
an

d
ere

ist
M
en
sch

en
sw

erk“
.
[

12]

「
お

創
り
に
な
っ
た
」
と
敬
語
に
翻
訳
し
た
の
は
、
原
文
の” lieb“

と
い
う
形
容
詞
と
神” G

ott“

と
い
う
単
語
の
組

と
し
て
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

2

現
代
的
な
数
学
を
含
む
通
常
の
意
味
で
の
数
学
を
統
一
的
に
展
開
で
き
る
枠
組
と
し
て
は
、
通
常
の
公
理
的

集
合
論
の
公
理
系
以
外
に
適
当
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
るw

ork
in
g
m
ath

em
atician

s

は
こ
の

「
公
理
的
集
合
論
の
一
般
的
枠
組
」
を
、
少
な
く
と
も
無
自
覚
的
に
は
認
め
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

2



上
で
の
無
矛
盾
性
を
証
明
し
て
、
そ
れ
ら
を
合
せ
て
、
連
続
体
仮
説
の
集
合
論
の
通
常
の

集
合
論
公
理
系
か
ら
の
独
立
性
が
確
立
さ
れ
た

と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ゲ
ー
デ
ル
は
、1947/1964

年
の
論
文[

7]

で
、
独
立
性
の
結
果
が
得
ら
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て

3、
そ
の
場
合
に
も
集
合
論
の
公
理
系
の
正
し
い
拡
張
を
見
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
連
続
体
仮
説
の
よ
う
な
重
要
な
集
合
論
的
命
題
の
真
偽
を
こ
の
拡
張
さ
れ
た
公
理
系

か
ら
の
証
明
に
よ
り
帰
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
公
理
系
の

正
し
い
拡
張
」
が
見
つ
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
正
し
さ
の
論
拠
が
必
要
に
な
る
の
で
、
そ
れ
に

向
け
て
の
集
合
論
の
拡
張
さ
れ
た
体
系
に
つ
い
て
の(

数
学
的
―
数
学
哲
学
的
な)

議
論
を
展

開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
現
在
で
は
ゲ
ー

デ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム(G

öd
el’s

P
rogram

)

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
ウ
デ
ィ
ン(H

u
gh

W
o
o
d
in
,

1955–)

ら
に
よ
っ
て
精
力
的
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ゲ
ー
デ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遂
行
に
向
け
て
の
研
究
が
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
と

し
て
も
、
そ
の
結
果
、
集
合
論
の
公
理
系
の
「
正
し
い
」
し
か
し
互
い
に
は
相
容
れ
な
い
よ
う

な
複
数
の
拡
張
が
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
状
況
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に

も
無
い
よ
う
に
も
思
え
る

4。

筆
者
は
、
近
年
に
度
々
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
集
合
論
的
多
元
宇
宙

(set-

th
eoretic

m
u
ltiverse)

の
枠
組
を
拡
張
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
そ

の
よ
う
な
、
複
数
の
「
正
し
い
集
合
論
の
拡
張
」
が
出
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
の
可
能
性

3

コ
ー
エ
ン
が
彼
の
結
果
を
得
た
の
は[

7]

の
最
初
の
版
が
執
筆
さ
れ
た
時
よ
り
十
年
以
上
後
だ
っ
た
。[

7]

の1964

年
版
で
は
、
補
遺
と
し
て
コ
ー
エ
ン
の
結
果
が
「
最
近
の
結
果
」
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
巨
大
基
数

の
連
続
体
問
題
で
は
た
し
う
る
役
割
が
ゲ
ー
デ
ル
が
本
文
で
書
い
た
こ
と
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
文
は
自
身
は1947

年
度
版
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

4

た
と
え
ば
、
集
合
論
の
「
正
し
い
拡
張
」
候
補
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、R

ad
o
C
on

jectu
re

と

M
artin

’s
M
ax

im
u
m

と
い
う
二
つ
の
公
理
は
、
筆
者
が
最
近
の
研
究
で
よ
く
議
論
の
出
発
点
と
し
て
用
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
公
理
は
両
方
と
も

連
続
体
の
濃
度
がℵ

2

に
な
る
、
し
た
が
っ
て
特
に
連
続
体
仮
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
導
く
。

3



も
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
る([

4]

を
参
照)

。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

も
、
以
下
の
第
4
節
で
、
も
う
少
し
詳
し
く
議
論
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

本
稿
は
、
読
者
に
数
学
の
素
養
を
あ
る
程
度
仮
定
し
て
い
る(

と
い
っ
て
も
技
術
的
専
門
的

な
素
養
を
仮
定
す
る
も
の
で
は
な
い)

こ
と
を
除
く
と
、
広
い
読
者
対
象
を
想
定
し
て
書
い
て

い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
集
合
論
と
数
理
論
理
学
に
関
す
る
予
備
知
識
の
若
干
の

補
足
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。

2

連
続
体
問
題
と
数
理
論
理
学

連
続
体
問
題
と
数
理
論
理
学
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
で
必
要
と
な
る
こ
と
の
復
習

を
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
連
続
体
仮
説
は
、「
自
然
数
の
全
体
の
集
合
と
実
数
の
全
体
の
集
合

の
間
の
大
き
さ
の
無
限
集
合
が
存
在
し
な
い
」
こ
と
を
主
張
す
る
命
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

現
代
の
集
合
論
の
標
準
的
体
系
で
あ
る
ツ
ェ
ル
メ
ロ=

フ
レ
ン
ケ
ル
集
合
論(Z

F
C
)

で
は
、

(1)

自
然
数
の
全
体
か
ら
な
る
集
合(N

)

の
濃
度(ℵ

0 )

の
次
の
基
数((ℵ

0 )
+
=

ℵ
1 )

は
、
実

数
の
全
体
か
ら
な
る
集
合R

の
濃
度(2

ℵ
0)

と
等
し
い(2

ℵ
0
=

ℵ
1 )

こ
と
と
し
て
あ
ら
わ
せ
る
が

5、
カ
ン
ト
ル(G

eorg
C
an

tor,
1845–1918)

が
一
九
世
紀
の
後

半
に
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
た
と
き
に
は
、
ま
だZ

F
C

は
定
式
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
し

6、
こ
れ
は
、Z

F
C

の
部
分
体
系
で
、
今
日Z

C

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
体
系
に
対
応
す
る

公
理
系
が
ツ
ェ
ル
メ
ロ
に
よ
っ
て
素
朴
な(

形
式
化
さ
れ
な
い)

形
で
書
き
下
さ
れ
る
よ
り
も
更

5

Z
F
C

で
は
、
集
合X

の
濃
度
と
は
、X

と
の
間
に
全
単
射(

一
対
一
で
上
へ
の
写
像
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な

写
像)

