
巨
大
基
数
と
巨
大
な
巨
大
基
数
、
超
数
学
で
の
無
限
と
集
合
論
的

無
限
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
有
限
の
諸
相渕

野
昌
（S

a
k
a
é
F
u
ch

in
o

）

20
年
3
月
20
日

(

14
時
18
分)

版

以
下
の
文
章
は
、
現
代
思
想2

0
1
9

年
現
代
思
想
12
月
号
「
特
集
＝
巨
大
数
の
世
界
」

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
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
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
最
新
版
は
，https://fuchino.ddo.jp/misc/large-cardinals-2019-x.pdf

と
し
てd

ow
n

lo
ad

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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が1
83

0

年
に
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
に
あ
て
た
手
紙
の
中
の
文
章)

1)　

1

有
限
と
無
限
と
大
き
な
数

こ
れ
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
議
論
は
、
有
限
と
無
限
の
概
念
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ

と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
有
限
」
や
「
無
限
」
に
は
幾
つ
も
の
異
な
る
語
義
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
ら
の
間
の
区
別
を
き
ち
ん
と
し
て
お
か
な
い
と
、
議
論
が
破
綻
し
て
し
ま
う
。
こ
の

作
文
が
載
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
文
集
に
も
、
こ
の
区
別
が
あ
い
ま
い
で
論
理
的
な
整
合
性
が

0)

本
稿
は
、
主
に
、
筆
者
が201

9

年
秋
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
カ
ト
ヴ
ィ
ツ
ェ
の
ジ
レ
ジ
ア
大
学
数
学
科
に
滞
在
し

た
期
間
に
執
筆
さ
れ
た
。A

lek
sa

n
d

er
B

 la
szczy

k

名
誉
教
授
やW

o
jciech

B
ielas

講
師
を
は
じ
め
、
同
数
学

科
の
集
合
論
／
ト
ポ
ロ
ジ
ー
研
究
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
交
し
た
会
話
や
、
彼
等
の
質
問
へ
の
答
と
し
て
考
え

た
こ
と
は
、
本
稿
の
内
容
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
で
も
名
前
を
挙
げ
た
酒
井
拓
史
氏
は
原
稿
に
目

を
通
し
て
幾
つ
か
の
指
摘
を
し
て
頂
い
た
。
本
稿
の
校
正
の
後
、
高
田
正
之
氏
か
ら
更
に
幾
つ
か
のty

p
os

の
指

摘
や
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

1)

[

著
者
訳]:

フ
ー
リ
エ
氏
が
、
数
学
の
主
要
目
的
は
、
一
般
の
用
に
供
す
る
こ
と
と
、
自
然
現
象
の
解
明
に
あ

る
と
言
つ
た
と
い
ふ
の
が
本
当
だ
と
し
て
も
、
彼
ほ
ど
の
哲
学
者
が
、
科
学
の
唯
一
の
目
的
が
人
類
の
知
性
の
尊

厳
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
し
、
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
数
に
関
す
る
問
題
が
多
体
系
の
問
題
と
同
じ

く
ら
い
重
要
な
こ
と
も
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
で
あ
ら
う
。
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欠
け
た
文
章
が
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
を
抱
い
て

し
ま
う
。

た
と
え
ば
、「
宇
宙
は
無
限
／
有
限
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
、
宇
宙
の
時
空

と
し
て
の
広
が
り
に
上
限
が
な
い
／
上
限
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味

の
無
限
は
い
わ
ゆ
る
無
限
記
号
∞
と
関
連
す
る
無
限
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
に
対
し

て
、「
宇
宙
に
存
在
す
る
素
粒
子
の
数
は
有
限
で
あ
る
／
無
限
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
き
の
有
限

／
無
限
は
個
数
と
し
て
の
有
限
／
無
限
で
あ
る
。
こ
の
二
組
の
有
限
／
無
限
は
互
い
に
関
連
が

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
独
立
な
概
念
で
あ
る
。「
宇
宙
」
の
例
で
考
え

る
こ
と
に
す
る
と
、
こ
の
宇
宙
の
事
象
の
全
体
E

が
あ
る
自
然
数
n

に
対
す
る
Rn

に
埋
め

込
ま
れ
る
多
様
体
M

の
中
の
離
散
な
閉
集
合
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
M

の
埋

め
込
ま
れ
た
先
が
Rn

の
有
界
集
合
だ
っ
た
と
し
て
も
、
M

が
コ
ン
パ
ク
ト
で
な
け
れ
ば
、
E

は
無
限
集
合
で
あ
り
え
る
。

ま
た
、
同
じ
「
数
」
の
有
限
性
／
無
限
性
を
言
っ
て
い
る
と
き
に
も
、
基
数
と
し
て
の
有
限

性
／
無
限
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
順
序
数
と
し
て
の(

つ
ま
り
数
え
あ
げ
る

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の)

無
限
性
／
有
限
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
は

微
妙
に
異
な
る
も
の
に
な
り
う
る
。
先
程
、
無
限
記
号
∞
は
領
域
の
無
限
性
に
関
連
し
た
記
号

だ
と
言
っ
た
が
、lim

n→
∞
a
n

と
い
う
よ
う
な
使
い
方
で
は
、
自
然
数
に
よ
る
数
え
上
げ
の
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
の
無
限(

極
限)

が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
な

る
超
限
順
序
数
の
極
限
の
特
別
な
場
合
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

集
合
論
と
の
関
連

(

こ
れ
は
実
は
数
学
と
の
関
連
と
言
い
な
お
し
て
も
い
い
の
だ
が

2)　)

で

は
、
同
じ
個
数
の
有
限
性
／
無
限
性
で
も
、
も
っ
と
微
妙
な
種
類
の
区
別
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
こ
と
も
あ
る
。
集
合
論
は(

つ
ま
り
数
学
は

2)　)

つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
れ
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

2)

こ
こ
で
、「
言
い
な
お
し
て
も
い
い
の
だ
が
」「
つ
ま
り
」
な
ど
と
ち
ょ
っ
と
持
っ
て
回
っ
た
よ
う
な
言
い
方
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
旧
来
の
数
学
で
は
、
そ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
数
学
の
外

側
の
世
界
に
踏
み
出
て
議
論
を
す
る
必
要
を
感
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
移
動
に
関
連

す
る
議
論
が
そ
こ
で
重
要
に
な
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
意
味
で
の
「
数
学
が
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
状
況
を
、
旧
来
の
数
学
の
研
究
者
が
、
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
誤
解
し
て
い
た

2



に
す
ぎ
な
い
。
集
合
論
で
証
明
さ
れ
る
数
学
的
な
事
実
は
、
そ
れ
が
得
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
こ

と
を
集
合
論
の
外
側
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
「
証
明
」
と
呼
ば
れ
る
、
あ
る
規
則
に
そ
っ
た(

あ

る
い
は
、
あ
る
種
の
文
法
に
か
な
っ
た)

記
号
列(

の
有
限
列)

が
具
体
的
に
得
ら
れ
た
、
と
い

う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
集
合
論
を
外
側
か
ら
見
る
」
と
い
う
と
き
の
、
そ
の
「
外
側
」
の

視
点
は
超
数
学(m

eta-m
ath

em
atics)

と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
集
合
論
は
も

ち
ろ
ん
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
集
合
論
の
中
で
は
、
0#

と
よ
ば
れ
る
、
自
然
数

の
無
限
集
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
0#

は
、(

公
理
的
集
合
論
の
枠
組
の
中
で)

後
で
述

べ
る
こ
と
に
な
る
、
あ
る
程
度
以
上
の
大
き
さ
の
巨
大
基
数
の
存
在
を
仮
定
す
る
と
、
そ
の
存

在
が
証
明
で
き
る
が
、
通
常
の
集
合
論
の
公
理
系
だ
け
か
ら
で
は
、
そ
の
存
在
を
証
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
超
数
学
で
は
通
常
の
集
合
論
で
す
ら
仮
定
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
0#

は
、

そ
こ
で
は
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

逆
に
、「
自
然
数
の
全
体
」「
記
号
の
有
限
列
の
全
体
」
な
ど
、
超
数
学
で(

あ
る
一
定
の
制

限
の
も
と
に)

扱
う
こ
と
の
で
き
る
対
象
は
、
集
合
論(

つ
ま
り
数
学)
の
中
で
も
扱
え
る
。
実

際
、
超
数
学
で
の(

本
物
の)

各
自
然
数
n

に
対
し
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
n

に
対
応
す
る

集
合
論
内
で
の
自
然
数
を
表
わ
す
項
n

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
集
合
論
内
で
の

自
然
数
の
全
体(

集
合
論
で
は
、
こ
れ
は
集
合
と
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
る
対
象
と
な
っ
て
い

る)

が
、
超
数
学
で
の
具
体
的
な
数
の
総
体
の
全
体
に
な
っ
て
い
て
そ
れ
以
外
の
要
素
を
持
た

な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
今
展
開
さ
れ
て
い
る
集
合
論
が
超
数
学
で
見
た
と
き

に
あ
る
理
論
T

で
展
開
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
、
c

を
T

の
記
述
に
含
ま
れ

な
い
新
し
い
定
数
記
号
と
し
て
、
公
理“c

is
a

n
atu

ral
n
u
m

b
er”

お
よ
び
、
す
べ
て
の(

本

物
の)

自
然
数
n
に
対
す
る
公
理c

6=
n

を
T

に
加
え
た
公
理
系
を
T ′

と
す
る
と
、
コ
ン
パ

り
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
気
兼
ね
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旧
来
の
数
学
は
、
集
合
論
の
ご
く
弱
い
フ
ラ

