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ォ
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以
下
の
文
章
は
、「
現
代
思
想
」201

3

年
８
月
増
刊
号
に
，
渕
野
昌
，
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

マ
ン
と
公
理
的
集
合
論(20

13
),

2
08
–223.

と
し
て
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

ジ
ョ
ニ
ー
が
ヨ
ハ
ン
　
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
だ
っ
た
頃

ジ
ョ
ン

　

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン(J

oh
n

von
N

eu
m

an
n
)

は
、1903

年(

明
治
36
年)

ハ
ン

ガ
リ
ー
生
れ
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
名
前
は
、
マ
ル
ギ
タ
イ
ノ
イ
マ
ン
ヤ
ノ
シ
ュ(M

argittai

N
eu

m
an

n
J
án

os)

（
2
）

で
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
ヨ
ハ
ン

　

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン(J

oh
an

n
von

N
eu

m
an

n
)

と
名
乗
っ
て
い
た
。
外
国
で
自
分
の
名
前
を
同
系
列
の
そ
の
国
の
言
葉
の
名
前
に

読
み
替
え
る
（
3
）

と
い
う
の
は
、
当
時
の(

「
主
流
国
」
の
出
身
で
な
い)

国
際
人
が
行
な
う
こ
と
が

稀
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
子
供
に
、
外
国
の
名
前
や
、
外
国
風
の
綴
り
の

名
前
を
つ
け
る
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
し
た
モ
ー
ド
に
さ
え
な
っ
て
い
る
現
代
か
ら
見
る
と
、
時
代

の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
習
慣
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

—
1926

年
に
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
工
科
大
学
で
化
学
工
学
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
を

取
得
し
た
、

—
1926

年
に
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
ブ
タ
ペ
ス
ト
大
学
で
数
学
の
博
士
号
を
取
得
し
た
、

（
1

）
名
古
屋
大
学
の
松
原
洋
氏
、
お
よ
び
戸
大
学
で
の
筆
者
の
同
僚
の
菊
池
誠
氏
か
ら
は
、
本
稿
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
。

（
2

）
ハ
ル
モ
シ
ュ[

27]

に
よ
る
と
、
マ
ル
ギ
タ
イ
の
「
イ
」
は
日
本
語
の
「
の
」
に
相
当
す
る
助
詞
で
、v

on

N
eu
m
an

n

の
「v
on

」
は
こ
の
「
イ
」
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
当
時
の
記
録
に
は
、v

on

N
eu
m
an

n
M
a
rgitta

と
い
う
表
記
も
見
ら
れ
る
。

（
3

）
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
爵
位
を
含
め
た
苗
字
を
ド
イ
ツ
語
綴
り
か
ら
変
え
な
か
っ
た
が
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
な
っ
た
り(

も
っ
と
も
こ
れ
は
発
音
の
違
い
だ
け
だ
が)

シ
ュ
タ
イ
ン
ヴ
ェ
ッ
ク
が
ス
タ

イ
ン
ウ
ェ
イ
に
な
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
苗
字
が
変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
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—
1926

年
か
ら1927

年
に
か
け
て
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
ゲ
ォ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
滞
在
し
た
、

と
い
う
よ
う
な
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
伝
記
に
出
て
く
る
記
述
を
読
ん
で
い
る
と
、
彼
は
同
時

に
複
数
の
場
所
に
存
在
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
さ
え
し
て
く
る
。

さ
ら
に
は
、

—
(1930

の
秋
に
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
ゲ
ー
デ
ル
と
会
っ
た
後)

彼
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の

高
等
研
究
所
に
帰
り
、
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
聞
い
た
こ
の
驚
異
的
な
宣
言(

第
１
不

完
全
性
定
理
の
こ
と)

に
つ
い
て
考
え
続
け
た
。

—
([

26])

、
筆
者
訳
。
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足

—

ベ
ル
リ
ン
で
は
特
に
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
氏
と
数
理
論
理
学
に
関
す
る
仕
事
を
行
っ
た
。

—
1930/31

の
冬
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
し
て
い
た
エ
ル
ブ
ラ
ン
の

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
へ
の
報
告
、([

35])

に
至
っ
て
は
、
本
当
に
同
時
に
複
数
の
場
所
に
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
4
）

。

実
際
に
は
、1926

年
に
関
し
て
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
ブ
タ
ペ
ス
ト
で
数
学
の
博
士
号

を
取
得
し
た
の
は
同
年
3
月
で
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
化
学
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
を
取
得
し
た
の
は
、

1926

年
10
月
で
あ
る([

9])

。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ

プ
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
ゲ
ォ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
の
は
、1926

年
秋
か
ら1927

年
夏
に
か
け
て
で
、1927

年
12
月
に
ベ
ル
リ
ン
で
ハ
ビ
リ
タ
ッ
チ
ォ
ン(H

ab
ilitation

,

教
授

資
格)

を
得
て([

29])

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
私
講
師
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
高
等
研
究
所
に
滞
在
の
た
め
ベ
ル
リ
ン
大

学
か
ら
休
暇
を
と
っ
て
い
た
の
は
、1930

年
の
1
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で
で([

9])

、

（
4

）
ゴ
ル
ド
ス
タ
イ
ン[

26]

は
、
読
み
も
の
と
し
て
は
大
変
に
魅
力
的
な
本
で
あ
る
が
、
数
学
史
、
あ
る
い
は
数

学
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、
見
て
き
た
よ
う
な
脚
色
が
加
え
ら
れ
て
い
た
り
、
不
正
確
だ
っ
た
り
、
間
違
っ
て
い
た

り
し
て
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
箇
所
が
い
つ
く
も
あ
る
。
数
学
の
内
容
で
は
、
た
と
え
ば
、
無
限
基
数
と
順
序
数
の

区
別
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
り
、
数
学
と
超
数
学
の
違
い
を
取
り
ち
が
え
て
い
た
り
し
て
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
書

か
れ
て
い
る
べ
き
内
容
が
既
に
分
っ
て
い
る
人
が
読
む
の
な
ら
、
こ
う
い
う
間
違
い
も
、
と
て
も
面
白
い
、
で
済

ま
せ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
…
。
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ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
学
会
で
同
年
の
9
月
7
日
に
ゲ
ー
デ
ル
と
会
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ

ア
メ
リ
カ
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
の
移
動
の
途
上
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

1930/31
年
の
冬
学
期
に
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
ベ
ル
リ
ン
で
、
積
分
方
程
式
、
無
限
変

数
解
析
、
お
よ
び
証
明
論
に
つ
い
て
講
義
を
し
て
い
て
、1931

年
の
夏
学
期
に
は
、
集
合
論
の

講
義
を
、1932

年
の
夏
学
期
に
は
公
理
的
集
合
論
の
講
義
を
行
な
っ
て
い
る([

28])

。

前
記
の
エ
ル
ブ
ラ
ン
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
へ
の
報
告
に
も
あ
る
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ノ

イ
マ
ン
は
、1930/31

年
の
冬
学
期
に
は
、
こ
の
半
年
ほ
ど
後
に
ア
ル
プ
ス
で
の
事
故
で
死
ん

で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
エ
ル
ブ
ラ
ン
と
数
学
の
基
礎
に
関
す
る
議
論
を
し
て
い
る
。
こ
の
時
期