を
持
つ
基
数(ℵ

0 ,ℵ
1

な
ど
の
無
限
集
合
の(

全
単
射
の
存
在
で
同
一
視
し
た
と
き
の)

大
き
さ
の
尺
度
と

な
っ
て
い
る
よ
う
な
集
合)

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
濃
度
が
定
義
で
き
る
た
め
に
は
、Z

C

で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
で
(2)

や
(3)

で
よ
う
にZ

C

で
も
濃
度
の
議
論
の
う
ち
の
一
部

を
遂
行
で
き
る
。

6

Z
F
C

の
、
今
日
知
ら
れ
る
形
で
の
定
式
化
が
な
さ
れ
た
の
は1940

年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ル

自
身
はZ

F
C

で
の
よ
う
な
議
論
を
、
集
合
論
の
公
理
的
な
枠
組
が
作
ら
れ
る
前
に
行
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
彼

自
身
の
議
論
はZ

C

か
らZ

F
C

へ
の
シ
フ
ト
に
相
当
す
る
発
展
が
、
初
期
の
集
合
論
に
関
す
る
仕
事
か
ら
後
の
時

期
の
仕
事
に
か
け
て
起
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4



に
ず
っ
と
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
連
続
体
仮
説
はZ

C

や
，
そ
れ
か
ら
更
に
選
択
公
理
を
取
り

除
い
たZ

で
も
自
然
な
定
式
化
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
よ
う
な(Z

F
C

で
は
上
の
(1)

と
同
値
に
な
る)

定
式
化
の
一
つ
は:

(2)

す
べ
て
の
実
数
か
ら
な
る
無
限
集
合X

⊆
R

に
対
し
、
そ
の
要
素
の
す
べ
て
を
自
然
数

の
全
体
に
一
対
一
に
対
応
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
要
素
の
す
べ
て
を
実
数
の
全
体

に
一
対
一
に
対
応
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
い
ず
れ
か
が
成
り
立
つ

で
あ
る
。
更
に
、
カ
ン
ト
ル=

ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
理
に
よ
り
(2)

は(

既
にZ

で)

次
と

同
値
で
あ
る:

(3)

す
べ
て
の
実
数
か
ら
な
る
無
限
集
合X

⊆
R

に
対
し
、X

か
らN

へ
の
一
対
一
写
像
が

存
在
す
る
か
、R

か
らX

へ
の
一
対
一
写
像
が
存
在
す
る
か
の
い
ず
れ
か
が
成
り
立
つ
。

カ
ン
ト
ル
自
身
は
連
続
体
仮
説
を
や
が
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
定
理
と
考
え
て
い
て
、
そ
の
証

明
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
試
み
続
け
た
。

実
際
、
開
集
合⊆

R

に
対
し
、
(3)

が
成
り
立
つ
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
空
で
な
い
開
集

合
は
空
で
な
い
開
区
間
を
含
む
が
、
任
意
の
空
で
な
い
開
区
間
か
らR

の
上
へ
の
一
対
一
対
応

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ル=

ベ
ン
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
定
理
に
よ
り
閉
集
合
に
対
し
て

も
、
(3)

が
成
り
立
つ
。
更
に
、
ス
ー
ス
リ
ン
の
定
理
に
よ
り
、
す
べ
て
の
解
析
集
合
に
対
し
て
、

(3)

が
成
り
立
つ
。
ま
た
大
き
な
巨
大
基
数
の
存
在
を
仮
定
す
る
と
、
す
べ
て
の
射
影
集
合
に
対

し
(3)

が
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
述
べ
た
命
題
の
う
ち
解
析
集
合
と
射
影
集
合
に
関
す
る
も
の
は
、

カ
ン
ト
ル
よ
り
後
の
時
代
に
得
ら
れ
た
も
の
で
、
特
に
射
影
集
合
に
関
す
る
も
の
は
ウ
デ
ィ
ン

ら
に
よ
る1980

年
代
終
り
頃
の
結
果
か
ら
導
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
(3)

の
妥
当

性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

カ
ン
ト
ル
の
時
代
、
実
際
に
は
も
っ
と
後
の1920

年
代
ま
で
、
す
べ
て
の
数
学
の
命
題
は
、

や
が
て
証
明
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
否
定
が
証
明
で
き
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、
と
多

く
の
数
学
者
は
考
え
て
い
た
と
思
っ
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

5



二
十
世
紀
初
頭
に
前
後
し
て
発
見
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
結
果

7か
ら
、ひ
ょ
っ

と
す
る
と
数
学
は
矛
盾
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
懐
疑
が
数
学
者
を
悩
ま
せ
る
よ
う

に
な
る
が
、
妥
当
な
公
理
系
を
確
定
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
う
こ
と
で
、
や
が

て
は
無
矛
盾
の
保
証
の
あ
る
数
学
体
系
が
構
築
で
き
，
そ
の
妥
当
性
か
ら
，
体
系
は
完
全
に
も

な
る(

つ
ま
り
全
て
の
数
学
の
命
題
の
真
偽
が
こ
の
公
理
系
か
ら
の
証
明
の
存
在
に
よ
り
結
着

で
き
る
よ
う
に
で
き
る
よ
う
に
な
る)

こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
の
数
学
者—

少
な
く
と
も
ヒ
ル
ベ

ル
ト
の
回
り
の
ほ
と
ん
ど
の
数
学
者—

が
疑
い
を
持
つ
こ
と
は
、
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る

8。

し
か
し
、1931

年
に
発
表
さ
れ
た
ゲ
ー
デ
ル
の
二
つ
の
不
完
全
性
定
理
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
数
学
観
の
ど
ち
ら
も
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
書
い
た
よ
う
な
素
朴
な
形
で
は
正
し
く
な
い
こ

と
が
明
か
に
な
っ
た
。

第
一
不
完
全
性
定
理
　
　T

を
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
理
論
と
す
る

9。T

が
初
等
的
算
術

7

例
え
ば
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
結
果
の
う
ち
の
一
つ
は
、
す
べ
て
の
集
合
を
要
素
と
し
て
持
つ
集
合
を
考
え
る

と
そ
の
こ
と
か
ら
矛
盾
が
出
る
、
と
い
う
も
の
だ
が
、
現
代
の
集
合
論
で
は
、
こ
の
結
果
は
、
す
べ
て
の
集
合
を

要
素
と
し
て
持
つ
集
ま
り(

ク
ラ
ス)

は
集
合
で
な
い
、
と
い
う
定
理
の
背
理
法
に
よ
る
証
明
、
と
理
解
さ
れ
る
。。

8

た
と
え
ば
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
はZ

C

に
対
応
す
る
公
理
系
の
祖
型
を
導
入
し
た[

14]