グ
メ
ン
ト
の
中
で
展
開
で
き
る
が
、
集
合
論
の
現
代
的
な
研
究
で
は
集
合
論
の
公
理
系
に
含
ま
れ
る
公
理
を
縦
横

に
活
用
す
る
数
学
も
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
数
学
に
含
め
な
い
理
由
は
な
い
し
、
む
し
ろ[

6]

で
も
論
じ
た

よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
数
学
研
究
は
、
旧
来
の
数
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
数
学
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味

を
持
つ
。
本
稿
で
前
提
と
し
て
い
る
「
集
合
論=

数
学
」
と
い
う
表
明
は
そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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ク
ト
性
定
理
に
よ
り
、
T
が
無
矛
盾
な
ら
T ′

も
無
矛
盾
で
あ
る
。
T ′

ま
た
は
T ′

の
更
な
る
拡

張
で
は
、
も
と
の
理
論
T
で
の
議
論
は
す
べ
て
有
効
で
あ
る
が
，
こ
こ
で
定
数
記
号
c
に
対
し

て
、
あ
る
性
質
φ

が
証
明
で
き
た
と
し
て
も
、
超
数
学
で
φ

に
対
応
す
る
性
質
を
持
つ
具
体
的

な
数
n
が
見
つ
か
る
、
と
い
う
保
証
は
全
く
な
い
。

集
合
論=

数
学
と
同
じ
よ
う
に
、
物
理
的
「
宇
宙
」
も
我
々
に
と
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
「
宇
宙
」
を
認
識
す
る
た
め
の
実
験
や
我
々
の
知
覚

の
「
現
実
性
」
を
盲
信
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
実
験
と
言
っ
て
も
自
分
で
実
際
に
実
行
で

き
る
実
験
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ど
の
瞬
間
に
も
共
同
幻
影
で
し
か
な
い
こ
と
が
露
見
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
人
類
の
共
通
知
識
の
多
く
の
「
正
し
さ
」
を
も
盲
信
し
な
く

て
は
な
ら
な
く
な
る
。

超
数
学
で
は
、
集
合
、
言
わ
ん
や
無
限
集
合
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
な
く
、
正
当
に
扱
え
る

対
象
は
具
体
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
性
質
を
持
つ
対
象
が
無
限
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
性
質
を
持
つ
対
象
が(

有
限
個)

具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
な
い
別
の
対
象
で
こ
の
性
質
を
持
つ
も
の
を
作
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
存
在
す

る
こ
と
、
と
し
て
し
か
捉
え
よ
う
が
な
い
。
素
数
の
無
限
性
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
無
限

性
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
素
数
の
集
ま
りp

0 ,···
,
p
n−

1

が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
と
き
、

そ
れ
ら
の
う
ち
最
大
の
も
の
をp

と
す
る
と
、0,1,2,···

,
p!+

1

を
順
番
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て

ゆ
く
こ
と
で
、
こ
の
素
数
の
集
ま
り
に
属
さ
な
い
新
し
い
素
数
が
必
ず
見
つ
か
る
。
こ
の
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
を
実
行
す
る
と
、
必
ず
与
え
ら
れ
た
集
ま
り
に
属
さ
な
い
素
数
が
得
ら
れ
、
作
業
は

「
有
限
の
ス
テ
ッ
プ
数
」
の
後
に
終
了
す
る
が
、
こ
の
「
有
限
の
ス
テ
ッ
プ
数
」
は
そ
れ
が
物
理

的
に
実
現
可
能(feasib

le)

な
大
き
さ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
。

先
程
の
多
様
体
を
宇
宙
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
察
す
る
議
論
は
、
R
な
ど
が
議
論
を
組
み
立
て

る
た
め
に
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
集
合
論
の
仮
定
の
も
と
で
し
か
展
開
で

き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
述
べ
て
い
る
有
限
性
／
無
限
性
は
既
に
超
数
学
で
の
そ
れ
で
は
あ
り
得

な
い
。
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超
数
学
は
、
数
学
を
外
か
ら
見
る
た
め
の
視
点
と
し
て
、
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を

物
理
現
象(

を
含
む
『
現
実
』)

(

の
記
述)

を
見
る
た
め
の
視
点
と
し
て
も
捉
え
て
よ
い
の
か
？

も
し
よ
い
の
な
ら
、
物
理
現
象
の
数
学
モ
デ
ル
を
考
察
す
る
立
場
は
、
こ
の
超
数
学
を
操
作
す

る

Ic
h自

我
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
？
等
々
、
認
識
論
と
し
て
興
味
の
あ
る
問
い
が
連
鎖
反
応
的
に

思
い
浮
ぶ
が
、
こ
こ
で
の
主
題
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
議
論
は
別

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

2

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
無
限
性
と
可
算
順
序
数

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
一
つ
で
あ
る
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
表
現
を
簡
単

に
す
る
た
め
に
、
亀
と
ア
キ
レ
ス
は
実
数
直
線
R
の
上
を
正
の
方
向
に
歩
く
／
走
る
、
と
す
る
。

た
と
え
ば
実
数
r

は
原
点
の
右
r

フ
ィ
ー
ト
に
あ
る
点
の
表
現
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
時
刻

t
0

に
ア
キ
レ
ス
は
原
点
0

を
出
発
す
る
が
、
ハ
ン
デ
ィ
ー
キ
ャ
ッ
プ
を
作
っ
て
、
亀
は
点s

0

(0
<

s
0 )

を
出
発
す
る
。
亀
は
正
の
方
向
に
歩
み
始
め
、
ア
キ
レ
ス
はs

0

を
目
標
に
走
る
。
時

刻t
1

に
ア
キ
レ
ス
はs

0

に
到
達
す
る
が
、
そ
の
間
に
亀
はs

0

よ
り
先
の
地
点s

1
に
到
達
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、s

0
<

s
1

で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
キ
レ
ス
はs

1

に
向
っ
て
走
り
を
進
め
る
が
、

そ
の
間
に
亀
も
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
ア
キ
レ
ス
が
時
刻t

2

にs
1

に
到
達
し
た
と
き
に
は
、

亀
は
そ
の
先
のs

2

ま
で
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
続
け
た
と
き
に
、
認
識
さ
れ
た
時
刻
の
系
列

t
0
<

t
1
<

t
2
<

t
3
<

···

と
こ
れ
ら
の
時
刻
で
の
亀
の
位
置
の
系
列s

0
<

s
1
<

s
2
<

s
3 ···

が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
物
理
的
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
亀
の
進
む
速
度
は
ア
キ
レ
ス
の

走
る
速
度
よ
り
遅
い
か
ら
、t
n
+
1 ー

t
n

は
ど
ん
ど
ん
0

に
近
づ
き
、
そ
の
結
果
、s

n
+
1 −

s
n

は
、
十
分
に
大
き
な
n

に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
水
素
原
子
の
直
径(

約3
×

10
−
9

フ
ィ
ー

ト)

よ
り
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
競
争
が
イ
デ
ア
の
世
界
で

の
出
来
事
だ
と
し
て
、
物
理
的
な
制
限
を
無
視
で
き
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
無
限
に
続
く
、
意
識

さ
れ
た
瞬
間
の
列

t
0
<

t
1
<

t
2
<

t
3
<

···

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
私
」
は
列

t
0
<

t
1
<

t
2
<

t
3
<

···

が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
の
認
識
か
ら
上
空
移
動
し
て
、
こ
の
列
の
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全
体
を
俯
瞰
で
き
る
。
こ
の
視
点
で
、t

ω
=

lim
n→

∞
t
n ,

と
す
れ
ば
、
運
動
の
連
続
性
か
ら
、

亀
も
ア
キ
レ
ス
も
地
点s

ω
=

lim
n→

∞
s
n

に
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
次
の
意
識
さ
れ
た

瞬
間t

ω
+
1

に
は
足
の
早
い
ア
キ
レ
ス
は
亀
よ
り
先
の
地
点
に
到
達
し
て
い
る
。

で
は
、
亀
が
す
べ
て
の
意
識
の
上
空
移
動
の
瞬
間
に

3)　
少
し
先
の
点
に
ワ
ー
プ
す
る
能
力
を

持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
時
刻t

ω

に
ア
キ
レ
ス
は
地
点s

ω

に
い
る
が
、
亀
は

ワ
ー
プ
し
てs

ω
+
1

(s
ω
<

s
ω
+
1 )

に
移
動
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
亀
は
正
の
方
向
に
歩
み
始
め
、

ア
キ
レ
ス
はs

ω
+
1

を
目
標
に
走
る
。
時
刻t

ω
+
1

に
ア
キ
レ
ス
はs

ω
+
1

に
到
達
す
る
が
、
そ

の
間
に
亀
はs

ω
+
1

よ
り
先
の
地
点s

ω
+
2

に
到
達
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、s

ω
+
1
<

s
ω
+
2

で
あ

る
。
こ
こ
で
ア
キ
レ
ス
はs

ω
+
2

に
向
っ
て
走
り
を
進
め
る
が
、
そ
の
間
に
亀
も
歩
み
を
進
め
て

い
る
。
ア
キ
レ
ス
が
時
刻t

ω
+
2

にs
ω
+
2

に
到
達
し
た
と
き
に
は
、
亀
は
そ
の
先
のs

ω
+
3

ま

3)

高
田
正
之
氏
か
ら
、
こ
の
「
す
べ
て
の
意
識
の
上
空
移
動
の
瞬
間
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
、「
意
味
が
わ
か