に
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
ゲ
ー
デ
ル
と
の
議
論
で
当
時
ま
だ
未
発
表
だ
っ
た
第
一
不
完
全

性
定
理
に
つ
い
て
完
全
に
理
解
し
、
第
二
不
完
全
性
定
理
を
ゲ
ー
デ
ル
と
独
立
に
発
見
し
て
い

る
。1930/31

年
の
冬
学
期
の
証
明
論
の
講
義
も
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
つ
い
て
の

考
察
や
ヒ
ル
ベ
ル
ト
学
派
、
特
に
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
に
よ
り
完
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
た

ペ
ア
ノ
算
術
の
無
矛
盾
性
証
明
の
問
題
点
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
、
あ
る
日
、
彼
の
証
明
論
の
講
義
に
現
れ
て
、『
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理

に
よ
り
数
学
の
無
矛
盾
性
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
判
っ
た
の
で
こ
の
講
義
を
こ
れ
で
打
ち
切

る
』、
と
言
っ
た
」、
と
い
う
伝
説
も
、
多
分
、
こ
の1930/31

年
の
冬
学
期
の
証
明
論
の
講
義

に
関
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
学
期
に
エ
ル
ブ
ラ
ン
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
か
ら
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
の
証
明

に
つ
い
て
教
わ
っ
て
い
て
、
ゲ
ー
デ
ル
と
の
文
通
も
始
め
て
い
る([

35])

。
エ
ル
ブ
ラ
ン
の
死

後
に
発
表
さ
れ
た
、
現
在
彼
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
定
理
を
含
む
論
文
は
、
不
完
全
性
定
理

の
知
識
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、1930/31

年
の
冬
学
期
に
は
、
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
も
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
生
登
録
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
と
の
間
に
コ
ン
タ
ク
ト
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る([

34])

。

1931

年
か
ら
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
半
年
は
ア
メ
リ
カ
で
過
し
、
そ
れ
以
外
に
も
ベ
ル
リ
ン

3



に
は
不
在
の
こ
と
も
多
か
っ
た
が

(

た
と
え
ば

1929

年
夏
学
期
に
は
ベ
ル
リ
ン
か
ら
休
暇
を

と
っ
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
で
公
理
的
集
合
論
の
講
義
を
し
て
い
る)

1933

年(

昭
和
8
年
、
ヒ
ッ

ト
ラ
ー
が
政
権
を
と
っ
て
「
第
三
帝
国
」
が
発
足
し
、
焚
書
運
動
が
ド
イ
ツ
の
学
生
の
間
に
広

が
っ
た
り
し
た
年
で
あ
る)

の
夏
学
期
の
前
ま
で
、
少
な
く
と
も
書
類
上
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の

私
講
師
で
あ
り
続
け
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
高
等
研
究
所
の
教
授
に
就
任
す
る
の
は

そ
の
後
で
あ
る([

9])

。

そ
れ
に
し
て
も
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
こ
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
や
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
間
を
頻
繁
に
移
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
こ
の
頃
の
ス
ラ
ン
グ
に
、「
ア
メ

リ
カ
に
渡
る
」
と
い
う
意
味
の
、「
大
き
な
池
を
越
え
（
5
）

る
」
と
い
う
よ
う
に
直
訳
で
き
る
表
現
が

あ
る
が
、
こ
の
表
現
は1920

年
代(

日
本
の
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
対
応
す
る)

の
「
国

際
人
」
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
生
涯
の
終
り
近
く
に
は
飛

行
機
も
移
動
手
段
と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、1920

年
代
か
ら1930
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
大

陸
間
の
移
動
手
段
が
船
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
彼
が
何
度
も
「
大
き
な
池
」
を
越

え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
間
を
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
に
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。

2

公
理
的
集
合
論
の
研
究
者
と
し
て
の
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン

そ
も
そ
も
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
公
理
的
集
合
論
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
本

稿
の
目
的
な
の
だ
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
の
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
つ
い
て
の
話
か
ら
始
め

た
の
は
、
十
代
の
終
り
に
集
合
論
研
究
の
先
鋭
と
し
て
数
学
研
究
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
、
そ
の
後
集
合
論
や
数
学
の
基
礎
付
け
に
関
す
る
研
究
を
ア
ク
テ
ィ
ヴ

に
行
な
っ
て
い
た
時
期
と
、
主
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
時
期
と
が
、
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
に
直
接
関
係
す
る
最
後
の
論
文
は
、1929

年(

昭
和
4
年)

の

[

42]

で
、
こ
の
論
文
以
降
、
彼
の
論
文
リ
ス
ト
に
は
、
直
接
に
集
合
論
や
数
学
の
基
礎
付
け
に

（
5

）” d
en

g
roßen

T
eich

ü
b
erq

u
eren“
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関
連
す
る
よ
う
な
文
献
は
一
つ
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

マ
ン
が1926

年
頃
か
ら
始
め
た
量
子
力
学
の
数
学
的
基
礎
付
け
や
、
そ
れ
に
関
連
す
る
数
学
理

論
の
論
文
が
生
涯
に
渡
っ
て
発
表
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
て
み
る
と
、
異
様
に
も
思

え
る
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
関
す
る
伝
記
的
な
著
作
の
い
く
つ
か
に
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
集

合
論
や
数
理
論
理
学
の
研
究
論
文
を
書
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
ゲ
ー

デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
よ
っ
て
、
数
学
の
健
全
性
を
数
学
の
体
系
の
無
矛
盾
性
や
完
全
性
を

有
限
の
立
場
か
ら
証
明
す
る
こ
と
に
よ
り
保
証
す
る
、
と
い
う
ヒ
ル
ベ
ル
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実

行
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
分
野
へ
の
興
味
を
失
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
第
二
不
完
全
性
定
理
に
つ
い
て
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
ゲ
ー
デ
ル
に
比
べ
て
そ
の

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
否
定
的
な
効
果
を
、
よ
り
決
定
的
な
も
の
と
捉
え
て
い

た
ら
し
い
こ
と
が
、1931

年
前
後
の
手
紙
な
ど
で
の
彼
の
幾
つ
か
の
表
明
な
ど
か
ら
垣
間
見
ら

れ
る
。

数
学
と
そ
の
形
式
化
に
対
す
る
立
場
は
、
三
つ
に
大
き
く
分
類
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る:

一
つ
の
立
場
は
、
数
学
は
「
実
存
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
形
式
的
な
体
系
は
、
実
存
す
る
数
学

に
関
す
る
検
証
の
た
め
に
付
随
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
第
二
の
立
場
は
、
数
学
は
形
式
的
な
体
系
で
展
開
さ
れ
る
記
号
列
の
操
作
に
す
ぎ
な

い
が
、
数
学
的
な
思
索
の
遂
行
の
た
め
に
我
々
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
実
在
す
る
数
学
」

を
信
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
、
乃
至
は
、
確
信
犯
的
に
信
じ
て
数
学
す
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
も
っ
と
極
端
に
は
、
第
三
の
立
場
と
し
て
、
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
の
実
存
す
る
数
学
も
原
則
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
立
ち
位
置
が

あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
の
数
学
と
は
あ
く
ま
で
形
式
的
体
系
で
の
記
号
の
操
作
に
す

ぎ
な
い
。

ゲ
ー
デ
ル
の
多
く
の(

数
学
的
な
内
容
の)

論
文
の
記
述
か
ら
は
、
彼
が
一
番
目
の
立
場
に
近

い
立
ち
位
置
か
ら
数
学
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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二
番
目
の
立
場
は
、
多
分
、
一
番
無
難
な
も
の
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
、

ベ
ル
ナ
イ
ス
が[

1]

で
表
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
と
っ
て
の
数
学
は
第
三
番
目
の
立
場
に
近
い
も
の
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
と
っ
て
の
「
実
存
す
る
数
学
」
は
、
記
号
の

操
作
の
体
系
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
さ
ら
に
抽
象
化
し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？

ウ
ラ
ム
に
よ
る
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
亡
く
な
っ
た
次
の
年
に
出
版
さ
れ
た
追
悼
記
事[

36]

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る:

不
思
議
な
こ
と
に
、
集
合
論
や
そ
れ
に
関
連
す
る
分
野
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
と
き
、

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
多
く
の
場
合
形
式
的
に
思
考
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
大
多
数

の
数
学
者
は
こ
れ
ら
の
分
野
で
議
論
を
す
る
と
き
、
抽
象
的
な
集
合
や
写
像
な
ど
の
、
幾

何
学
的
な
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
触
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
直
観
的
な
枠
組
で
考
え
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
純
粋
に
形
式
的
な
演
繹
を
直
列

的
に
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、
新
し
い
定
理
や

証
明
を
作
り
だ
す
彼
の
直
観
は
、
も
っ
と
生
れ
な
が
ら
の
直
観
も
含
め
て
、
よ
り
純
度
の

高
い
タ
イ
プ
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
ポ
ア
ン
カ
レ
が
主
張
し
た
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
、
視
覚
的
な
直
観
を
持
つ
も
の
と
聴
覚
的
直
観
を
持
つ
も
の
と
い
う
二
つ
の
タ

イ
プ
に
数
学
者
を
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ョ
ニ
ー
は
後
者
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
の
中
の
「
聴
覚
的
感
覚
」
は
、
し
か
し
大
変
に
抽
象
度
の
高
い
も
の
だ
っ

た
。
そ
こ
で
介
在
し
て
い
る
の
は
、
言
わ
ば
、
記
号
の
集
ま
り
の
形
式
的
な
表
徴
と
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
ゲ
ー
ム
と
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
解
釈
と
の
相
補
関
係
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
の
相
互
関
係
に
あ
る
も
の
の
違
い
は
、
例
え
て
み
れ
ば
、
物
理
的
な
チ
ェ
ス
盤
の

思
考
上
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
上
で
の
指
し
手
の
列
を
代
数
的
な
記
号
で
書
き
あ
ら
わ
し

た
も
の
の
間
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(S
.

U
lam

[

36]

、p
.12)

こ
の
ウ
ラ
ム
の
文
章
に
あ
る
「
視
覚
的
」、「
聴
覚
的
」、
と
い
う
分
類
は
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
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に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
の
述
べ
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
（
6
）

三
つ
の
立
ち
位
置
の
分
類
と

は
視
点
が
異
る
が
、
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
私
の
分
類
で
の

三
番
目
の
も
の
に
対
す
る
資
質
を
十
二
分
に
持
っ
て
い
た
こ
と
の
示
唆
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で

き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
私
の
指
摘
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
違
い
か
ら
、
第
二
不
完
全
性

定
理
の
意
味
の
評
価
も
当
然
違
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
番
目
の
立
場
で
は
、
数
学
は
既
に
「
そ
こ
に
あ
る
」
の
で
、
形
式
的
な
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の

立
場
で
の
無
矛
盾
性
証
明
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
原
理
的
に
不
可
能
だ
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
が
決
定
的
な
数
学
の
基
礎
付
け
の
終
焉
に
は
結
び
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
立
場
を
弱
め
た
様
々
な
土
台
の
上
で
の
数
論
の
体
系
や
そ
の
拡
張
に
関

す
る
無
矛
盾
性
証
明
や
、
相
対
的
無
矛
盾
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る

無
矛
盾
性
の
状
況
証
拠
を
積
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
、
自
然
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
、
三
番
目
の
立
場
で
は
、
狭
義
の
有
限
の
立
場
に
立
つ
数
学
の
無
矛
盾
性
証
明
が
原
理

的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
致
命
傷
に
近
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で

の
究
極
の
無
矛
盾
性
の
保
証
は
、
厳
密
な
狭
義
の
有
限
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
し
か
あ
り
得
な

い
わ
け
だ
が
、
不
完
全
性
定
理
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
矛
盾
性
の
保
証
が
原
理
的
に
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と

は
、
し
か
し
、
こ
の
第
三
の
立
場
で
は
、
証
明
の
体
系
と
し
て
の
数
学
自
身
の
、
存
在
理
由
の

保
証
の
欠
如
、
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
ら
の
三
つ
の
立
場
の
説
明
で
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
、
ゲ
ー
デ
ル
、
と

い
う
次
の
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
集
合
論
の
公
理
系
の
名
前
に
現
れ
る
三
人
が
挙
が
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

不
完
全
性
定
理
に
い
た
る
展
開
で
も
、
選
択
公
理
や
一
般
連
続
体
仮
説
の
集
合
論
の
公
理
系

（
6

）
数
学
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
筆
者
の[

18]

も
参
照
さ
れ
た
い
。
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か
ら
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
に
む
け
て
の
展
開
で
も
、
こ
の
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
よ
う

な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開

で
先
駆
的
な
仕
事
を
し
て
い
る
。
不
完
全
性
定
理
に
む
け
て
の
展
開
で
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ

ン
の[

40]

で
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
証
明
論
の
と
ら
え
方
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
、
あ
る
意
味

で
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
自
身
の
説
明
よ
り
明
確
と
言
え
る
よ
う
な
記
述
を
与
え
て
い
る
し
、1930

年

の
ゲ
ー
デ
ル
と
の
議
論
で
は
、
ま
だ
結
果
は
完
成
版
に
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
第
二
不
完
全
性
定

理
も
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
の
ゲ
ー
デ
ル
に
、
こ
の
仕
事
の
最
終
版
に
む
け
て
の
駆
動

の
き
っ
か
け
の
一
つ
を
与
え
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
自
身
は
、
そ

の
後
ゲ
ー
デ
ル
と
は
独
立
に
第
二
不
完
全
性
定
理
を
発
見
し
て
い
る
が(

も
し
第
一
節
で
述
べ

た
「
伝
説
」
が
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
第
二
不
完

全
性
定
理
を
発
見
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う)

、
ゲ
ー
デ
ル
に
送
っ
た
、
こ
の
発
見
に
つ
い
て

書
い
た
手
紙
と
行
き
違
い
に
届
い
た
ゲ
ー
デ
ル
の
論
文
の
最
終
版
を
見
て
、
第
二
不
完
全
性
定

理
の
発
見
者
と
し
て
の
主
張
を
取
り
さ
げ
て
い
る
。
一
方
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
は
、[