で
、「
非
常
に
本
質
的
で

あ
る
は
ず
の
私
の
公
理
系
の
「
無
矛
盾
性
」
に
つ
い
て
さ
え
、
ま
だ
厳
密
に
は
証
明
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
提

案
さ
れ
た
原
理
に
基
い
て
議
論
す
る
か
ぎ
り
、
今
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
「
逆
理
」
は
す
べ
て
解
消
す
る
、
と
い

う
こ
と
を
所
々
で
注
意
す
る
に
と
ど
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
十
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
数
学
者
で
あ
る
ヒ
ル

ベ
ル
ト(D

av
id

H
ib
ert,

1862–1943)

は1920

年
代
に
、
こ
の
数
学
の
無
矛
盾
性
の
証
明
を
厳
密
に
形
式
化
さ

れ
た
体
系
で
行
な
う
、
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
着
手
し
、
ゲ
ー
デ
ル
が
不
完
全
性
定
理
を
発
見
す
る
直
前
の1930

年
頃
に
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
彼
の
研
究
協
力
者
た
ち
は
、
こ
の
目
標
が
あ
と
少
し
で
達
成
で
き
る
、
と
い
う
見
込

み
を
信
じ
る
に
足
る
よ
う
な
部
分
結
果
群
を
得
て
い
た
。

9

理
論T

が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
と
は
、
与
え
ら
れ
た
論
理
式
がT

に
属
す
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
我
々
が
扱
か
う
公
理
系
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
具
体
的
に
与
え
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
有
限
個
の
公
理
図
式(ax

io
m

sch
em

a)

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
て
、
あ
る

論
理
式
がT

に
属
す
か
ど
う
か
の
現
実
的
に
実
行
可
能(fea

sib
le)

な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。

一
方
、
こ
の
「
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
理
論
」
と
い
う
範
疇
に
は
、
我
々
の
持
っ
て
い
る
公
理
系
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
か
な
り
か
け
は
な
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
任
意
の
理
論T

に
対

し
，T

と
論
理
的
に
同
値
な
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
理
論T̃

で
、
す
べ
て
のT̃

か
ら
の
証
明
に
対
し
、
同
じ
結

論
を
与
え
る
よ
う
な
二
行
か
三
行
く
ら
い
の(

こ
の
具
体
的
な
数
は
証
明
の
体
系
に
依
存
す
る)

証
明
が
常
に
存
在

6



を
内
包
し
て
お
り
、
無
矛
盾
な
ら
、T

か
ら
証
明
で
き
な
い
し
、
そ
の
否
定
も
証
明
で
き

な
い
よ
う
な
命
題φ

が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
なφ

はT

か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
。
ま
たT

か
ら
独
立
で
あ
る
よ
う
な
命
題

が
存
在
す
る
と
き
、T

は
不
完
全
で
あ
る
、
と
い
う
。

第
二
不
完
全
性
定
理
　
　T

を
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
、
理
論
と
す
る
。T

が
初
等
的
算

術
を
内
包
し
て
お
り
、
無
矛
盾
な
ら
、T

の
無
矛
盾
性
は
、
理
論T

の
中
で
は
証
明
で
き

な
い
。

こ
こ
で
、「
初
等
的
算
術
を
内
包
す
る
」
と
は
、
算
術
の
言
語(

た
と
え
ば
数
の
全
体
と0

(

ゼ

ロ)

と1

と
加
法
と
乗
法)

をT

の
言
語
で
の
表
現
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
の
翻
訳

に
よ
る
初
等
算
術(

ペ
ア
ノ
算
術(P

A
)

の
部
分)

がT

の
定
理
と
し
て
証
明
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
第
一
不
完
全
性
定
理
で
は
、
仮
定
す
る
初
等
算
術
の
範
囲
は
、
た
と
え
ば
ロ
ビ
ン
ソ
ン

の
公
理
系
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
非
常
に
弱
い
も
の
に
と
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
不
完
全
性
定

理
で
必
要
と
な
る
初
等
算
術
は
も
う
少
し
強
い
も
の
と
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ペ
ア
ノ
算

術
で
十
分
で
あ
る
。

Z

やZ

を
含
むZ

F
,
Z
F
C

な
ど
の
集
合
論
の
公
理
系
は
、
す
べ
て
二
つ
の
不
完
全
性
定
理

の
命
題
の
前
提
を
満
た
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

10、
二
つ
の
完
全
性
定
理
か
ら
、
こ
れ
ら
の

集
合
論
の
公
理
系
は
完
全
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ら
の
体
系
の
中
で

証
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
特
に
無
矛
盾
性
に
つ
い
て
は
、
記
号
の
有
限
列
の
操
作
の
体
系

と
し
て
の
証
明
の
体
系
に
見
合
っ
た
、
あ
る
意
味
で
実
効
的(fi

n
itary

)

と
よ
べ
る
よ
う
な
無
矛

盾
性
証
明
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
既
にZ

の
中
で
展
開
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
、

と
考
え
て
よ
い
し
、Z

F
C

至
っ
て
は
通
常
の
数
学
や
、
集
合
論
的
論
法
を
含
む
現
代
の
数
学
の

す
る
よ
う
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

10

こ
れ
ら
の
公
理
系
の
公
理
は(

無
限
個
の
公
理
を
含
む
が)

具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
公
理
系

が
「
す
べ
て
の
数
学
理
論
」
を
展
開
す
る
た
め
の
枠
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
、
初
等
数
論
も
内
包
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

7



す
べ
て
の
を
内
包
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
無
矛
盾
性
証
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
証
明
に
限
ら
ず
、

旧
来
の
数
学
の
意
味
で
の
証
明
が
こ
こ
で
展
開
で
き
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
理

論
が
、
自
分
自
身
の
無
矛
盾
性
が
証
明
で
き
な
い(

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
矛
盾
し
て
い

な
い
と
す
る
と
、
証
明
で
き
な
い

11

)

こ
と
か
ら
、(

数
学
の
証
明
と
し
て
の)

集
合
論
の
無
矛
盾

性
の
証
明
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
絶
望
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
学
者
、
特
に
集
合
論
の
研
究
者
が
集
合
論
の
体
系
や
、
更
に
様
々

な
巨
大
基
数
の
存
在
公
理
を
付
加
し
て
得
ら
れ
る
体
系
た
ち
の
無
矛
盾
性
を
確
信
し
て
い
る
こ

と
の
典
拠
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
中
で
展
開
さ
れ
る
数
学
の
整
合
性
で
あ
り
、
特
に
集
合
論
の

研
究
者
に
と
っ
て
は
、

(4)

Z
C

⊆
Z
F
C

⊆
Z
F
C
+

“到
達
不
可
能
基
数
が
存
在
す
る
”
⊆
・・・

と
続
い
て
ゆ
く
理
論
の
拡
張
の
列(

に
対
す
る
現
在
ま
で
に
構
築
さ
れ
て
い
る
理
論)