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
が
、
こ
こ
の
話
は
か
な
り
あ
や
し
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
上
で
の
記
述
な
の

で
、
こ
の
感
想
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
や
は
り
本
稿
を
精
読
し
て
く
れ
た
酒
井
拓
史
氏
か
ら
は
、
こ
の
表
現

に
対
し
て
特
に
何
の
コ
メ
ン
ト
も
な
か
っ
た
の
で
、
集
合
論
の
研
究
者
の
直
観
に
訴
え
る
表
現
に
は
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
こ
こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
後
で
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
順
序
数
の
理
論
の

用
語
を
用
い
て
言
う
と
、「
す
べ
て
の
極
限
順
序
数
γ

で
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
高
田
氏
と
は
こ
の
点
に
関
し
て
更
に
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
氏
か
ら
の
許
可
を
受
け

て
、
高
田
氏
の
メ
ー
ル
へ
の
筆
者
の
返
信
の
テ
キ
ス
ト
に
少
し
推
敲
の
手
を
入
れ
た
も
の
を
次
に
引
用
し
て
お
く:

>
>

「
上
空
」
の
と
こ
ろ
，
極
限
順
序
数
な
わ
け
ね
。
や
は
り
僕
の
語
感
だ
と
ピ
ン
と
来
ま
せ
ん
。

>
>

気
持
ち
は
伝
わ
っ
た
の
で
別
に
拘
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

—

岡
潔
の
、
現
代
の
用
語
で
言
う
とsh

eaf

を
使
う
議
論
で
は
、
彼
は
「
上
空
移
動
の
原
理
」
と
い
う
言
い

か
た
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
．「
上
空
移
動
」
は
こ
こ
で
は
「
抽
象
度
を
上
げ
る
」
と
い
う
こ
と
と
あ
る
種

の
「
次
元
」
を
あ
げ
た
世
界
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
も
と
の
現
象
を
見
る
，
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
．

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
か
け
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
順
序
数
のlim

it

を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
超
越

の
世
界(tran

scen
d

en
cy

)

に
一
歩
近
づ
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
上
空
移
動
と

表
現
し
た
の
で
す
．
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
上
空
は
物
理
的
な
意
味
で
の
地
表
か
ら
の
距
離
の
違
い
で
は
な
く
、

tran
scen

d
en

ce

の
度
合
い
の
違
い
で
「
天
国
が
上
に
あ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
上
」
で
す
．
上
に
あ
る
の
は

sk
y

で
は
な
く
てfi

rm
am

en
t

で
す
．

　
と
こ
ろ
で
テ
キ
ス
ト
の
拡
張
版
の
脚
注
に
上
の
架
空
の
対
話
を
つ
け
足
し
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？

と
い
う
テ
キ
ス
ト
も
含
め
て
ゲ
ー
デ
ル
的
自
己
言
及
付
き
で
，
つ
け
足
し
た
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
が
．
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で
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
続
け
て
ゆ
く
と
、
意
識
さ
れ
た
時
刻
の
系
列t

0
<

t
1
<

t
2
<

t
3
<

···
<

t
ω
<

t
ω
+
1
<

t
ω
+
2
<

···
<

t
ω
+
ω
<

t
ω
+
ω
+
1
<

···

と
そ
れ
に
対
応
す
る
、
位
置
の
系

列s
0
<

s
1
<

s
2
<

s
3
<

···
<

s
ω
<

s
ω
+
1
<

s
ω
+
2
<

···
<

s
ω
+
ω
<

s
ω
+
ω
+
1
<

···

が
生

成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
系
列
が
何
に
な
る
か
は
、
最
初
の
ハ
ン
デ
ィ
ー
と
亀
の
ワ
ー
プ
の
仕
方

に
依
存
す
る
が
、
ワ
ー
プ
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
系
列
が
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
ゆ
く
こ
と
は

あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
？
実
は
、
亀
が
ど
ん
な
ワ
ー
プ
の
仕
方
を
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
系
列
は
、

非
可
算
回
の
ス
テ
ッ
プ
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、4)　
可
算
な
、
あ
る
回
数
γ

で
、lim

α
<
γ
t
α

=
∞

と
な
っ
て
、
そ
れ
以
上
伸
び
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。5)　
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
し

て
証
明
で
き
る:

こ
れ
ら
の
系
列
が
非
可
算
回
ス
テ
ッ
プ
繰
り
返
さ
れ
た
と
し
て
み
る
。
た
と

え
ば
、
こ
の
と
き
の
時
刻
の
系
列
がt

α ,
α
<

γ

と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
各α

<
γ

に
対
し
、

有
理
数q

α
∈
Q

をt
α
<

q
α
<

t
α
+
1

と
な
る
よ
う
に
と
る
。
こ
の
と
き
、α

<
γ

と
な
る
α

は
非
可
算
個
あ
り
、
有
理
数
は
可
算
個
し
か
な
い
の
で
、
あ
るα

<
α
′
<

γ

でq
α

=
q
α
′

と

な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、t

α
<

q
α
<

t
α
+
1
≤

t
α
′
<

q
α
′
<

t
α
′

だ
か

ら
、
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
。

3

超
限
順
序
数
の
理
論

今
ま
で
の
話
は
、
物
理
的
な
実
存
の
影
を
背
負
っ
て
い
る
R
で
の
逐
次
遂
行
だ
っ
た
が
、
R

の
縛
り
か
ら
離
れ
て
逐
次
遂
行
を
し
た
と
き
に
は
何
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
極
限
操
作

を
超
え
る
逐
次
遂
行
の
理
論
は
超
限
順
序
数
の
理
論
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
集
合
論
の
中
で
厳
密

に
展
開
で
き
る
。
こ
の
理
論
の
一
部
は
ツ
ェ
ル
メ
ロ(Z

erm
elo)

の
集
合
論(Z

)

で
も
展
開
で

き
る
が
、
現
代
的
な
枠
組
で
超
限
帰
納
法
の
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ=

フ

4)

こ
こ
で
非
可
算
回
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ス
テ
ッ
プ
の
添
字
の
全
体
が
自
然
数
の
全
体
と
一
対
一
に
対
応
が

つ
か
な
い
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

5)

こ
こ
で
のlim

α
<
γ
t
α

=
∞

の
意
味
は
、

“ど
ん
な

r
∈
R
を
と
っ
て
も
、
あ
る

α
<

γ
に
対
し
て
、
t
α
>

r
と
な
る

”

で
あ
る
。
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レ
ン
ケ
ル(Z

erm
elo-F

raen
kel)

の
集
合
論(Z

F
)

を
理
論
の
枠
組
と
し
て
採
用
す
る
必
要
が

出
て
く
る
。
以
下
の
議
論
で
は
、
こ
のZ

F

に
更
に
選
択
公
理
を
加
え
て
得
ら
れ
る
体
系(Z

F
C

)

を
集
合
論
の
公
理
系
と
し
て
仮
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
は
順
序
数
の
理
論
を
証
明
の
細
部
に
わ
た
っ
て
説
明
す
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
の
で
、

要
点
を
ほ
と
ん
ど
証
明
な
し
で
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
内
容
を
理
解
し
た
い
読
者
は
自
分
で
証

明
を
再
現
す
る
か(

以
下
は
数
学
的
能
力
の
あ
る
読
者
が
再
現
可
能
な
書
き
方
に
は
な
っ
て
い

る
と
思
う)

[4 ]

、
[11 ]

、
[12 ]

な
ど
の
教
科
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ア
キ
レ
ス
と
亀
の
喩
え
で
添
字α

,
α

+
1,

γ

な
ど
と
し
て
出
て
き
た
拡
張
さ
れ
た
数
を
、
超

限
順
序
数(tran

sfi
n
ite

ord
in

al
n
u
m

b
ers)

あ
る
い
は
単
に
順
序
数(ord

in
als)

と
呼
ぶ
こ

と
に
し
て
、
こ
れ
を
数
学
的
に
厳
密
に
再
導
入
し
た
い
。
順
序
数
が
何
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い

う
議
論
か
ら
、
そ
の
、
一
見
技
術
的
に
見
え
る
定
義
に
至
る
道
程
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

あ
る
超
限
順
序
数
α
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
を
考
え
た
と
き
、6)　
そ
れ
ら
の
上
の
順
序

は
帰
納
法
の
議
論
が
行
え
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
順
序
集
合
上
で
帰
納
法

の
議
論
が
行
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
す
べ
て
の
部
分
集
合
は
最
小
元
を
持
つ
」
と
い
う
性
質

を
満
た
す
こ
と
と
同
等
で
あ
る
。
実
は
こ
の
性
質
は
、
既
に
「
あ
る
超
限
順
序
数
α
ま
で
の
順

序
数
の
全
体
」
を
完
全
に
特
徴
付
け
る
べ
き
性
質
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
順
序
集
合(X

,<
)

が
整
列
順
序(w

ell-ord
erin

g)

で
あ
る
と
は
、
X

の
す
べ
て
の
部

分
集
合
が
<

に
関
す
る
最
小
元
を
持
つ
こ
と
、
と
す
る
。
こ
の
性
質
か
ら
、
整
列
順
序
は
最

小
元
を
持
つ
こ
と
、
整
列
順
序
の
要
素
a

は
、
そ
れ
が
、
こ
の
整
列
順
序
の
最
大
元
で
な
い
な

ら
、
そ
の
次
の
元
が
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま
りa

<
b

で
a
と
b
の
間
に
入
る
よ
う
な
元
は
存

在
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
、
が
直
ち
に
導
け
る
。(X

,<
)