30]

で
、
ゲ
ー

デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
を
数
学
の
基
礎
付
け
の(

当
時
に
得
ら
れ
て
い
た
最
新
の)

全
体
像
の
記

述
の
枠
の
中
で
記
述
し
た
が
、
こ
の
本
は
、
不
完
全
性
定
理
が
数
理
論
理
学
の
古
典
的
定
理
と

し
て
、
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
一
般
に
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
促
す
一
つ
の
要

因
と
な
っ
た
。

集
合
論
の
研
究
で
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は[

38]

、[

39]

、[

40]

、[

41]

、[

42]

な
ど
の
仕

事
で
公
理
的
集
合
論
の
現
代
的
な
公
理
的
扱
い
の
基
礎
を
築
い
た(

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次

の
節
で
さ
ら
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る)

が
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
き
わ
め
て
（
7
）

読
み
に
く
く
、
見

通
し
の
悪
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
見
通
し
の
悪
さ
の
理
由
と
思
わ
れ
る
背
景
の
一
部
に
つ
い
て

も
次
の
節
で
触
れ
る
。

（
7

）
筆
者
は
、
近
刊
の[

15]

の
最
初
の
案
で
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の[

43]

と
と
も
に
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の[

38]

の
翻
訳
を
付
録
と
し
て
収
録
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
翻
訳
を
始
め
て
み
て
、
こ
の
論
文
の
翻
訳
が
現

代
の
読
者
を
袋
小
路
に
導
い
て
し
ま
う
危
険
を
感
じ
て
、
こ
の
計
画
を
放
棄
し
た
。
こ
の
結
果[

15]

に
は
、
最

終
的
に
は
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
論
文
の
翻
訳
と
、
筆
者
自
身
の
書
い
た
数
学
の
基
礎
付
け
の
現
代
的
な
理
論
の
解
説
が

付
録
と
し
て
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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ベ
ル
ナ
イ
ス
は
、
こ
の
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
仕
事
を
整
理
し
て
、
現
代
的
な
集
合
論
の
基

礎
と
言
え
る
も
の
を
、
連
作
の
論
文[

2]

、[

3]

、[

4]

、[

5]

、[

6]

、[

7]

、[

8]

と
し
て
発

表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、[

2]

の
前
書
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
の
ゲ
ォ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
の1929/30

年
の
冬
学
期
の
講
義
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
デ
ル
は
、
こ
の

ベ
ル
ナ
イ
ス
の
集
合
論
の
体
系
の
細
部
を1931

年
に
ベ
ル
ナ
イ
ス
が
ゲ
ー
デ
ル
に
あ
て
た
長
い

手
紙
の
中
の
説
明
で
知
る
こ
と
に
な
っ
た([

25])

。
一
方
、1935

年
の
夏
に
、
ゲ
ー
デ
ル
と
ベ

ル
ナ
イ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
に
向
う
船
に
乗
り
合
せ
て
い
て
、
こ
の
船
旅
の
間
に
ベ
ル
ナ
イ
ス
は

第
二
不
完
全
性
定
理
の
細
部
に
つ
い
て
を
ゲ
ー
デ
ル
か
ら
教
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
成
果
が
ヒ
ル

ベ
ル
ト
と
ベ
ル
ナ
イ
ス
の[

30]

で
の
第
二
不
完
全
性
定
理
の
記
述
に
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る([

11])

。
ち
な
み
に
こ
の
船
旅
は
、
時
期
的
に
は
ゲ
ー
デ
ル
の
集
合
論
に
関
す
る
仕
事
に

前
後
す
る
の
で
、
こ
の
と
き
に
も
ベ
ル
ナ
イ
ス
の
集
合
論
の
体
系
の
細
部
に
つ
い
て
の
議
論
が

出
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、1939

年
に
ゲ
ー
デ
ル
が
、
モ
ノ
グ
ラ
フ[

24]

の
記
述

の
正
確
を
期
す
た
め
に
ベ
ル
ナ
イ
ス
に
集
合
論
の
体
系
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
る
手
紙
で
は
、

「
少
し
前
に
あ
な
た
か
ら
手
紙
で
教
わ
っ
た
体
系
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
て
、
船

旅
の
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
ゲ
ー
デ
ル
の
間
に
交
さ
れ
た
書
簡
を
読
ん
で
み
る
と
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

マ
ン
の
（
8
）

1939

年
4
月
22
日
に
ゲ
ー
デ
ル
に
あ
て
た
手
紙
で
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
可
能
集
合
に

よ
る
選
択
公
理
や
一
般
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
の
細
部
に
つ
い
て
の
い
く
つ

も
の
鋭
い
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
り
、
こ
の
プ
レ
プ
リ
ン
ト
の
証
明
を
精
読
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
こ
の
手
紙
よ
り
少
し
前
の1939

年
2
月
28
日
の
手
紙
で
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
的

集
合
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
で
成
り
立
つ
射
影
集
合
の
可
測
性
や
ベ
ー
ル
の
性
質
な
ど
の
可
測
性
に

対
し
て
の
制
限
に
関
連
し
て
、K

on
d

ô

（
近
藤
基
吉
、1906–1980

）
の
日
本
の
雑
誌
に
載
っ
た

結
果(

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
後
にK

on
d

ô-A
d
d
ison

の
一
様
化
定
理
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
結
果
で
あ
る)

が
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
も
し
て
い
る(K

on
d

ô-A
d
d
ison

の
定
理
に
関
連
し
て
、
そ
の
後
、
集
合
論
で
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
結
果
に
つ
い
て
は
、[

31]

の

（
8

）
こ
と
の
き
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
既
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
お
り
、
ゲ
ー
デ
ル
は
ま
だ
ウ
ィ
ー
ン
に
い
た
。

9



13.19

と
こ
の
後
に
あ
る
リ
マ
ー
ク
、15.14

等
を
参
照
さ
れ
た
い)

。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
こ
こ
で
も
ゲ
ー
デ
ル
の
結
果
に
関
す
る
深
い
洞
察

を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
ゲ
ー
デ
ル
が
こ
の
結
果
の
た
め
に
導
入
し
た
構
成

可
能
集
合
の
階
層L

α ,
α
∈

O
n

は
、
現
在
で
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
階
層
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
、[

42]

で
考
察
さ
れ
て
い
る
累
積
的
階
層V

α ,
α
∈

O
n

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
結
果
の
証
明
の
基
本
方
針
は
、
い
す
れ
に

せ
よ
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
と
っ
て
当
然
す
ん
な
り
と
理
解
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な

の
で
あ
る
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
本
来
の
仕
事
は

[

42]

が
最
後
に

な
っ
て
い
る
が
、
彼
の
仕
事
に
は
、
こ
の
論
文
の
後
に
も
、
測
度
論
に
関
す
る
も
の
や
作
用
素

環
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
集
合
論
的
な
議
論
が
さ
れ
て
い
た
り
、
問
題
の
集
合
論
的
な
一
般
化

が
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
仕
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る