の
整
合
性

で
あ
ろ
う

12。

こ
の
(4)

で
の
拡
張
の
列
で
は
、
た
だ
理
論
を
拡
張
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
以
上
の
こ
と
が
起
っ
て

い
る
。ZF

C

で
は
、Z

C

の
無
矛
盾
性
が
証
明
で
き
、ZF

C
+

“到
達
不
可
能
基
数
が
存
在
す
る
”

で
は
、Z

F
C

の
無
矛
盾
性
が
証
明
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
、⊆

の
階
段
を
登
る
ご
と
に
、
そ

こ
の
理
論
で
一
つ
前
の
理
論
の
無
矛
盾
性
が
証
明
で
き
る
状
況
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
上
昇
列
(4)

は
、
更
に
ペ
ア
ノ
算
術
と
二
階
の
算
術
に
対
応
す
るZ

の
部
分

理
論
、P

,
Z

2

を
加
え
て

13、

(4’)

P
⊆

Z
2

⊆
Z
C

⊆
Z
F
C

⊆
Z
F
C
+

“到
達
不
可
能
基
数
が
存
在
す
る
”
⊆
・・・

と
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

矛
盾
す
る
理
論
は
す
べ
て
の
命
題
を
証
明
す
る
か
ら
、
特
に
そ
の
よ
う
な
理
論
の
無
矛
盾
性
も
証
明
し
て
し

ま
う
。

12

子
細
は[

8]

を
参
照
さ
れ
た
い
。

13

二
階
の
算
術
は
ド
イ
ツ
語
で
は” Z

a
h
len

th
eorie

zw
eiter

S
tu
fe“

と
よ
ば
れ
る
。
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第
一
不
完
全
性
定
理
の
証
明
の
中
で
ゲ
ー
デ
ル
が
作
っ
て
み
せ
た
文φ

は
か
な
り
人
工
的
な

も
の
だ
が
、
現
在
で
は
、
旧
来
の
数
学
の
範
疇
に
あ
ら
わ
れ
る
自
然
な
命
題
で
、Z

F
C

か
ら
独

立
な
も
の
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
デ
ル
は
、
連
続
体
仮
説
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

Z
F
C

か
ら
独
立
な
命
題
で
あ
る
こ
と
を
、
か
な
り
早
い
時
期
に
予
想
し
て
い
た
よ
う
で
、
関
連

し
た
未
発
表
の
部
分
的
な
結
果
も
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
予
想
の
正
し
さ
は
、1960

年

代
に
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(

第
1
節
の
(∗)

を
参
照)

。

3

集
合
論
の
部
分
体
系
、
巨
大
基
数
公
理
と
ゲ
ー
デ
ル
の
加
速
定
理

T

とT
′

をT
′

がT

の
拡
張
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
具
体
的
に
与
え
た
れ
た
二
つ
の
理
論

と
す
る

14。T

やT
′

の
無
矛
盾
性(con

sisten
cy
)

を
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
言
語
で
の
文
と
し
て

表
現
し
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れcon

sis(T
),
con

sis(T
′)

と
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。

T
′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ(con

sisten
cy

stren
gth

)

がT

の
そ
れ
よ
り
大
き
い
と
い
う
こ
と

を
、T

′

でcon
sis(T

)

が
証
明
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
理
論T

か
ら
論
理
式φ

が(

述
語
論

理
の)

証
明
の
体
系
の
中
で
証
明
で
き
る
と
をT

⊢
φ

と
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
と
、
こ
れ
は

T
′⊢

con
sis(T

)

と
あ
ら
わ
せ
る
。

一
方
、
必
ず
し
も
一
方
が
他
方
の
拡
張
に
な
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
なT

とT
′

に

対
し
、T

とT
′

の
両
方
に
共
通
に
含
ま
れ
る
あ
る
理
論T

0

に
対
し
、T

0
⊢
(con

sis(T
)
↔

con
sis(T

′))

が
成
り
立
つ
と
き
、T

とT
′

は
無
矛
盾
等
価(eq

u
icon

sisten
t)

で
あ
る
と
い

う
。(T

′

が
無
矛
盾
だ
と
す
る
と)

T
⊆

T
′

でT
′

がT

よ
り
無
矛
盾
性
の
強
さ
が
大
き
い
と

き
に
は
、T

とT
′

が
無
矛
盾
等
価
で
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
無
矛
盾
等
価
だ
っ
た
と
す
る
と
、

T
⊢
(con

sis(T
)
↔

con
sis(T

′))

だ
が
、
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
仮
定
か
らT

′⊢
con

sis(T
)

な
の
で
、

T
′⊢

con
sis(T

′)

と
な
っ
て
し
ま
い
、
第
二
不
完
全
性
定
理
に
矛
盾
す
る
か
ら
で

14

よ
り
正
確
に
は
、T

′

の
中
で
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
無
矛
盾
性
を
表
明
す
る
命
題
が
こ
れ
ら
の
理
論
の
中
で(

こ

れ
ら
の
理
論
の
言
語
で
の
論
理
式
と
し
て)

表
現
で
き
た
り
、
第
一
不
完
全
性
定
理
を
そ
れ
ら
の
論
理
式
に
適
用
で

き
た
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、T

は
第
一
不
完
全
性
定
理
の
前
提
条
件
の
意
味
で
初
等
算
術
を
包
含
し
て
い

る
こ
と
を
更
に
仮
定
す
る
。

9



あ
る
。

(4’)

の
理
論
の
列
は
、
こ
こ
で
導
入
し
た
用
語
を
用
い
る
と
、
無
矛
盾
性
の
強
さ
に
関
す
る

真
の
上
昇
列
に
な
っ
て
い
る

15。

第
二
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
、T

′

がT

よ
り
大
き
な
無
矛
盾
性
の
強
さ
を
持
つ
と
き
に
は
、

T
′

はT

よ
り
矛
盾
し
て
い
る
「
可
能
性
」
が
高
い
理
論
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。「
で
き
る
だ
け
安
全
な
枠
組
の
中
に
留
ま
っ
て
数
学
を
行
な
う
べ
き
だ
」
と
い
う
立
場
か

ら
は
、
(4’)

の
で
き
る
だ
け
上
方
に
位
置
す
る
理
論
の
中
で
数
学
を
展
開
す
る
べ
き
だ
、
と
い

う
主
張
が
自
然
に
導
か
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

実
は
、P

A

と
無
矛
盾
等
価
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
るA

C
A
0

と
呼
ば
れ
るZ

2

の
部
分

体
系
の
枠
組
の
中
で
、
古
典
的
な
数
学
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
展
開
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
ヴ
ァ
イ
ル
の[