の
最
小
元
を0

X
,
a
∈
X

の<

に
関
す
る
次
の
元
をa

+
1

と
書
く
こ
と
に
す
る
。

次
の
定
理
１
か
ら
定
理
３
は
、
こ
の
順
序
で
容
易
に
示
せ
る
。

6)

こ
こ
で
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
順
序
数
が
既
に
厳
密
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
た
と
き
、
そ
れ

が
ど
ん
な
性
質
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
べ
き
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。
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定
理
１
．(

帰
納
法)

(X
,<

)

を
整
列
順
序
と
し
て
、Y

⊆
X

と
す
る
と
き
、「Z

⊆
Y

がX
で
有
界
な
ら
、Z

の
最
小
上
界
はY

の
要
素
で
あ
る
」
が
成
り
立
つ
な
ら
、X

=
Y

で
あ
る
。

定
理
２
．(X

,<
)

を
整
列
順
序
と
す
る
と
き
、
f

を
X
の
<
に
関
す
る
始
片
I
か
ら
始
片

I ′

へ
の
任
意
の
順
序
同
型
と
す
る
と
き
、I

=
I
′

で
、
f

は
恒
等
写
像
で
あ
る
。7)　

定
理
３
．X

=
(X

,<
)

とY
=

(Y
,<

)

を
整
列
順
序
と
す
る
と
き
、
次
の
３
つ
の
う
ち
の

ち
ょ
う
ど
一
つ
が
成
り
立
つ:
(1)

X
を
Y
の
真
の
始
片
に
順
序
同
型
に
埋
め
込
む
よ
う
な
関

数f
:
X

→
Y

が
存
在
す
る
。
(2)

X
か
ら
Y
へ
の
順
序
同
型
f

が
存
在
す
る
。
(3)

X
の

あ
る
始
片
か
ら
Y
へ
の
順
序
同
型
f

が
存
在
す
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
順
序
数
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
は(

そ
れ
が
定
義
さ
れ
た

と
き
に
は)

整
列
順
序
で
あ
る
べ
き
な
の
で
、
こ
の
こ
と
と
定
理
１
か
ら
定
理
３
に
よ
り
、
整

列
順
序
の
順
序
型(

順
序
同
型
で
順
序
を
同
一
視
し
た
と
き
の
同
値
類
あ
る
い
は
同
値
類
の
何

ら
か
の
代
表
元)

の
全
体
と
、
あ
る
順
序
数
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
の
作
る
順
序
の
順
序

型
の
全
体
は
、
一
致
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
順
序
数
を
整
列
順
序
の
順
序
型
の
こ
と
と
し
て
、
A
と
A′

を
こ
の
意
味
の
順

序
数
と
す
る
と
き
、A

<
A

′

を
、
A
の
代
表
元
の
一
つ
が
、
A′

の
代
表
元
の
一
つ
の
真
の
始

片
と
順
序
同
型
に
な
る
こ
と
、
と
し
て
定
義
す
れ
ば
よ
い
。
実
際
、
カ
ン
ト
ル
の
順
序
数
の
理

論
で
の
順
序
数
の
定
義
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
し
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
集
合
論
で
の
順
序

数
の
扱
い
も
、
こ
れ
に
近
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
順
序
数
の
扱

い
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
与
え
ら
れ
た
整
列
順
序
と
順
序
同
型
な
整

列
順
序
の
全
体
が
真
の
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。Z

F

で
は
、
こ
の
問
題
を
回
避

す
る
た
め
に
、
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
ク
ラ
ス
か
ら
部
分

集
合
を
一
律
な
や
り
か
た
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
真
の
ク
ラ
ス
の

問
題
を
解
決
で
き
た
と
し
て
も
、
同
値
類
は
や
は
り
扱
い
に
く
い
。
一
方
で
、
一
般
に
は
、
ク

ラ
ス
個
あ
る
同
値
類
た
ち
か
ら
代
表
元
を
選
ぶ
に
は
、
通
常
の
選
択
公
理
よ
り
強
い
何
か
の
原

7)

(X
,<

)

を
順
序
構
造
と
す
る
と
きY

⊆
X

が
x
の
始
片
で
あ
る
と
は
、
Y
が
<
に
関
し
て
下
方
に
閉
じ
て

い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
のa

∈
Y

に
対
し
，b

<
a

な
らb

∈
Y

が
成
り
立
つ
こ
と
、
と
す
る
。
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理
が
必
要
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
困
難
を
回
避
す
る
方
法
は
、
や
は
り
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
っ
て1920

年
代
に

発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
各
々
の
順
序
数
α
は
，
そ
れ
α
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
全
体
で

あ
る
、
と
再
帰
的
に
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
再
帰
的
定
義
は
、
実
際
に
は
う
ま
く
機
能

し
な
い
の
で
以
下
の
よ
う
な
代
替
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
も
し
こ
の
再
帰
的
定
義
が

定
義
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
す
る
と
、
最
小
の
順
序
数
は
、(

そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
が
な

い
の
で)

空
集
合
∅
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
次
の
順
序
数
は
空
集
合
を
集
め
た{∅},

そ

の
次
の
順
序
数
は
，
こ
の
二
つ
の
順
序
数
を
集
め
た{∅,{∅}}

等
々
、
と
な
ら
な
く
て
は
い
け

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
に
、
α
の
次
の
順
序
数
は
、
集
合
と
し
て
の
α

(=

α
よ
り
小

さ
い
順
序
数
の
全
体)

と
要
素
と
し
て
の
α
を
含
む
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、

α
+

1
=

α
∪
{
α}

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
順
序
数
の
大
小
関
係
は
、
∈
と
一
致
し
な

く
て
は
な
ら
ず
，
大
小
関
係
は
推
移
的
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
順
序
数
α
は
、
(a)

「
す
べ
て
のβ

∈
α

とγ
∈
β

に
対
しγ

∈
α

が
成
り
立
つ
」
を
満
た
し
、8)　
(b)

「
∈
は
α

上
の
整
列
順
序
で
あ
る
」。
こ
こ
で
、
順
序
数
の
公
式
の
定
義
を

(a)

と

(b)

を
満
た
す
よ
う

な
集
合
の
こ
と
、
と
し
て
定
義
し
、
順
序
数
の
間
の
大
小
関
係
をα

<
β

⇔
α
∈
β

で
定

義
す
る
と
、
こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
順
序
数
の
満
た
す
べ
き
性
質
を
す
べ
て
満
た
す

も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
定
理
５
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
意
味
の
順
序

数
の
全
体
が
、
次
の
順
序
数
を
と
る
演
算
と
、
順
序
数
の
極
限
を
と
る
演
算
に
つ
い
て
実
際
に

閉
じ
て
い
る
こ
と
を
調
べ
て
お
く:

補
題
４
．
α
が
順
序
数
な
ら
、α

+
1

=
α
∪
{
α}

も
順
序
数
で
あ
る
。α

+
1

は(

∈
に
関

し
て)

α
の
次
の
順
序
数
と
な
っ
て
い
る
。
A
を
順
序
数
の
集
合
と
す
る
と
き
、∪

A
=

{
β

:

あ
る

α
∈
A
に
対
し

β
∈
α}

も
順
序
数
で
あ
る
。

次
の
定
理
は
、
定
理
２
と
補
題
４
を
用
い
る
と
定
理
３
と
同
じ
よ
う
に
し
て
証
明
で
き
る:

定
理
５
．
任
意
の
整
列
順
序(X

,<
)

に
対
し
、(X

,<
)

と(α
,<

)
(

つ
ま
り(α

,∈
))

が
順
序

8)

こ
の
こ
と
を
、
α
は(

∈
に
関
し)

推
移
的
で
あ
る
、
と
表
現
す
る
。
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同
型
に
な
る
よ
う
な
順
序
数
α
が
一
意
に
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
定
理
５
と
定
理
３
に
よ
り
、
こ
こ
で
定
義
し
た
順
序
数
は
、
∈
に
よ
り
線
形

に
順
序
づ
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
整
列
順
序
に
対
し
、
そ
れ
と
順
序
同
型
な
順
序
数
が
丁
度
一
つ

見
つ
か
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
整
列
順
序
を
順
序
同
型
で

同
一
し
た
と
き
の
同
値
類
の
代
表
元
、
と
い
う
順
序
数
に
対
す
る
要
請
を
満
た
す
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

順
序
数(ord

in
als)

の
全
体
を
、O

n

で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。O

n

は
集
合
で
は
な
い:

も
し
、O

n

が
集
合
だ
っ
た
と
す
る
と
、O

n

は
推
移
的
で
、
∈
に
関
し
て
整
列
集
合
に
な
る

か
ら
、
順
序
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
てO

n
∈

O
n

が
成
り
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
し

か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
∈
はO

n

上
で
整
列
順
序
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う({O

n}

は
∈
に

関
す
る
極
小
元
を
持
た
な
い)

の
で
、
矛
盾
で
あ
る
。

4

累
積
的
集
合
世
界
像
と
グ
ロ
タ
ン
デ
ィ
ェ
ク
宇
宙

順
序
数
の
厳
密
な
導
入
が
で
き
て
，
順
序
数
上
，
ま
た
，
順
序
数
の
全
体
の
上
の
，
帰
納
法
や

関
数
の
再
帰
的
定
義
の
理
論
が
確
立
さ
れ
る
と
る
と
、
現
代
の
集
合
論
の
基
礎
と
言
え
る
、
累

積
的
階
層
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
順
序
数
α
に
つ
い
て
、

α
番
目
の
累
積
的
階
層
Vα

を
、
再
帰
的
にV

0
=

∅,
V
α
+
1

=
P

(V
α )