「
集
合
論
」
は
、
古
典
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
て
、
集
合
論
の
フ
ル
パ
ワ
ー
が
要
求
さ
れ
る
よ

う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
可
能
集
合
に
関
す
る
議
論
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
、
集
合
論
か
ら
フ
ル
パ

ワ
ー
を
引
き
出
す
の
は
、
超
限
帰
納
法
の
活
用
と
論
理
の
集
合
論
内
で
の
展
開
で
あ
る
。
超
限

帰
納
法
の
基
礎
付
け
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の[

38]

で
初
め
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
フ
ォ

ン
・
ノ
イ
マ
ン
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
な
の
だ
か
ら
、
論
理
を
体
系
の

中
で
展
開
す
る
こ
と
の
意
味
を
深
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

選
択
公
理
や
一
般
連
続
体
仮
説
の
相
対
的
無
矛
盾
性
の
結
果
を
得
た
の
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン

で
は
な
く
ま
た
し
て
も
ゲ
ー
デ
ル
だ
っ
た
し
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
こ
の
仕

事
に
触
発
さ
れ
て
集
合
論
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
研
究
を
再
開
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
視
点
か
ら
の
、
不
完
全
性
定
理
の
よ
り
強
く
否
定
的
な

意
味
付
け
の
結
果
と
し
て
、
無
矛
盾
性
の
保
証
の
し
よ
う
の
な
い
集
合
論
を
自
在
に
操
る
こ
と

に
対
す
る
躊
躇
い
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

前
出
の
ウ
ラ
ム[

36]

に
は
、
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数
学
の
基
礎
付
け
の
現
在
の
状
況
に
関
し
て
、
ご
く
最
近
に
交
し
た
会
話
の
中
で
、
フ
ォ

ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
彼
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、「
そ
れ
は
も
う
片
の
つ
い
て
し
ま
っ
た
話
、

と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
ゲ
ー
デ
ル
の
発
見
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
終
り
と
理
解
す
る

べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
数
学
で
の
形
式
的
議
論
の
役
割
に
関
し
て
の
新
し
い
理
解
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
く
べ
き
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
い
の
だ
」、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
た
。

（[

36]

、p
.12,

日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
。）

と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
論
理
と
の
関
連
で
晩
年
に
研
究

し
た
の
は
オ
ー
ト
マ
ト
ン
の
理
論
な
ど
、
集
合
論
よ
り
ず
っ
と
無
矛
盾
性
の
強
さ
の
弱
い
体
系

で
あ
る
か
、
ま
た
は
論
理
の
計
算
機
科
学
へ
の
応
用
の
よ
う
な
問
題
に
限
ら
れ
て
い
た
。

3

素
朴
公
理
的
集
合
論
と
公
理
的
集
合
論

集
合
論
の
公
理
化
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の1908

年(

明
治
41
年)

の
論
文[
43]

で
初
め
て
確

立
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
こ
の
論
文
で
は
、
集
合
論
の
公
理
系
を
う
ま

く
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
た
、
す
べ
て
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
と
し
て
成
立
し
な
く
な
る
一
方
、
こ
の
公
理
系
か
ら
必
要
な
数
学
の
結
果
を
す
べ
て

導
き
だ
せ
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
論
文
で
導

入
さ
れ
た
体
系
で
、
デ
デ
キ
ン
ト
が
、[

12]

、[

13]

で
行
っ
た
よ
う
な
数
論
や
解
析
学
の
展
開
や

集
合
の
濃
度
に
関
す
る
初
等
的
な
議
論
が
可
能
に
な
る
一
方
、
知
ら
れ
て
い
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
自
身
を
含
ま
な
い
よ
う
な
集
合
の
全
体
か
ら
な
る
集

合
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
体
系
で
の
、
そ
の
よ
う
な
集
合
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
背
理
法

に
よ
る
証
明
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
文
で
導
入
さ
れ
た
「
体
系
」
は
、
い
く
つ
か
の
重
大
な
欠
陥
を
含
ん
で
い

た
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
体
系
で
は
、
カ
ン
ト
ル
の
超
限
帰
納
法
が
う
ま
く
展
開
で
き
な
い
、
と

い
う
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
超
限
帰
納
法
の
公
理
的
な
枠
組

で
の
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
の
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

11



マ
ン
の1923

年
の
論
文[

38]

か
ら
な
の
で
、1908

年
の
段
階
で
は
超
限
帰
納
法
を
公
理
的
な

枠
組
で
ど
う
扱
か
っ
た
ら
い
い
か
は
、
ま
だ
全
く
分
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
だ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
そ
の
当
時
で
も
直
ち
に
明
ら
か
な
、
そ
し
て
も
っ
と
深
刻
な
欠
陥
は
、
こ
の
体
系
に

既
に
含
ま
れ
て
い
る
分
出
公
理
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
分
出
公
理
は
、

公
理

III.

ク
ラ
ス
命
題E

(x
)

が
あ
る
集
合M

の
要
素
の
す
べ
て
に
対
し
て
確
定
的
な

ら
、M

の
部
分
集
合M

E

で
、E

(x
)

が
真
に
な
る
よ
う
なM

の
要
素
の
す
べ
て
、
し

か
も
そ
れ
ら
の
み
を
要
素
と
し
て
含
む
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
。

—
[

43]

、
筆
者
の[

15]

で
の
訳
に
よ
る
。

と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
命
題E

(x
)

が
確
定
的(d

efi
n
it)

で
あ
る
と
は
、
ど
の

x

に
対
し
て
も
こ
の
命
題
の
真
偽
が
確
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ

に
こ
の
「
こ
の
命
題
の
真
偽
が
確
定
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
表
現
で
こ
の
概
念
が
導

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
確
定
的
と
い
う
概
念
に
確
定
的
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
論
文

[

43]

の
発
表
直
後
か
ら
批
判
が
集
ま
っ
た
点
で
も
（
9
）

あ
っ
た
。

一
方
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
が[

43]

で
分
出
公
理
を
用
い
る
と
き
に
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

命
題
が
確
定
的
か
ど
う
か
の
判
定
を
し
て
い
る
議
論
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
の
判
定
は
非
常

に
明
確
に
書
か
れ
て
い
て
、
き
ち
ん
と
定
式
化
の
で
き
る
判
定
条
件
が
背
後
に
隠
れ
て
い
る
に

（
9

）
実
は
カ
ン
ト
ル
も
ほ
と
ん
ど
ツ
ェ
ル
メ
ロ
と
同
程
度
と
言
っ
て
も
い
い
精
度
の
集
合
の
構
成
原
理
の
公
理
的

な
扱
い
に
関
す
る
明
確
な
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
が1899

年
7
月
28
日
の
デ
デ
キ
ン
ト
に
あ
て
た

手
紙
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る[

10]

。
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
は
、「
素
朴
集
合
論
」
と
よ
ば
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、「
確
定
的
」
の
素
朴
な
定
義
に
よ
る
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の1908

年
の
論
文
の
立
場
で
の
集
合
論
も

「
素
朴
公
理
的
集
合
論
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。[

32]