13]

は
数
理
論
理
学
の
基
礎
概
念
が
確
立
す
る
前
の
時
代
の
本
な
の
で
、

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
現
代
の
用
語
で
の
何
に
対
応
す
る
の
か
、
不
明
な
部
分
も
あ
る

の
だ
が
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
解
釈
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
そ
こ
で
導
入
し
た
体
系
は
、
大
ま
か

に
言
え
ば
、A

C
A
0

に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
んP

A

に
対
し
て
は
、
第
二
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
完
全
に
確
定
的
な
無
矛
盾
性
証
明

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
種
の
拡
張
さ
れ
た
確
定
的
な
立
場
か
ら
の
無
矛
盾
証
明

は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
ゲ
ン
ツ
ェ
ン(G
erh

ard
G
en
tzen

,
1909–1945)

や
ゲ
ー

デ
ル
の
結
果
に
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、A

C
A
0

に
対
し
て
も
同
程
度
の
無
矛
盾

性
の
保
証
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
こ
の
体
系
で
は
、
連
続
体
仮
説
は
記
述
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
命
題
で
あ
る
。
数
学
と
はA

C
A
0

あ
る
い
はA

C
A
0

を
拡
張
す
る
、
あ
る

種
の
無
矛
盾
性
の
保
証
が
存
在
す
る
よ
う
な
、
何
ら
か
のZ

2

の
部
分
理
論
で
展
開
さ
れ
る
学

問
で
あ
る
、
と
い
う
ド
グ
マ
に
立
っ
た
場
合
、
連
続
体
仮
説
は
、
数
学
の
問
題
と
し
て
「
確
定

15

第
二
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
も
し
厳
密
に
正
し
い
記
述
を
心
掛
け
る
と
す
る
と
、「
こ

れ
ら
の
理
論
が
矛
盾
し
な
い
と
す
る
と
」、
と
い
う
よ
う
な
但
書
き
付
き
で
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

煩
雑
な
の
で
、
以
下
、
い
く
つ
か
の
要
所
を
除
い
て
、
こ
の
よ
う
な
注
意
は
読
者
に
適
宜
補
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

し
て
、
明
示
的
に
は
書
か
な
い
こ
と
に
す
る
。
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的
な
数
学
の
問
題
で
は
な
い
」
と
結
論
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

16。

こ
の
よ
う
な
制
限
さ
れ
た
体
系
で
行
な
わ
れ
る
数
学
が
何
か
を
知
る
た
め
に
、
そ
れ
よ
り
強

い
体
系
を
調
べ
る
こ
と
の
必
要
性
も
出
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
で
き
る
だ
け

安
全
な
枠
組
の
中
に
留
ま
っ
て
数
学
を
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
立
場
で

は
、
集
合
論
や
、
ま
し
て
や
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
に
更
に
「
矛
盾
し
な
い
こ
と
の
分
っ
て

い
な
い
」
巨
大
基
数
の
存
在
公
理
ま
で
付
け
く
わ
え
て
得
ら
れ
る
強
い
公
理
系
で
数
学
を
行
な

う
こ
と
の
積
極
的
な
意
義
は
、
認
め
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
次
に
述
べ
る
ゲ
ー
デ
ル
の
加
速
定
理
は
、
仮
に
数
学
の
最
終
目
標
が
、
で
き
る
だ

け
弱
い
体
系
で
多
く
の
数
学
理
論
を
展
開
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
も
、
無
矛
盾
性

の
強
さ
に
関
し
て
強
い
体
系
で
数
学
す
る
こ
と
に
依
然
と
し
て
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
も
の
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
も
と
の
ゲ
ー
デ
ル
の
加
速
定
理
は
、n

-

階
の
数
論
の
命
題φ
で
、n

-

階
の
数
論
で
証
明

で
き
る
が
、
そ
の
証
明
は
、n

+
1-

階
で
の
証
明
よ
り
格
段
に
長
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も

の
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
理
は
こ
こ
で
言
及
し
な
か
っ
た
「
格

段
に
長
く
」
の
厳
密
な
規
定
や
定
理
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
条
件
に
関
す
る
多
く
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ズ
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

少
々
技
術
的
に
な
る
が
、
定
理
を
厳
密
に
述
べ
る
た
め
に
、
次
を
仮
定
す
る
。
こ
こ
で
の
理

論
の
言
語L

と
し
て
は
、
集
合
の
包
含
関
係(

二
変
数
関
係
記
号)

ε

、
対
を
作
る
演
算(

二
変

数
関
数
記
号)

{·,·}

空
集
合
を
あ
ら
わ
す
定
数
記
号∅

を
含
み
、
考
え
る
理
論
は
、Z

か
ら

分
離
公
理
を
除
い
た
も
の
と
、{·,·}

と∅

の
自
然
な
解
釈
を
与
え
る
よ
う
な
公
理
を
含
む
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
論
で
、(

有
限
の
長
さ
を
持
つ

17

)

記
号
列
や
記
号
列
の
有
限

列
は
す
べ
て
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
階
層
のω

番
目V

ω

の
要
素
と
し
て
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る

16

こ
の
方
向
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば[

2]

を
参
照
さ
れ
た
い
。

17

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
有
限
」
は
超
数
学(

形
式
的
体
系
と
し
て
の
、
公
理
系
や
そ
れ
か
ら
の
記
号
操
作
と
し

て
の
演
繹
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
世
界
で
の
数
学)

で
の
有
限
性
で
は
な
く
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
少
な
く
と
も
弱

い
集
合
論
を
含
む
公
理
系
で
規
定
さ
れ
る
有
限
性
で
あ
る
。

11



も
の
と
す
る
。
記
号
列
や
記
号
列
の
有
限
列
の
ラ
ン
ク
と
は
、V

ω

の
要
素
と
し
て
の
そ
れ
ら
の

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
・
ラ
ン
ク
の
こ
と
と
す
る
。
数n

に
対
しn

で
、
そ
の({·,·}

と∅

の

組
合
せ
で
表
さ
れ
る)

数
表
記
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
加
速
定
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
　
　T

とT
′

を
、
具
体
的
に
与
え

ら
れ
た
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
言
語L

上
の
理
論
と
し
て
、T

は(

第
二
不
完
全
性
定

理
の
意
味
で)

初
等
算
術
を
包
含
し
、T

⊆
T

′

でT
′

の
無
矛
盾
性
の
強
さ
はT

よ
り
大

き
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
す
べ
て
の
帰
納
的
関
数f

:N
→

N

に
対
し
、
一
変
数

のL
-

論
理
式φ

f (x
)

で
、
す
べ
て
のn

∈
N

に
対
し
、φ

f (n
)