と
し
、9)　
極
限
順
序
数

10)　

γ
に
対
し
て
は
、V

γ
= ∪

α
<
γ
V
α

と
し
て
定
義
す
る
と
、V

α ,
α
∈

O
n

は
包
含
関
係
に
関
し
て

上
昇
列
に
な
る
。
現
代
の
集
合
論
で
は
、V

α ,
α
∈

O
n

が
す
べ
て
の
集
合
を
被
覆
す
る
こ
と
を

公
理
と
し
て
仮
定
す
る(

基
礎
の
公
理)

。
集
合
の
全
体
の
な
す
ク
ラ
ス
を
V
で
あ
ら
わ
す
こ
と

に
す
る
と
、
基
礎
の
公
理
は
、V

= ∪
α∈

O
n
V
α

と
い
う
等
式
と
し
て
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

順
序
数
の
全
体
の
中
で
、
あ
る
意
味
で
の
節
目
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
の
ク
ラ
ス
を
い

く
つ
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
最
初
の
も
の
は
、
基
数
と
呼
ば
れ
る
順

9)

集
合
a
に
対
し
，P

(a
)

で
a
の
冪
集
合(

a
の
部
分
集
合
の
全
体
か
ら
な
る
集
合)

を
あ
ら
わ
す
。

10)

順
序
数
γ

がα
+

1

と
い
う
形
に
書
け
な
い
と
き
、
γ

を
極
限
順
序
数
と
よ
ぶ
。
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序
数
の
全
体
で
あ
る
。
基
数
は
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
順
序
数
の
ど
れ
と
も
、
全
単
射
で
対
応
づ

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
順
序
数
、
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
自
然
数
は
基
数
で
，

ω
が
最
初
の
無
限
の
基
数
と
な
る
。
選
択
公
理
を
仮
定
す
る
と
、
す
べ
て
の
集
合
に
対
し
て
、
そ

の
集
合
と
全
単
射
で
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
基
数
が
ち
ょ
う
ど
一
つ
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う

な
基
数
を
、
こ
の
集
合
の
濃
度
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
数
は
、
集
合
の
全
単
射
対
応

の
存
在
の
意
味
で
の
，
大
き
さ
の
尺
度
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
ん

な
順
序
数
α
に
対
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
基
数
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
せ
る
の
で
、
基
数

の
全
体
は
、O

n

の
部
分
と
な
っ
て
い
る
真
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
無
限
基
数

を
、
順
序
数
を
添
字
に
と
っ
て
小
さ
い
順
に
枚
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ

の
よ
う
な
枚
挙
を
、ℵ

0 ,ℵ
1 ,···

,
ℵ
α ,···

α
∈

O
n

と
表
わ
す
。ℵ

0
=

ω

で
あ
る
。
基
数

の
中
に
は
、
ℵ1

や
ℵ2

の
よ
う
に
あ
る
基
数
の
次
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
ℵ0

や
ℵω

の

よ
う
に
そ
れ
ま
で
の
基
数
の
極
限
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
後
者
を
極
限
基
数
と
よ
ぶ
。

極
限
基
数
の
全
体
も
真
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

ℵω

は
、ℵ

0
=

ω
3

n
7→

ℵ
n

と
い
うℵ

0
(<

ℵ
ω
)

で
添
字
づ
け
さ
れ
た
基
数
の
列
の
極
限

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
自
分
よ
り
小
さ
な
基
数
で
添
字
づ
け
さ
れ
た
基
数
列
の
極

限
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
基
数
を
、
特
異
基
数
と
よ
び
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
正
則
基
数
と
よ

ぶ
。
極
限
基
数
で
な
い
基
数
は
す
べ
て
正
則
基
数
だ
が
、
極
限
基
数
で
正
則
な
も
の
の
存
在
は

Z
F
C

で
は
証
明
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
極
限
基
数
κ
が
存
在
す
る
と
、
そ
れ

か
らZ

F
C

の
モ
デ
ル
が
作
れ
て
し
ま
い
、11)　
第
二
不
完
全
性
定
理
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。12)

11)

こ
こ
で
、Z

F
C

の
モ
デ
ル
と
言
っ
て
い
る
と
き
のZ

F
C

は
超
数
学
で
のZ

F
C

で
は
な
く
、Z

F
C

の
内
部
で

公
理
系Z

F
C

に
対
応
す
る
集
合
と
し
て
のZ

F
C

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
り
違
え
る
と
、
集
合
論
が
矛
盾
し

て
い
る
と
い
う
錯
覚
を
呼
び
お
こ
す
よ
う
な
結
論
が
容
易
に
導
け
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
ま
だ
広
く
用
い
ら
れ
る

に
至
っ
て
い
る
記
号
で
は
な
い
が
、
筆
者
は
、[

6]

な
ど
で
、
後
者
のZ

F
C

を
、⌜⌜Z

F
C⌝⌝

と
い
う
記
号
で
表

わ
し
て
区
別
し
て
い
る
。

12)

Vκ

の
中
で
構
成
可
能
集
合
の
ク
ラ
ス(

例
え
ば[

3]

、[

4]

を
参
照)

を
作
る
と
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な

モ
デ
ル
に
な
る
。
あ
る
理
論
に
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
と
き
に
は
そ
の
理
論
は
無
矛
盾
な
の
で
、
も
し
正
則
な
極
限

基
数
の
存
在
がZ

F
C

か
ら
証
明
で
き
る
と
す
れ
ば
、Z

F
C

の
無
矛
盾
性
がZ

F
C

の
中
で
証
明
で
き
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
な
る
が
、
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
か
らZ

F
C

が
矛
盾
す
る
こ
と
が
導
け
て
し
ま
う
。
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任
意
の
集
合
X
に
対
し
、
X
と
そ
の
冪
集
合P

(X
)

の
間
に
は
全
単
射
が
存
在
し
な
い
こ

と
は
、
カ
ン
ト
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
基
数
λ
に
対
し
て
、
λ
の

冪
集
合
の
濃
度(

こ
れ
を
2λ

と
あ
ら
わ
す)

を
と
る
と
、λ

<
2
λ

が
成
り
立
つ
。
正
則
基
数

と
な
っ
て
い
る
極
限
基
数
κ
がλ

7→
2
λ

に
関
し
て
閉
じ
て
い
る
と
き
、
つ
ま
りλ

<
κ

な
ら

2
λ
<

κ

が
常
に
成
り
立
つ
と
き
、
κ
は
到
達
不
可
能
基
数
で
あ
る
と
い
う
。
到
達
不
可
能
基
数

は
、
巨
大
基
数
の
な
か
で
一
番
小
さ
い

13)　
も
の
で
あ
る
。
到
達
不
可
能
基
数
の
存
在
がZ

F
C

か

ら
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
正
則
極
限
基
数
の
存
在
が
証
明
で
き
な
い
こ
と
よ
り
更
に
直
接
的

に
得
ら
れ
る
。
κ
が
到
達
不
可
能
基
数
な
ら
、
Vκ

がZ
F
C

の
モ
デ
ル
に
な
る
こ
と
が
示
せ
る

か
ら
で
あ
る
。
κ
が
到
達
不
可
能
基
数
の
と
き
の
Vκ

は
グ
ロ
タ
ン
デ
ィ
ェ
ク
宇
宙
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
る
。14)　

累
積
的
階
層
の
重
要
な
性
質
の
一
つ
に
、
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー=
レ
ヴ
ィ
の
反
映
定
理(M

on
tagu

e-

L
ev

y
R

efl
ection

T
h
eorem

)

が
あ
る
。
こ
れ
は
、

集
合
論
の
言
語
で
の
任
意
の
論
理
式φ

(x
0 ,···

,
x
k−

1 )

を
と
っ
た
と
き
に
、15)　
順
序
数
α

で
、
任
意
の
集
合a

0 ,···
,
a
k−

1 ∈
V
α

に
対
し
、φ

(a
0 ,···

,
a
k−

1 )

が(
V
で)

成
り

立
つ
こ
と
と
、φ

(a
0 ,···

,
a
k−

1 )

が
Vα

で
成
り
立
つ
こ
と
が
同
値
に
な
る
よ
う
な
α
が

た
く
さ
ん
存
在
す
る

16)　

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
α
を
、
こ
の
性
質
に
関
す
る
反
映
点(refl

ection
p

oin
t)

と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー=

レ
ヴ
ィ
の
反
映
原
理
は
、
集
合
の
宇
宙
の
満
た
す
べ

13)

こ
こ
で
の
「
一
番
小
さ
い
」
と
い
う
の
は
基
数
の
大
小
で
は
な
く
、「
巨
大
で
あ
る
こ
と
の
性
質
の
一
番
弱

い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

14)

グ
ロ
タ
ン
デ
ィ
ェ
ク
宇
宙
の
通
常
の
定
義
は
英
語
版
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア[

15]

で
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
れ

が
Vω

ま
た
は
到
達
不
可
能
基
数
κ
に
対
す
る
Vκ

と
一
致
す
る
こ
と
は
、
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

15)

こ
こ
で
の
論
理
式
は
、
集
合
論
の
中
で
の
「
集
合
」
と
し
て
の
論
理
式
で
は
な
く
、
超
数
学
で
の
、
具
体
的