に
よ
る
と
、
こ
の
カ
ン
ト
ル
の
デ
デ
キ
ン
ト
に
あ
て

た18
99

年
の
手
紙
は
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
が1

93
2

年
に
カ
ン
ト
ル
の
全
集
の
編
纂
を
す
る
ま
で
、
一
般
に
は
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
カ
ン
ト
ル
の
素
朴
集
合
論
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
20

世
紀
の
前
半
に
書
か
れ
た
文
献(

た
と
え
ば
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の[

39])

に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
る
表
明

は
、
少
な
く
と
も
こ
の
手
紙
を
ふ
ま
え
て
考
え
た
と
き
、
不
正
確
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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違
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
我
々
の
後
知
恵
に
よ
れ
ば
、
こ
の
確
定
的
な
命
題
は
、「
一
階
の
論
理
の
論
理
式
で

書
け
る
命
題
」
で
あ
る
べ
き
も
の
な
わ
け
だ
が
、
そ
う
思
っ
て
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
命
題
が
確
定

的
で
あ
る
こ
と
の
判
定
の
記
述
を
読
み
な
お
し
て
み
る
と
、
こ
の
論
理
式
の
部
分
論
理
式
の
組

成
に
そ
っ
て
論
理
式
を
組
み
立
て
て
ゆ
く
こ
と
に
対
応
す
る
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
の
論
文
の
う
ち
の
初
め
の
方
の
も
の
で
は
、
こ
の
「
確
定
的
」

で
あ
る
こ
と
の
、
論
理
学
を
経
由
し
な
い
判
定
の
公
理
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
途
中
段

階
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
命
題
が
確
定
的
で
あ
る
こ
と
の
判
定
原
理
の
集
ま
り
が
手
探

り
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
非
常
に
読
み
に
く
い
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
我
々
に

と
っ
て
は
、
読
み
に
く
い
、
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
は
も
う
す
で
に
何
で
あ
る
べ
き
か
分
っ
て
い

る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
検
証
に
わ
ざ
わ
ざ
付
き
合
う
気
が
起
こ
ら
な
い
と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ

ろ
う
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
の
論
文
の
読
み
に
く
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
公
理
的
集
合

論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
彼
の
論
文
で
、
関
数
が
基
本
概
念
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が[

39]

、[

41]

、[

42]

で
何
度
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、

本
質
的
な
違
い
で
は
な
く
、
集
合
を
基
本
概
念
と
し
て
選
ん
だ
記
述
と
相
互
書
き
換
え
可
能
で

あ
る
が
、
こ
の
方
が
理
論
の
技
術
的
な
展
開
が
容
易
に
な
る
、
と
い
う
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の

主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
公
理
や
議
論
の(

想
定
さ
れ
た)

意
味
が
非
常
に

捉
え
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
感
想
は
筆
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ゲ
ー
デ
ル
は
既
に
触

れ
た1939

年
6
月
19
日
の
ベ
ル
ナ
イ
ス
あ
て
の
手
紙
で
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
の
公
理
系
で
の
基
礎

の
公
理
が
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
体
系
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ベ
ル
ナ
イ
ス

が
新
し
く
導
入
し
た
も
の
か
を
聞
い
て
い
て
、
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ナ
イ
ス
は1939

年
6
月

21
日
の
手
紙
で

13



(

あ
な
た
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の)

基
礎
の
公
理
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ま
っ
た
く
す

べ
て
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
す
。

と
、
返
事
を
し
て
い
る([

25])

の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
ベ
ル
ナ
イ
ス
に
わ
ざ
わ
ざ
聞
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ゲ
ー
デ
ル
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
論
文
に
全
く
目
を

通
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
目
を
通
し
て
は
い
た
と
し
て
も
技
術
的
な
細
部
を
読
み
込
ん
で
い
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
も
し
フ
ォ

ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
論
文
が
ゲ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
も
の
だ
っ
た
の
な
ら
、
読
ん
で
確

か
め
れ
ば
い
い
だ
け
の
話
な
の
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
こ
と
を
ベ
ル
ナ
イ
ス

に
聞
く
ま
で
の
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
作
っ
た
集
合
論
の
公
理
系
は
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
、

ゲ
ー
デ
ル
は
こ
れ
を[

24]

で
用
い
て
、
こ
の
公
理
系
の
上
で
選
択
公
理
も
一
般
連
続
体
仮
説
も

相
対
的
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
公
理
系
が
無
矛
盾
だ
と
仮
定
す
る
と
、

そ
れ
に
選
択
公
理
と
一
般
連
続
体
仮
説
を
加
え
た
も
の
も
ま
た
無
矛
盾
で
あ
る
（
10
）

こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
体
系(

実
質
的
に
は
ゲ
ー
デ
ル
が
用
い
た
体
系
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
選
択
公

理
を
加
え
た
も
の)

は
現
在
で
は
、
ノ
イ
マ
ン
・
ゲ
ー
デ
ル
・
ベ
ル
ナ
イ
ス
の
体
系
と
呼
ば
れ

て
、N

B
G

と
略
記
さ
れ
る
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
の
仕
事
は
、
不
完
全
性
定
理
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、

不
完
全
性
定
理
を
知
っ
て
い
る
我
々
が
読
む
と
、
不
適
切
に
思
え
る
リ
マ
ー
ク
や
、
実
現
不
可

能
な
予
想
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
彼
の
集
合

論
の
研
究
は
、
一
階
の
述
語
論
理
の
き
ち
ん
と
し
た
定
式
化
よ
り
も
前
に
、
あ
る
い
は
最
後
の

段
階
で
は
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
、
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
た
め
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
こ
の
「
確
定
的
な
命
題
」
の
問
題
の
解
決
に
は
、
後
で

ツ
ェ
ル
メ
ロ
・
フ
レ
ン
ケ
ル
の
体
系
を
精
密
化
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
「
確
定
的
と
は
一
階
の

（
10

）
有
限
の
立
場
で
表
現
す
る
と
、
ゲ
ー
デ
ル
の
結
果
は
、
も
し
こ
の
集
合
論
の
体
系
に
選
択
公
理
と
一
般
連
続

体
仮
説
を
加
え
た
も
の
か
ら
矛
盾
が
証
明
で
き
た
と
す
る
と
、
そ
の
矛
盾
の
証
明
を
変
形
し
て
、
こ
の
集
合
論
の

体
系
だ
け
か
ら
の
矛
盾
の
証
明
が
得
る
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

14



述
語
論
理
の
論
理
式
と
し
て
表
現
で
き
て
い
る
こ
と
だ
」
と
す
る
と
い
う
、（

11
）

論
理
学
を
使
う
解
決

法
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
彼
の
体
系
で
採
用
し
た
方
法
は
、（

12
）

ク
ラ
ス
も
理
論
の
基
本
対
象
と
し
て

扱
い
、
ク
ラ
ス(
の
ク
ラ
ス)

が
、
た
と
え
ば
共
通
部
分
を
と
っ
た
り
射
影
を
と
る
な
ど
の
い

く
つ
か
の
基
本
操
作
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
公
理
を
加
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
前
に
述
べ
た
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の1908

年
の
論
文[

43]

で
の
確
定
性
の
判
定
で
の
議
論

の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
判
定
条
件
や
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が[

38]