のT

か
ら
の
証
明
が
存

在
す
る
が
、
す
べ
て
のφ

f (n
)

の
証
明
の
ラ
ン
ク
はf

(n
)

よ
り
大
な
も
の
に
な
り
、
一

方T
′⊢

∀
x
φ
f (x

)

が
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
。

f

を
変
数n

が
大
き
く
な
る
と
値
が
急
速
に
大
き
く
な
る
よ
う
な
帰
納
的
関
数
と
す
る
。
例

え
ば
、f

(6)

が
既
に
銀
河
系
宇
宙
に
存
在
す
る
原
子
の
全
体
の
数
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
す
る
。
こ
こ
でφ

f (7)

が
得
た
い
命
題
だ
っ
た
と
す
る
と
き
、
こ
の
命
題
は
、
理
論

的
に
はT

で
証
明
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
証
明
を
物
理
的
に
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
一
方
、T

′

で
は
、∀

x
φ
f (x

)

の
証
明
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
省
い
た
、
加
速
定
理
の

証
明
の
細
部
か
ら
、
こ
の
証
明
は
、
物
理
的
に
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、∀

x
φ
f (x

)

か
らφ

f (7)

を
導
く
こ
と
は

容
易
で
あ
る
。

証
明
の
複
雑
さ
に
こ
の
例
で
の
よ
う
な
究
極
の
違
い
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
で
も
、T

か
ら

の
証
明
を
簡
単
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
，T

′

か
ら
の
短
い
自
然
な
証
明
は
容
易
に
見

つ
か
る
、
と
い
う
状
況
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
の
可
能
性
か
ら
、
仮
に
、
弱
い

方
の
理
論T

で
の
証
明
を
見
つ
け
る
こ
と
が
最
終
目
的
だ
と
し
て
も
、
ま
ず
強
い
ほ
う
の
理
論

T
′

で
証
明
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
足
掛
り
に
し
て
、T

で
の
証
明
の
発
見
な
い
し
は
証
明
の
非

存
在
の
証
明
を
試
み
る
、
と
い
う
方
針
が
、
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、
(4’)

に
現
れ
る
理
論
は
、
す
べ
て
こ
こ
で
述
べ
た
加
速
定
理
で
の
よ
う
な
理
論

12



へ
保
守
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る

18。
し
た
が
っ
て
、
定
理
で
述
べ
た
よ
う
な
証
明
の
加
速(

強

い
理
論
で
よ
り
簡
単
な
証
明
が
得
ら
れ
る
こ
と)

は
、
(4’)

に
現
れ
る
理
論
の
す
べ
て
の
組
に
対

し
て
成
り
立
つ
。

ブ
ル
バ
キ
や
そ
れ
以
降
の
従
来
型
の
数
学
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
がZ

C

で
展
開
さ
れ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。
一
方
集
合
論
的
な
数
学
は
、Z

F
C

や
そ
の
更
な
る
拡
張
で
展
開
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
だ
が
、Z

F
C

も
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
真
に
大
き
なZ

C

の
拡
張
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

右
で
述
べ
た
、
加
速
定
理
を
論
拠
と
す
る
従
来
型
の
数
学
へ
のZ

F
C

や
そ
の
拡
張
で
展
開
さ
れ

る
数
学
の
意
義
の
主
張
が
で
き
る
。

し
か
し
、Z

F
C

や
そ
の
拡
張
で
展
開
さ
れ
る
数
学
の
、
従
来
型
の
数
学
に
対
す
る
意
義
に
つ

い
て
は
、
も
っ
と
具
体
的
な
別
の
角
度
か
ら
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

Z
F
C

や
そ

の
拡
張
の
上
で
は
、
コ
ー
エ
ン
が
連
続
体
仮
説
の
独
立
性
証
明
に
際
し
て
開
発
し
た
、
強
制
法

(forcin
g
m
eth

o
d
)

を
含
む
多
く
の
集
合
論
的
な
手
法
の
応
用
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

強
制
法
は
、
も
と
も
と
は
独
立
性
証
明
に
用
い
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
手
法
で
、
し
た
が
っ

て
得
ら
れ
る
結
果
の
多
く
は
旧
来
の
数
学
の
外
側
に
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
手
法
はZ

F
C

で

の
定
理
の
証
明
で
も
有
効
性
を
持
つ
。
絶
対
性
を
用
い
た
議
論
は
、
そ
の
よ
う
な
応
用
の
パ
タ

ン
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
あ
る
命
題φ

を
証
明
す
る
た
め
に
、
あ
る
強
制
概
念P

を
使
っ
て
、
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
スV

の
強
制
拡
大V

[G
]

でφ

を
強
制
す
る
。
こ
こ
で
、

V
[G

]

でφ

が
成
り
立
つ
こ
と
とV

でφ

が
成
り
立
つ
こ
と
の
同
値
性
を
証
明
す
る
こ
と
で
、

実
はφ

はV

で
既
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
証
明
の
最
も

鮮
や
か
な
応
用
例
の
一
つ
と
し
て
、
シ
ェ
ラ
ハ(S

ah
aron

S
h
elah

,
1945–)

に
よ
る
「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
命
題
の(

強
制
法
に
よ
る)

証
明
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

19。

18

T̃

が
あ
る
理
論T

の
保
守
拡
大
で
あ
る
と
は
、T̃

はT

を
含
み
、
す
べ
て
のT

の
言
語
で
の
命
題
に
つ
い

て
、
そ
れ
がT

で
証
明
さ
れ
る
こ
と
とT̃

で
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
同
値
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

19

こ
の
結
果
で
、
特
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
こ
の
強
制
法
を
使
っ
て
証
明
さ
れ
た
定
理
が
単
に
通
常
の
数
学
の

範
囲
内
の
主
張
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
有
限
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ツ
に
対
す
る
主
張
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

13



強
制
法
を
直
接
使
っ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
独
立
性
証
明
で
の
思
考
実
験
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
直
観
が
、Z

F
C

で
の
数
学
的
な
証
明
を
導
く
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら

れ
た
と
思
わ
れ
るZ

F
C

で
の
大
き
な
未
解
決
問
題
の
解
決
の
例
と
し
て
は
、
バ
ル
ト
シ
ン
ス

キ
ー
の
定
理
や
、
タ
ラ
グ
ラ
ン
に
よ
る
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
問
題
の
解
決
な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る

20。

そ
も
そ
も
、(

本
来
の
意
味
の)

ハ
ッ
カ
ー
が
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
楽
し
む
よ
う
に
、
数
学
者