に
与
え
ら
れ
た
論
理
式
で
あ
る
。

16)

こ
こ
で
の
「
た
く
さ
ん
」
は
、
集
合
論
で
「clu

b
m

a
n
y

に
存
在
す
る
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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き
強
い
反
映
原
理
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
で
の
巨
大
基
数
の
存
在
に
関
す
る

議
論
で
の
基
準
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

厳
密
に
は
不
正
確
な
記
述
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
覚
悟
で
言
え
ば
、
φ

が
、
あ
る
集
合
の

存
在
を
主
張
す
る
も
の
の
と
き
に
は
、
α
が
性
質
φ

に
関
す
る
反
映
点
に
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
の
は
、a

0 ,···
,
a
k−

1 ∈
V
α

に
対
し
、φ

(a
0 ,···

,
a
k−

1 )

が
主
張
す
る
集
合
が
存
在
す
る

と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
集
合
を
Vα

の
中
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

5

巨
大
基
数
は
存
在
す
る

巨
大
基
数
と
は
、
到
達
不
可
能
基
数
を
始
め
と
す
る
超
越
的
な
性
質
を
持
つ
基
数
の
総
称
で

あ
る
。
巨
大
基
数
で
あ
る
こ
と
の
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の

基
数
の
存
在
か
ら
集
合
論
の
無
矛
盾
性
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
巨
大
基
数
で
あ
る
こ
と
の

必
要
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
、
そ
の

存
在
はZ

F
C

か
ら
は
証
明
で
き
な
い
。

集
合
論
や
数
理
論
理
学
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
人
た
ち
か
ら
、
巨
大
基
数
に
関
し
て
「
そ

ん
な
あ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
も
の
を
研
究
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
見
を

聞
く
こ
と
は
稀
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
様
の
否
定
的
意
見
は
、
数
学
に
対
し
て
も
言
え
て
し

ま
え
そ
う
で
あ
る:

「
数
学
の
よ
う
な
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
分
ら
な
い
も
の
を
研
究
し
て
も

し
ょ
う
が
な
い
」
我
々
の
存
在
自
身
の
否
定
も
容
易
に
で
き
て
し
ま
う:

「
人
生
な
ん
て
何
の

意
味
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
過
し
て
み
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。」

巨
大
基
数
の
研
究
に
つ
い
て
は
、「
あ
る
こ
と
がZ

F
C

で
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
な
い
こ

と
の
証
明
が
得
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
存
在
の
仮
定

か
ら
何
が
出
て
く
る
か
を
研
究
し
て
み
て
も
悪
く
な
い
だ
ろ
う
。
最
悪
、
そ
の
非
存
在
が
証
明

で
き
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
数
学
的
知
見
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う

な
消
極
的
な
擁
護
は
い
ず
れ
に
し
て
も
可
能
だ
ろ
う
。17)　

17)

実
際
、
筆
者
が
集
合
論
の
勉
強
を
始
め
て
間
も
な
か
っ
た19

80

年
代
に
、
巨
大
基
数
の
研
究
に
疑
問
を
抱
い
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し
か
し
、
集
合
論
を
深
く
研
究
し
て
ゆ
く
と
、
巨
大
基
数
の
存
在
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
肯

定
し
て
よ
い
集
合
論
的
な
要
請
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
到
達
不
可
能
基
数
の
場
合
に
は
、

そ
の
存
在
を
擁
護
す
る
次
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。V

α ,
α
∈

O
n

を
、

V

を
生
成
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
見
た
と
き
に
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
ま
だ
生
成
の
途
中
で
、

実
は
こ
の
生
成
は
更
に
先
に
進
む
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
み
る
。
生
成
の
プ
ロ

セ
ス
がO

n

を
超
え
て
先
に
進
む
と
す
る
と
、
こ
の
も
と
のO

n

は
更
に
生
成
が
進
ん
だ
と
き

のO
n

の
中
で
到
達
不
可
能
基
数
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
のO

n

が
そ
の
生

成
の
段
階
で
「
順
序
数
の
全
体
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
のO

n

は
更
に
先
に
生
成
が

進
ん
だ
世
界
の
中
で
の
強
い
反
映
の
原
理
の
反
映
点
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
も
と
のO

n

の
中
に
も
到
達
不
可
能
基
数
が
存
在
す
る
。
同
様
の
議
論
で
到
達
不
可

能
基
数
がO

n

の
中
に
共
終
に
存
在
す
る
こ
と
の
「
論
証
」
も
可
能
に
な
る
。
勿
論
、
こ
こ
で

の
議
論
は
、
数
学
的
な
「
証
明
」
で
は
な
い
。「
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
がO

n

を
超
え
て
先
に
進

む
」
云
々
は
、
モ
デ
ル
のen

d
-ex

ten
sion

を
頭
に
置
い
て
議
論
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

何
の
定
式
化
も
さ
れ
て
い
な
い
戯
言
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
思

考
実
験
」
の
積
み
重
ね
か
ら
、
集
合
論
の
研
究
者
た
ち
の
多
く
は
、
巨
大
基
数
公
理
を
単
な
る

暫
定
的
な
仮
定
で
は
な
く
、
正
し
い
公
理
、
つ
ま
り
「
巨
大
基
数
は
存
在
す
る
」
と
い
う
提
唱

と
し
て
理
解
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。18)　

て
質
問
し
た
と
き
のJ

ean
-P

ierre
L

ev
in

sk
i

氏
の
答
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

18)

集
合
論
の
公
理
の
妥
当
性
や
正
当
性
に
つ
い
て
の
更
に
詳
し
い
議
論
は[

1]

を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、

筆
者
が
本
稿
で
述
べ
て
い
る
正
当
性
の
議
論
は
筆
者
自
身
の
も
の
で[

1]

と
は
若
干
異
な
る
点
も
あ
る
。[

1]

で

も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
巨
大
基
数
の
存
在
に
関
す
る
「
思
考
実
験
」
は
、
多
く
の
場
合
、
巨
大
基
数
公
理
の

も
と
で
の
数
学
的
研
究
結
果
が
ベ
ー
ス
と
な
る
の
で
、
議
論
が
擬
似
哲
学
的
な
外
観
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
そ
れ

は
む
し
ろ
数
学
的
で
テ
ク
ニ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。

[

補
筆]

こ
の
箇
所
を
書
い
た
と
き
に
は
、
文
献
を
参
照
せ
ず
、
筆
者
自
身
の
直
観
で
書
い
て
い
た
の
だ
が
、
後
で
、

K
.H

rb
á
ček

,
an

d
T

.J
ech

,
In

tro
d

u
ction

to
set

th
eory

(3rd
ed

.,
1999)

に
も
筆
者
の
議
論
と
類
似
の
到

達
不
可
能
基
数
の
正
当
性
付
け
の
議
論
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
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6

中
程
度
の
巨
大
基
数
か
ら
巨
大
な
巨
大
基
数
へ

到
達
不
可
能
基
数
は
巨
大
基
数
の
中
で
一
番
小
さ
い
も
の
で
あ
る
が
、19)　
集
合
論
の
研
究
の
歴

史
の
最
も
早
い
時
期
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。20)　
同
様
に
比
較
的
早
く
研
究
さ
れ
は
じ
め

た
巨
大
基
数
の
概
念
と
し
て
は
、
可
測
基
数
が
あ
る
。
こ
の
概
念
は1930

年
代
に
、
測
度
論
の

研
究
か
ら
ウ
ラ
ム(S

tan
is law

U
lam

)

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
可
測
基
数
の
も
と
も
と

の
定
義
は
、「
κ
が
可
測
基
数
と
は
、
κ
上
に
κ-

加
法
的
な0,

1

値
を
と
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で

な
い
測
度
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
定
義
自
身
は
直
接
に
は
基
数
の

巨
大
性
に
言
及
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
ウ
ラ
ム
は
可
測
基
数
が
到
達
不
可
能
基
数
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、1960

年
代
初
め
の
ス
コ
ッ
ト
ら
の
仕
事
に
よ
り
、
可
測
基
数
の

次
の
よ
う
な
特
徴
付
け
が
得
ら
れ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
可
測
基
数
が
、
小
さ
な
巨
大
基
数
と
は

異
な
る
世
界
に
属
す
巨
大
基
数
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る:
基
数
κ
が
可
測
基
数
で
あ
る
の
は
、

あ
る
内
部
モ
デ
ル
M
と
初
等
的
埋
め
込
みj

:
V
→

M

で
21)　
、
κ
未
満
の
順
序
数
は
動
か
さ

ず
、j(κ

)
>

κ

と
な
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
、22)　
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
初
等
的
埋
め
込
み
j

の
存
在
は
、
κ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
小
さ
な
基
数
へ
の
強
い
反
映
原
理

が
成
り
立
つ
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
κ
に
対
し
て
あ
る
性
質
φ

が
成
り
立
つ
と
す
る
。
こ
の
性
質
の
記
述
に
は
、
Vκ

の

要
素a

0 ,···
,
a
k−

1

が
パ
ラ
メ
タ
と
し
て
含
ま
れ
て
い
て
よ
い
。
φ
が
あ
る
程
度
単
純
な
性
質

な
と
き
に
は
、
κ
は
M
で
も
φ

を
満
た
す
。
し
た
が
っ
て
、κ

<
j(κ

)

に
よ
り
、
M
で
「
基
数

19)

こ
こ
で
「
小
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
脚
注
13)