な
ど
で
さ
ら
に

付
け
加
え
た
判
定
方
法
を
ク
ラ
ス
の
演
算
に
関
す
る
公
理
の
形
で
定
式
化
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
結
果
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
体
系
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
整
理
し
て
得
ら
れ
たN

B
G

は
、
一
階
の
述
語
論
理
を
用
い
ず
に(

た
と
え
ば
群
の
公
理
や
、
環
あ
る
い
は
体
の
公
理
と
同

じ
よ
う
な)

有
限
な
公
理
系
と
し
て
の
定
式
化
が
で
き
て
い
る
。

ツ
ェ
ル
メ
ロ
や
フ
レ
ン
ケ
ル
に
よ
る
集
合
論
は
、
現
在
で
は
二
人
の
名
前
の
頭
文
字
を
と
っ

てZ
F

と
表
さ
れ
、
こ
れ
に
選
択
公
理
を
加
え
た
も
の
は
、Z

F
C

と
表
さ
れ
る
が
、
こ
の
体
系

の(

「
確
定
的
な
命
題
」
の
問
題
が
一
階
の
述
語
論
理
の
使
用
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た)

最
終
的

な
形
が
確
立
さ
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
論
文
が
書
か
れ
た
時
期
よ
り
も
っ
と
後
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、1930

年
の
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
最
終
的
な
集
合
論
に
関
す
る
論
文[

44]
で
は
、

置
換
公
理
も
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
基
礎
の
公
理
に
対
応
す
る
公
理
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
も
ま
だ
我
々
の
知
っ
て
い
るZ

F
C

の
最
終
的
な
形
は
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
階
の
論

理
の
よ
う
な
も
の
を
ベ
ー
ス
に
す
る
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
選
択
公

理
は
論
理
か
ら
の
帰
結
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
、（

13
）

ち
ょ
っ
と
怪
し
げ
な
基
礎
付
け

に
よ
る
論
文
に
な
っ
て
い
る
。

（
11

）
一
階
の
述
語
論
理
を
用
い
て
集
合
論
の
公
理
系
を
記
述
す
る
こ
と
で
、「
確
定
的
な
述
語
」
の
問
題
を
回
避
す

る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
フ
レ
ン
ケ
ル
や
ス
コ
ー
レ
ム
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
12

）
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
も
と
も
と
の
定
式
化
で
は
、
ク
ラ
ス
で
は
な
く
ク
ラ
ス
関
数
が
対
象
と
し
て
扱
か
わ

れ
て
い
る
。

（
13

）
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
コ
ー
レ
ム
や
フ
レ
ン
ケ
ル
は
同
時
期
に
集
合
論
を
一
階
の
述
語
論
理
の
上
に
構
築
す
る

こ
と
の
妥
当
性
に
対
す
る
も
っ
と
確
か
な
理
解
に
至
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る([

32])

。
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フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
論
文[

42]

な
ど(

す
べ
て1930

年
以
前
の
論
文
で
あ
る)

で
言
及
さ

れ
て
い
る
ツ
ェ
ル
メ
ロ
や
フ
レ
ン
ケ
ル
に
よ
る
集
合
論
は
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
我
々
が
知
っ

て
い
るZ

F
C

で
は
な
い
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
、[

42]

で
彼
の
集
合
論
を
、
当
時
の
未
完

成
のZ

F
C

と
比
較
し
て
そ
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
現
在
整
理
さ
れ
た
形

のZ
F

C

とN
B

G
の
関
係
に
つ
い
て
は
、N

B
G

はZ
F

C

の
保
守
拡
大
に
な
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る(
こ
の
こ
と
の
証
明
は
、
た
と
え
ば[

20]

を
参
照
さ
れ
た
い)

。
つ

ま
り
、Z

F
C

の
言
語
で
記
述
で
き
る
命
題
φ

に
つ
い
て
は
、
φ

がZ
F

C

で
証
明
で
き
る
こ

と
と
、
φ

がN
B

G

で
証
明
で
き
る
こ
と
は
同
値
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
で
は

(

一
階
の
論
理
で
展
開
す
る
こ
と
で
精
密
化
さ
れ
た)

Z
F

C

が
、
集
合
論
の
基
礎
理
論
と
し
て
採
用
さ
れ
る
が
、
歴
史
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
密
化
さ
れ

たZ
F

C

が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
、1920

年
代
中
半
か
ら
、1930

年
代
後
半
に
か
け
て
は
、
ノ

イ
マ
ン
の
集
合
論
の
公
理
系
や
、
そ
れ
を
整
理
し
たN

B
G

が
唯
一
の
厳
密
な(

あ
る
い
な
素

朴
で
な
い)

集
合
論
の
公
理
化
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ク
ラ
ス
を
基
本
対
象
と
し
て
用
い
る
集
合
論
の
公
理
系
に
は
、
モ
ー
ス
・
ケ
レ

イ
集
合
論
の
よ
う
に
、Z

F
C

の
言
語
で
表
現
で
き
る
部
分
に
つ
い
て
も
、Z

F
C

の
真
の
拡
大

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
体
系
も
存
在
す
る
が
、
た
と
え
ば
モ
ー
ス
・
ケ
レ
イ
集
合
論
の
場
合
に

は
、V

α ,
α
∈

O
n

で
集
合
の
累
積
的
階
層
（
14
）

(

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
階
層)

を
表
す
こ
と
に
す
る

と
、
κ

が
巨
大
基
数
の
と
き
に
は
、
構
造⟨V

κ
+
1 ,V

κ ,∈⟩

は
（
15
）

モ
ー
ス
・
ケ
レ
イ
集
合
論
の
モ
デ

ル
に
な
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、Z

F
C

に
巨
大
基
数
が(

順
序
数
の
ク
ラ
ス
の
中
に)

共
終

的
に
存
在
す
る
こ
と
を
付
加
し
た
理
論
は
、Z

F
C

の
言
語
で
記
述
で
き
て
モ
ー
ス
・
ケ
レ
イ
集

合
論
で
証
明
で
き
る
命
題
を
す
べ
て
導
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
し
て
、

ク
ラ
ス(

や
ハ
イ
パ
ー
ク
ラ
ス)

を
用
い
た
集
合
論
は(

そ
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
れ
ば)

、
す

べ
て
体
系Z

F
C

(

に
巨
大
基
数
の
公
理
を
加
え
た
も
の)

に
埋
め
込
ん
で
考
え
る
こ
と
が
で
き

（
14

）
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
階
層
は[

42]

で
基
礎
の
公
理
に
関
す
る
議
論
の
中
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
階
層

の
こ
こ
で
の
よ
う
な
議
論
で
の
扱
い
は
、
む
し
ろ
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の[

44]

に
始
ま
る([

32])

。

（
15

）
こ
れ
はκ

が
到
達
不
可
能
基
数
で
あ
れ
ば
成
り
立
つ
。

16



る
の
で
あ
る
。

集
合
論
で
考
察
す
る
性
質
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
チ
ョ
イ
ス
（
16
）

(

大
域
的
選
択
関
数)

や
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
ス
の
内
部
モ
デ
ル
へ
の
初
等
的
埋
め
込
み
な
ど
、
一
般
的
な
原
理
と
し
て
は
、
ク
ラ
ス