は
証
明
を
見
出
す
こ
と
を
楽
し
む
。Z

F
C

や
そ
の
巨
大
基
数
公
理
に
よ
る
拡
張
で
は
、
他
の
数

学
理
論
で
は
楽
し
む
こ
と
の
で
き
な
い
、
様
々
な
不
思
議
な
感
蝕
を
持
つ
証
明
手
法
が
応
用
さ

れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

集
合
論
的
多
元
宇
宙

強
制
法
は
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
スV

を
拡
張
す
る
た
め
の
柔
軟
性
を
持
っ
た
手
法
で
あ
る
。

連
続
体
仮
説
のZ

F
C

か
ら
の
独
立
性
を
始
め
と
す
る
、
多
く
得
ら
れ
て
い
る
独
立
性
の
証
明

は
、
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
スV

か
ら
出
発
し
て
、Z

F
C

か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い

命
題
の
成
り
立
つ
よ
う
なV

の
拡
張V

′

と
、
こ
の
命
題
の
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
拡
張V

′′

を
作
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
なV

′

やV
′′

は
、
強
制
拡
大
と
よ
ば
れ
る
、
コ
ー
エ
ン

が
連
続
体
仮
説
の
独
立
性
を
証
明
し
た
と
き
に
導
入
し
た
手
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン(

強
制
法)

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
、
か
な
り
単
純
化
し
た
説
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー

スV

と
は
、
す
べ
て
の
集
合
か
ら
な
る
ク
ラ
ス
な
の
で
、
こ
れ
を
外
側
に
拡
張
し
よ
う
が
な
い
。

こ
の
「
集
合
論
の
拡
張
」
の
ア
イ
デ
ア
が
う
ま
く
定
式
化
で
き
てZ

F
C

の
公
理
系
と
抵
触
し

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
集
合
論
の
基
礎
知
識
と
数
理
論
理
学
の

の
定
理
は
ペ
ア
ノ
算
術
で
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
シ
ェ
ラ
ハ
の
証
明
が
ペ
ア
ノ
算
術
上
の
加
速
定
理
の
例

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
パ
リ
ス=

ハ
リ
ン
ト
ン
定
理
の
よ
う
な
ペ
ア
ノ
算
術
上
で
は
証
明
で
き
な
い
命
題

と
な
っ
て
い
る
の
か
？

な
ど
多
く
の
興
味
深
い
問
題
が
こ
こ
で
は
ま
だ
未
解
決
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

20

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
問
題
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
最
近
書
い
た
一
般
向
け
の
文
章[

6]

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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基
礎
知
識
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
子
細
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が

21、
ご
く
大
雑

把
に
言
う
と
、
一
つ
の
可
能
な
解
決
策
は
、
集
合
論
の
外
宇
宙(ou

ter
u
n
iverse)

Ω

か
ら
見
る

と
一
つ
一
つ
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
は
可
算
で
推
移
的
な
集
合
論
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う

状
況
の
公
理
化
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
拡
張
さ
れ
た
集
合
論
を
導
入
し
、
そ
こ
で
数
学
を
す
る

こ
と
で
あ
る

22。
こ
の
と
き
のΩ

の
理
論
は
、
形
式
論
理
で
の
理
論
と
し
て
外
か
ら
見
た
と
き
に

は
、
こ
の
拡
張
の
出
発
点
と
し
て
のZ

F
C
(

あ
る
い
はZ

F
C
+
あ
る
巨
大
基
数
の
存
在
公
理

)

と
無
矛
盾
等
価
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
。

こ
の
世
界
像
で
の
旧
来
の
数
学
は
、Ω
に
埋
め
込
ま
れ
た
一
つ
一
つ
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
内
の

現
象
学
に
共
通
す
る
理
論
で
あ
り
、
独
立
性
証
明
は
、
こ
れ
ら
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
い
く
つ
か

の
間
の
星
間
旅
行
の(

ベ
ー
ス(

キ
ャ
ン
プ)

と
な
る
宇
宙
で
書
か
れ
た)

旅
行
記
の
よ
う
な
も

の
に
な
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
大
胆
にΩ

で
の
現
象
学
を
、
新
し
い
、
よ
り
広
い
意
味
の
数
学

と
し
て
捉
え
る
、
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

こ
のΩ

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
無
限
に
存
在
す
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
総
体
を
数
学
的
対
象
と

し
て
見
る
と
い
う
視
点
は
、
集
合
論
的
多
元
宇
宙(set-th

eoretic
m
u
ltiverse)
と
よ
ば
れ
、
近

年
脚
光
を
あ
び
て
い
る(

集
合
論
的
多
元
宇
宙
に
つ
い
て
の
子
細
は
、[

3]

と
そ
の
文
献
表
も

参
照
さ
れ
た
い)

。

集
合
論
的
多
元
宇
宙
の
概
念
は
も
と
も
と
ウ
デ
ィ
ン
が
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
デ
ィ
ン

が
試
み
て
い
る
の
は
、
第
1
節
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
集
合
論
の
公
理
系
の(

唯
一
の)

「
正
し

21

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、[

9]

のIV
.5.

を
参
照
さ
れ
た
い
。[

3]

、[

5]

に
も
関
連
の
記
述
が
あ

る
。
特
に[

3]

で
は
、
以
下
で
述
べ
る
集
合
論
的
多
元
宇
宙
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
。[

10]

も
参
照
さ
れ
た
い
。

22

個
々
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
を
外
宇
宙
か
ら
見
た
と
き
に
可
算
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
す
る
と
、
強

制
拡
大
で
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
に
付
け
加
え
る
強
制
集
合(gen

eric
set)

の
存
在
が
外
宇
宙
で
証
明
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
外
宇
宙
にZ
F
C

よ
り
弱
い
公
理
系
が
成
り
立
つ
こ
と
の
み
を
要
求
す
る
と
き
に
は
、
可
算
性
の
仮
定
を
は
ず

し
て
、
す
べ
て
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
が
外
宇
宙
の
内
部
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
て
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
作
る
ク
ラ
ス
の

ク
ラ
ス
が
強
制
拡
大
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る(

つ
ま
り
強
制
集
合
が
常
に
存
在
す
る)

、
と
い
う
仮
定
を
付
け
加
え

た
理
論
で
、
通
常
のZ

F
C

と
無
矛
盾
等
価
な
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
る(

こ
れ
に
つ
い
て
は[

3]

、[

10]

を

参
照
さ
れ
た
い)

。
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い
」
拡
張
を
見
出
し
て
、
連
続
体
仮
説
を
含
む
重
要
な
、
し
か
し
現
在
の
集
合
論
で
は
ま
だ
そ

の
真
偽
の
決
定
の
で
き
な
い
命
題(

の
多
く)

の
真
偽
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
集
合
論
の
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
ス
た
ち
の
総
体
を
一
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
見
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス

の
中
で
要
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
特
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
性
質
を
抽
出
す
る
こ
と
で
集
合
論
の