で
も
述
べ
た
よ
う
に
到
達
不
可
能
基
数
を
定
義
す
る
性

質
が
他
の
巨
大
基
数
の
概
念
の
そ
れ
よ
り
弱
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
ぐ
後
で
述
べ
る
可
測
基
数

は
到
達
不
可
能
基
数
よ
り
こ
の
意
味
で
ず
っ
と
大
き
な
巨
大
基
数
で
あ
る
が
、
あ
る
可
測
基
数
κ
が
、
あ
る
到
達

基
数
λ

よ
り
基
数
と
し
て
小
さ
い
、
と
い
う
状
況
は
十
分
に
あ
り
得
る
。

20)

到
達
不
可
能
基
数
は
、
ハ
ウ
ス
ド
ル
フ
の1908

年(

明
治
41
年)

の
論
文
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

21)

写
像j
:
V
→

M

が
初
等
的
埋
め
込
み
で
あ
る
と
は
，任
意
のa

0 ,···
,
a
n
−
1
∈
V

に
対
し
，a0 ,···

,
a
n
−
1

が
論
理
式
で
書
け
る
性
質
をV

で
満
た
す
こ
と
と
、
同
じ
性
質
をj(a

0 ),···
,
j(a

n
−
1 )

がM

で
満
た
す
こ
と

が
、
常
に
同
値
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

22)

こ
の
よ
う
な
と
き
、
κ
は
j

の
臨
界
点
で
あ
る
と
言
う
。
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λ
<

j(κ
)

で
性
質
φ

を
満
た
す
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
。
j

は
Vκ

の

要
素
で
あ
る
パ
ラ
メ
タa

0 ,···
,
a
k−

1

を
動
か
さ
な
い
か
ら
、
j

が
初
等
的
埋
め
込
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
「
基
数λ

<
κ

で
性
質
φ

を
満
た
す
も
の
が
存
在
す
る
」
が
結
論
で
き
る
。

こ
の
特
徴
付
け
か
ら
、
可
測
基
数
の
存
在
が
ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
的
集
合
の
公
理(V

=
L

)

と

共
存
で
き
な
い
こ
と
や
、
可
測
基
数
が
到
達
不
可
能
基
数
の
極
限
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

直
ち
に
導
か
れ
る
。
特
に
、
可
測
基
数
が
構
成
的
集
合
の
公
理
と
共
存
で
き
な
い
こ
と
は
、
中
程

度
以
上
の
巨
大
基
数
を
小
さ
な
巨
大
基
数
か
ら
区
別
す
る
主
な
区
分
線
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

可
測
基
数
の
場
合
に
は
、
反
映
の
性
質
は
κ
か
ら
そ
れ
未
満
へ
の
も
の
だ
が
、O

n

か
ら
κ
未

満
へ
の
同
様
の
反
映
の
性
質
を
考
え
る
と
、
巨
大
な
巨
大
基
数
の
概
念
が
得
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
巨
大
な
巨
大
基
数
の
う
ち
の
超
コ
ン
パ
ク
ト
基
数
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
反
映

の
性
質
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る:

す
べ
て
の
基
数λ

≥
κ

に
対
し
、V

の
内
部
モ
デ
ル
M
で
、

λ-

列
に
つ
い
て
閉
じ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
、23)　
初
等
的
埋
め
込
みj

:
V
→

M

で

κ

未
満
の
順
序
数
は
動
か
さ
ず
、j(κ

)
>

λ

が
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
巨
大
基
数
の
存
在
の
正
当
性
は
、
到
達
不
可
能
基
数
で
の
議
論
で
も
述
べ
た
よ
う

な
、
集
合
論
の
宇
宙
の
生
成V

α ,
α
∈

O
n

で
は
、
生
成
が
成
就
し
た
よ
う
に
見
え
る
通
過
点

が
無
数
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
強
い
反
映
の
性
質
が
成
り
立
つ
は
ず
だ
、
と
い
う
直
観
に
よ
っ
て

擁
護
で
き
る
だ
ろ
う
。
巨
大
基
数
に
は
、
こ
の
巨
大
な
巨
大
基
数
よ
り
更
に
強
い
、
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
巨
大
基
数

24)　
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巨
大
基
数
や
他
の
も

の
に
つ
い
て
は
、[

10]

や
、
そ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る
巨
大
基
数
の
チ
ャ
ー
ト
を
参
照
さ
れ
た
い
。

初
等
的
埋
め
込
み
に
関
し
て
は
、
少
し
前
に
「
数
学
セ
ミ
ナ
ー
」
に
書
い
た
記
事
の
拡
張
版

[

5]

に
も
う
少
し
詳
し
い
解
説
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

23)

M
が
λ-

列
に
つ
い
て
閉
じ
て
い
る
、
と
は
、
す
べ
て
の
M
の
要
素
の
λ-

列
が
再
び
M
の
要
素
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
λ-

列
に
つ
い
て
閉
じ
て
い
る
」
と
い
う
M
の
性
質
を
他
の
も
の
で
置
き
換
え
る

こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
他
の
巨
大
な
巨
大
基
数
の
概
念
が
定
義
で
き
る
。

24)

巨
大
な
巨
大
基
数(la

rge
large

ca
rd

in
a
l)

と
い
う
、ty

p
o

と
間
違
え
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
表
現
は
か
な

り
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
巨
大
基
数
」
の
方
は
、
筆

者
に
よ
る
暫
定
的
な
名
称
で
あ
る
。
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7

巨
大
基
数
と
連
続
体
問
題

連
続
体
問
題
と
は
、
連
続
体(

実
数
の
全
体
や
カ
ン
ト
ル
空
間
な
ど
そ
れ
と
類
似
の
構
造)

の

集
合
と
し
て
の
濃
度(

こ
の
濃
度
は
2ℵ0

と
表
さ
れ
る)

を
決
定
す
る
問
題
の
こ
と
で
あ
る
。
連

続
体
問
題
は
、
集
合
論
の
研
究
の
発
足
以
来
、
集
合
論
研
究
で
の
最
も
中
心
的
な
問
題
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
カ
ン
ト
ル
は
、1873

年
に
連
続
体
の
濃
度
が
非
可
算
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
濃
度
が
ℵ1

で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て(

こ
の
主
張2

ℵ
0

=
ℵ
1

は

連
続
体
仮
説(C

on
tin

u
u
m

H
y
p

oth
esis)

と
呼
ば
れ
、C

H

と
略
記
さ
れ
る)

、
そ
の
証
明
を

試
み
続
け
た
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
、1925
年
の
論
文
に
、「
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
そ
っ

た
研
究
が
成
就
し
た
暁
に
は
連
続
体
仮
説
の
証
明
が
完
成
す
る
」
と
解
釈
で
き
る
主
張
の
証
明

の
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
を
与
え
て
い
る
。
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
、
ヒ
ル
ベ

ル
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
思
っ
て
い
た
よ
う
な
仕
方
で
は
成
就
さ
れ
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
た
が
、
ゲ
ー
デ
ル
は
、
こ
の
証
明
の
ス
ケ
ッ
チ
と
類
似
の
ア
イ
デ
ア
を
用
い
て
、Z

F
C

が
矛
盾
し
な
い
な
ら
、Z

F
C

にC
H

を
加
え
た
体
系
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。

一
方
、1960

年
代
に
な
っ
て
、
コ
ー
エ
ン(P

au
l

C
oh

en
)

は
、Z
F
C

が
矛
盾
し
な
い
な
ら
、

Z
F
C

にC
H

の
否
定(

つ
ま
り
、
不
等
式2

ℵ
0
>

ℵ
1

が
成
り
立
つ
と
い
う
主
張)

を
加
え
た
も

の
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
連
続
体
仮
説
は
、Z

F
C

上
相
対
的
に
独

立
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。25)　
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
に
、
通
常
の
数
学
的
手
段
で
は
、
連
続
体
仮

説
の
真
偽
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
何
等
か
の
方
法
で
、「
正

し
い
」
公
理
を
見
出
し
て
、
集
合
論
の
公
理
系
を
拡
張
し
、
こ
の
拡
張
さ
れ
た
公
理
系
で
連
続

体
仮
説
の
真
偽
を
決
定
し
、
も
し
連
続
体
仮
説
が
正
し
く
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
な
ら
、

更
に
2ℵ0

が
何
に
な
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
デ
ル
が[

9]

で
早
い
時
期
に
指
摘
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う

25)

コ
ー
エ
ン
の
強
制
法
に
よ
る
相
対
的
無
矛
盾
性
の
証
明
は
、
集
合
論
の
推
移
的
な
モ
デ
ル
が
与
え
ら
れ
た
と

き
、
そ
れ
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
と
呼
ば
れ
る(

あ
る
意
味
で
架
空
の)

モ
デ
ル
に
拡
張
し
て
、
た
と
え
ば
、C

H

の
否
定
の
場
合
に
は
、
こ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
が
、
不
等
式2

ℵ
0
>

ℵ
1

を
満
た
す
よ
う
な
も
の
に
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
る
。
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な
立
場
か
ら
連
続
体
問
題
を
解
決
す
る
、
と
い
う
研
究
方
針
は
、
今
日
で
は
「
ゲ
ー
デ
ル
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。Z

F
C

を
拡
張
す
る
公
理
と
し
て
は
、
巨
大
基
数
の
う
ち
の
ど

れ
か
の
存
在
を
主
張
す
る
公
理(

巨
大
基
数
公
理)

が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
公
理
は
、
連

続
体
の
サ
イ
ズ
を
全
く
決
定
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
巨
大
基
数
の
存
在
の
も
と
で
も
、
コ
ー
エ
ン