を
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
記
述
で
き
る
よ
う
な
言
語
で
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
も
存
在
す
る

の
だ
が
、
現
代
の
集
合
論
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
超
数
学
で
の
概
念
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
扱
っ
てZ

F
C

に
留
ま
る
か
、
一
時
的
にN

B
G

集
合
論
に
公
理
的
枠
組
を
拡
大
し
て

議
論
す
る
な
ど
の
応
急
処
置
で
対
処
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

4

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
公
理
的
集
合
論

悄
也
不
争
春

只
把
春
来
報

待
到
山
花
爛
漫
時

女也
在
叢
中
笑

—

毛
沢
東
、
詠
梅(1962

年
12
月)

（
17

）

か
ら

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
研
究
の
多
く
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
だ
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
新
し
い
研
究

分
野
を
確
立
す
る
、
と
い
う
（
18
）

破
天
荒
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

集
合
論
で
も
、
ま
だ
、
一
階
の
述
語
論
理(

と
そ
の
完
全
性)

も
不
完
全
性
定
理
も
得
ら
れ
て

い
な
か
っ
た1920

年
前
半
に
は
、
彼
が
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の[

43]

や
フ

レ
ン
ケ
ル
の
初
期
の
結
果
を
補
完
す
る
形
で
の
集
合
論
の
公
理
化
の
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
無
謀

な
試
み
と
言
っ
て
も
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
16

）
ち
な
み
に
、N

B
G

に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
チ
ョ
イ
ス
の
存
在
の
主
張
を
付
け
加
え
た
体
系
もZ

F
C

の
保
守
拡
大

に
な
っ
て
い
る([

16])

。

（
17

）
高
橋
悠
治
の
ピ
ア
ノ
曲
『
毛
沢
東
詩
三
首
』
の
二
曲
目
は
、
こ
の
毛
沢
東
に
よ
る
、
役
割
を
終
え
た
先
駆
者

（
毛
自
身
の
こ
と
か
？
）
に
つ
い
て
歌
っ
た
詩
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
高
橋
自
身
の
歌
曲
に
基
く
美
し
い
小
品
で
あ
る
。

（
18

）
現
代
日
本
語
で
は
、「
破
天
荒
」
と
い
う
単
語
が
、「
滅
茶
苦
茶
」
の
類
語
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
用
法
は
現
代
日
本
で
の
破
天
荒
な
仕
事
に
対
し
す
る
否
定
的
な
価
値
評
価
を
引
き
ず
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
破
天
荒
は
も
ち
ろ
ん
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
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フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
こ
の
仕
事
は
、
そ
の
後
ベ
ル
ナ
イ
ス
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
そ
れ
を

用
い
た
ゲ
ー
デ
ル
に
よ
る
選
択
公
理
や
一
般
連
続
体
仮
説
の
集
合
論
の
他
の
公
理
か
ら
の
無
矛

盾
性
の
証
明
は
、
現
代
的
な
集
合
論
に
つ
な
が
る
最
初
の
大
き
な
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
と
な
っ
た
。

フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
行
っ
た
、
順
序
数
や
超
限
帰
納
法
の
公
理
的
集
合
論
で
の
定
式
化
や
、

基
礎
の
公
理
や
累
積
的
階
層
の
理
論
な
ど
は
、
現
在
で
は
既
に
集
合
論
の
基
礎
の
基
礎
と
な
っ

て
い
て
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
名
前
す
ら
引
用
さ
れ
ず
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
先
日
、
あ

る
ド
イ
ツ
人
の
計
算
論
の
専
門
家
と
昼
食
を
一
緒
に
し
た
と
き
、
今
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
集

合
論
に
関
す
る
作
文
で
死
ぬ
思
い
を
し
て
い
る
、
と
い
う
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
人
は
、
フ
ォ

ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
集
合
論
の
研
究
者
だ
っ
た
こ
と
を
全
く
認
識
し
て
い
な
く
て
、“N

B
G

”

の

N
が
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
す
ら
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明

し
て
、
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
や
数
理
論
理
学
で

の
研
究
結
果
は
、
今
日
で
は
、
そ
の
く
ら
い
「
一
般
知
識
」
と
し
て
匿
名
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

本
稿
の
執
筆
の
依
頼
で
編
集
部
か
ら
頂
い
たem

ail

に
は
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論

に
お
け
る
功
績
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
新
局
面
を
、
集
合
論
の
研
究
者
と
し
て
の
私
の
現
在

の
研
究
か
ら
の
視
座
か
ら
も
論
じ
て
欲
し
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
も
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
で
の
仕
事
が
、
今
日
こ
の
分

野
で
は
、
あ
ま
り
に
普
遍
的
な
基
礎
的
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
集
合
論
の
現
在
の
す
べ
て
に
つ

い
て
書
く
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
紙
数
で
は
、
こ
れ

は
（
19
）

い
ず
れ
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
い
う
種
類
の
先
駆
的
な
仕
事
に
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
の
視
点
か
ら
は
、「
彼
が
や
ら
な

く
て
も
や
が
て
誰
か
別
の
人
が
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
過
小
評
価
が
下

さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
で
の
仕
事
に
関
し
て
は
、
彼
の
お
か
げ
で
20
世
紀

（
19

）
そ
の
よ
う
な
試
み
が
ど
の
よ
う
な
規
模
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
は
、
た
と
え
ば
、
全
部
で2000

ペ
ー
ジ

を
越
え
る2

010

年
刊
のH

a
n
d
b
o
ok

of
S
et

T
h
eo
ry

[

17]

を
な
が
め
て
み
る
と
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
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の
集
合
論
研
究
は
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
現
在
の
私
も
、
フ
ォ

ン
・
ノ
イ
マ
ン
を
含
む
巨
人
た
ち
の
肩
の
上
に
乗
っ
て
地
平
の
彼
方
を
見
渡
す
こ
と
で
、
す
ば

ら
し
く
発
展
し
た
、
し
か
も
更
に
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
展
開
が
無
限
に
待
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
、
こ
の
（
20
）

豊
饒
な
研
究
分
野
と
し
て
の
集
合
論
の
研
究
の
末
席
を
汚
す
こ
と
が
で
き
る
栄

誉
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
も
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
集
合
論
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
仕
事
を
、
今
一

度
、
讃
美
し
て
こ
の
小
文
を
終
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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20
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な
研
究
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と
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の
集
合
論
」、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
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こ
こ
で
は
具
体
的
に
述
べ
る
余
裕
が

な
か
っ
た
が
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た
集
合
論
の
現
代
的
研
究
つ
い
て
の
一
般
向
き
の
文
章
の
う
ち
、
た

と
え
ば
、
少
し
古
い
が
、
本
誌
の
た
め
に
執
筆
し
た[

19]

や
、
最
近
の
も
の
と
し
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な
ど
を
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さ
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た
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も
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的
な
も
の
で
は
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an
a
m
ori

[
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に
は
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集
合
論
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特
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巨
大
基
数
の
集
合
論
に
関
連

す
る
現
代
の
研
究
成
果
の
広
い
視
点
か
ら
の
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瞰
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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