「
正
し
い
」
拡
張
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
巨
大
基
数
の
存
在
が
射
影
集
合
に
関
す
る
連
続
体
仮
説

を
導
い
た
よ
う
に
、
こ
の
何
等
か
の
意
味
で
要
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
存
在

の
証
明
に
は
、
あ
る
種
の
大
き
な
巨
大
基
数
が
関
与
す
る
可
能
性
が
大
き
い
。

し
か
し
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
が
「
要
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
解

釈
で
き
る
互
い
に
相
容
れ
な
い
性
質
が
複
数
出
て
き
て
し
ま
う
、
と
い
う
展
開
に
な
る
可
能
性

も
多
い
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
コ
ー
エ
ン
モ
デ
ル
や
ラ
ン
ダ
ム
モ
デ
ル
の
よ
う
な
明
ら
か
に

人
工
的
な
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
が
沢
山
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
、
こ
の
要
と
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
準
じ
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
間
の
異
差
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
分

類
理
論
を
確
立
で
き
れ
ば
、
対
応
す
るZ

F
C

の
可
能
な
拡
張
の
分
類
が
得
ら
れ
、「
正
し
い
」

公
理
系
の
候
補
を
絞
り
込
み
、
そ
れ
ら
の
間
の
関
連
性
の
理
解
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で

あ
る
。

要
に
な
っ
て
い
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
性
質
が
研
究
の
進
展
に
つ
れ
て
一
意
に
収
束
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
た
ち
の
総
体
と
し
て
の
多
元

宇
宙
を
数
学
の
世
界
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
不
完
全
性
定
理
に
よ
っ
て
宿
命
づ
け
ら
れ
、
集

合
論
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
異
る
集
合
論
の
宇
宙
の
可
能
性
と
し
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
さ

え
な
っ
た
数
学
の
未
完
成
性
、
不
定
性
、
非
決
定
性
と
、(

少
な
く
と
も
数
学
者
が
数
学
を
推
し

進
め
る
上
で
の
便
宜
的
な
場
と
し
て
の)

数
学
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
間
の
決
裂
を
さ
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
不
完
全
性
定
理
の
呪
縛
は
我
々
の
立
場
を
公
理
化
す
る
ご
と
に
、
し
た
が
っ
て
、

Ω

の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
同
定
し
た
と
き
に
も
、
新
し
く
降
り
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
は
あ
る

が
23、
ち
ょ
う
ど0,

1,
2,

3,···

と
言
う
と
き
の
「...

」
が
、
我
々
が
数
の
無
限
性
を
前
に
し
て

23

通
常
の
数
学
に
対
す
る
、
外
宇
宙Ω

の
理
論
は
、
強
制
拡
大
た
ち
を
具
現
化
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た

16



足
が
す
く
む
の
を
阻
止
し
て
く
れ
て
い
た
よ
う
に
、
集
合
論
的
多
元
宇
宙
の
提
供
す
る
プ
ラ
ト

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
は
、
集
合
論
の
可
能
な
拡
張
の
無
尽
蔵
性
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
意
味

論
的
に
と
ら
え
な
お
し
た
と
き
の
、
集
合
論
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
無
尽
蔵
性
に
我
々
が
足
を
す

く
ま
せ
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
、
鼓
舞
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

5

再
び
数
学
の
究
極
の
未
解
決
問
題
に
つ
い
て

数
学
の
究
極
の
未
解
決
問
題
は
、
現
在
未
完
成
で
あ
り
、
ゲ
ー
デ
ル
の
第
一
不
完
全
性
定
理

に
よ
っ
て
そ
れ
が
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
未
完
成
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
数
学
自
身
で
あ
ろ
う
。
数
学
の
中
に
は
、
問
題
と
し
て
よ
く
定
式
化
さ
れ
た
大
小

様
々
な
未
解
決
問
題
や
、
問
題
と
し
て
の
定
式
化
自
身
が
未
解
決
の
未
解
決
問
題
以
前
の
未
解

決
問
題
を
含
め
、
無
数
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
我
々
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
今
、『
未
来
永
劫
に
わ

た
っ
て
未
完
成
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
』
と
書
い
た
が
、
そ
れ
は
言
い

換
え
れ
ば
、
数
学
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
更
に
進
歩
し
う
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
問
題
の
枠
組
と
な
っ
て
い
る
集
合
論
や
そ
の
可
能
な
拡
張
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の

部
分
理
論
に
関
す
る
研
究
は
、
我
々
の
こ
の
未
解
決
問
題
と
し
て
の
数
学
に
対
す
る
認
識
を
よ

り
深
い
も
の
へ
と
導
き
つ
つ
あ
る
。

第
4
節
で
論
じ
た
集
合
論
的
多
元
宇
宙
の
考
え
方
は
、
無
限
に
分
岐
し
て
ゆ
く
「
可
能
な
集

合
論(

数
学)

」
像
と
、
数
学
者
の(

少
な
く
と
も
研
究
を
促
進
さ
せ
る
た
め
の
作
業
仮
説
と
し

め
の
方
便
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
多
元
宇
宙
に
視
点
を
移
し
た
と
き
に
は
、
も
っ
と
実
体
を
も
っ
た
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
多
元
宇
宙
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
宇
宙
が
強
い
巨
大
基
数
の
公

理
を
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
に
満
た
す
、
と
い
う
よ
う
な
公
理
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
公
理

は
多
元
宇
宙
に
対
す
る
公
理
で
あ
る
、
と
い
う
よ
りΩ

に
対
す
る
公
理
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

更
に
積
極
的
に
視
点
の
中
心
をΩ

に
移
す
と
、Ω

の
理
論
こ
そ
が
集
合
論
の
本
来
の
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
見

方
さ
え
可
能
に
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
視
点
を
移
動
し
た
と
き
に
は
、Ω

に
対
す
る
不
完
全
性
定
理
現
象
が
も
は
や

無
視
で
き
な
く
な
り
、
可
能
な
外
宇
宙
た
ち
の
形
づ
く
る
多
元
宇
宙
の
多
元
宇
宙
を
考
え
な
く
な
る
。
更
に
こ
れ

ら
を
含
む
外
外
宇
宙
を
考
え
る
と
、etc.

な
ど
と
し
て
、
多
元
性
の
階
層
が
上
に
向
っ
て
無
限
に
連
な
っ
て
行
く
、

と
い
う
よ
う
な
集
合
論
の
宇
宙
像
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

17



て
の

24

)

ナ
イ
ー
ヴ
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
の
間
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
自
然

な
視
点
を
提
供
す
る(

集
合
論
的
、
乃
至
数
学
的)

宇
宙
観
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う

25。
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こ
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も
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ん
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
宇
宙
は
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は
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対
す
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も
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で
あ
る
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