の
方
法
を
使
っ
て
連
続
体
の
濃
度
がℵ

1 ,ℵ
2 ,ℵ

2
0
2
0 ,ℵ

ω
+
1

な
ど
、
巨
大
基
数
よ
り
小
さ
い
基

数
で
非
可
算
な
共
終
数
を
持
つ
も
の
の
ど
れ
か
に
な
る
よ
う
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
に
よ
る
モ

デ
ル
を
作
っ
た
と
き
に
は
、
巨
大
基
数
は
こ
の
拡
大
モ
デ
ル
の
中
で
同
じ
種
類
の
巨
大
基
数
と

し
て
生
き
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
巨
大
基
数
の
存
在
は
、
連
続
体
の
他
の
性
質

に
つ
い
て
は
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
可
測
基
数
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
実

数
で
構
成
可
能
で
な
い
も
の
が
存
在
す
る(

た
と
え
ば
前
に
触
れ
た
0#

が
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る)

。
も
っ
と
大
き
な
巨
大
基
数(

た
と
え
ば
超
コ
ン
パ
ク
ト
基
数)

が
存
在
す
る
と
き
に
は
、

す
べ
て
の
射
影
集
合(

Rn

の
ボ
レ
ル
部
分
集
合
か
ら
出
発
し
て
射
影
と
補
集
合
を
と
る
操
作
の

(

有
限
回
の)

繰
り
返
し
で
得
ら
れ
る
集
合)

は
ル
ベ
ー
グ
可
測
に
な
る
。26)　

巨
大
な
巨
大
基
数
の
満
た
す
反
映
原
理
と
類
似
の
反
映
原
理
が
，
ℵ1

、
2ℵ0

と
い
っ
た
小
さ
な

基
数
で
成
り
立
つ
、
と
い
う
状
況
に
関
し
て
も
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
巨

大
基
数
が
通
常
の
数
学
の
行
な
わ
れ
る
世
界
を
遙
か
下
に
見
て
い
る
の
に
対
し
，
2ℵ0

、
ℵ1

は
、

旧
来
の
数
学
に
自
然
な
関
わ
り
を
持
つ
基
数
で
あ
る
。27)　
し
か
し
、
2ℵ0

は
連
続
体
の
濃
度
と
し

て
、
連
続
体
が
豊
か
な
数
学
的
実
体
で
あ
る(

べ
き
で
あ
る)

と
い
う
直
観
か
ら
は
、
こ
の
濃
度

の
下
へ
の
反
映
に
関
す
る
強
い
反
映
原
理
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
要
請
は
自
然
な
も
の
に
思
え

る
し
、
ℵ1

が
非
可
算
性
の
状
況
を
反
映
す
る
基
数
で
あ
る(

べ
き
で
あ
る)

と
い
う
直
観
か
ら

は
、
こ
の
濃
度
へ
の
反
映
に
関
す
る
強
い
反
映
原
理
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
要
請
は
自
然
な
も

26)

こ
れ
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン(D

.
M

artin
)

、
ス
テ
ィ
ー
ル(J

.
S

teel)

、
ウ
デ
ィ
ン(H

.
W

o
o
d

in
)

ら
に
よ
っ
て

198
0

年
代
に
確
立
さ
れ
た
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
一
方
、
ゲ
ー
デ
ル
の
構
成
的
集
合
の
公
理
か
ら
は
、
射
影
集
合

で
ル
ベ
ー
グ
可
測
で
な
い
よ
う
な
集
合
の
存
在
が
導
か
れ
る
。

27)

ℵ1

に
つ
い
て
は
、
第
2
節
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
順
序
数
と
し
て
の
ℵ1

は
、
R
に
順
序
同
型
に
埋
め
込
め

な
い
最
初
の
順
序
数
で
あ
る
、
と
い
う
特
徴
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
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の
に
思
え
る
。

小
さ
な
基
数
κ
が
、
V
か
ら
、
V
の
あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡
大
の
内
部
モ
デ
ル
M
へ
の
初

等
的
埋
め
込
み
の
臨
界
点
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き

κ
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
で
あ
る
、
と
い
う
。
巨
大
基
数
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
M
の

満
た
す
性
質
を
調
節
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
強
さ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
の
条
件
が
得
ら

れ
る
。
特
に
、
ℵ2

や
2ℵ0

が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
ℵ1

や

2ℵ0

の
回
り
で
強
い
反
映
原
理
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
主
張
を
強
化
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で(

超
コ
ン
パ
ク
ト
基
数
に
関
す
る
議
論
を
参
照)

、
こ
れ
も
自
然
な
要

請
で
あ
る
こ
と
の
範
疇
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
は
、
最
近
、
同
僚
の
酒
井
拓
史
と
ド
ク
タ
ー
の
学
生
のA

n
d
ré

O
tten

b
reit

M
asch

io

R
o
d
rigu

es

と
の
共
同
研
究
で
、
強
い
反
映
原
理
が
こ
れ
ら
の
小
さ
な
基
数
で
成
り
立
つ
と
き
に

は
、
連
続
体
の
濃
度
は
、
ℵ1

か(

つ
ま
り
連
続
体
仮
説
が
成
り
立
つ
か)

ℵ2

か
あ
る
い
は
非
常
に

大
き
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
結
果
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
３
つ
の
場
合
の
標
準
的

な
モ
デ
ル
は
い
ず
れ
も
超
コ
ン
パ
ク
ト
基
数
の
存
在
か
ら
出
発
し
て
類
似
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
拡

大
を
と
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
の
だ
が
、
我
々
は
、
こ
の
状
況
の
分
析
か
ら
、
レ
イ
バ
ー(L

aver-)

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
と
名
付
け
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
の
存
在
公

理
群
を
導
入
し
て
、
こ
れ
ら
の
公
理
群
の
パ
ラ
メ
タ
を
自
然
な
も
の
に
設
定
す
る
と
、
そ
こ
か

ら
直
接
に
、
こ
の
三
分
律
が
導
か
れ
、
強
い
反
映
原
理
の
成
立
も
そ
こ
か
ら
導
け
る
こ
と
を
示

し
た
。28)　

こ
の
三
分
律
が
最
終
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
３
つ
の
可
能
性
か
ら
一
つ
あ
る
い

は
二
つ
が
よ
り
自
然
な
も
の
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
こ
れ
ら
の
結
果
の
無
矛
盾
性
の

強
さ
は
何
か
？
こ
れ
ら
結
果
と
ウ
デ
ィ
ン
の
連
続
体
問
題
の
研
究
と
は
整
合
的
に
つ
な
が
る
も

28)

こ
れ
ら
の
三
分
律
は
、「
十
分
に
強
い
妥
当
な
反
映
原
理
が
成
り
立
つ
な
ら
」、「
妥
当
な
パ
ラ
メ
タ
を
持
つ
レ

イ
バ
ー
・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
巨
大
基
数
が
存
在
す
る
な
ら
」
と
い
う
付
帯
条
件
の
も
と
で
成
立
す
る
も
の
で
、
特
に
、

こ
の
「
妥
当
な
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
恣
意
性
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
妥
当
な
」
の
妥
当

性
の
評
価
は
今
後
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
述
べ
た
結
果
に
つ
い
て
は
、[

8]

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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の
な
の
か
？
な
ど
多
く
の
未
解
決
の
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
我
々
は
非
常
に
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン

グ
な
研
究
の
入
口
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

8

ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
と
メ
ガ
ロ
マ
ニ
ア

数
学
は
可
能
な
限
り
制
限
さ
れ
た
枠
組
の
中
で
行
な
う
べ
き
だ
、
と
す
る
立
場
と
、
考
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
の
数
学
的
対
象
を
す
べ
て
取
り
込
ん
で
、
存
在
す
る
可
能
性
を
持
つ
数
学
的
対
象

は
す
べ
て
そ
の
存
在
を
公
理
と
し
て
認
め
て
先
に
進
ん
で
ゆ
こ
う
と
す
る
集
合
論
で
の
よ
う
な

立
場
は
、
近
代
の
数
学
史
の
中
で
鋭
い
対
峙
の
瞬
間
を
何
度
か
持
っ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
ネ
カ
と

カ
ン
ト
ル
の
確
執
や
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
と
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
確
執
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
間

の
対
立
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。29)　
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
、
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
の
矛
盾
性

証
明
の
後
の
時
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
可
能
な
限
り
制
限
さ
れ
た
枠
組
の
中
で
行
な
う

数
学
は
、
無
矛
盾
性
の
保
証
の
あ
る
公
理
系
で
数
学
を
展
開
す
る
、
と
い
う
意
味
付
け
を
与
え

る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
フ
ェ
フ
ァ
ー
マ
ン(S

.
F

eferm
an

)

は
、
正
確
な
文
言
を
思
い
出
せ
な

い
の
だ
が

30)、
応
用
可
能
な
数
学
は
す
べ
て
ペ
ア
ノ
算
術
と
無
矛
盾
等
価
な
体
系
で
行
え
る
、
と

い
う
よ
う
な
表
明
を
し
て
い
た
と
思
う
。
こ
れ
は
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
こ
と

を
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
は
人
類
の
科
学
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
つ
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

29)

こ
れ
は
「
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
」
と
「
メ
ガ
ロ
マ
ニ
ア
」
の
間
の
論
争
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

例
と
し
て
挙
げ
た
二
組
の
論
争
で
は
、「
メ
ガ
ロ
マ
ニ
ア
」
の
側
が
勝
利
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
現
代
の
数

学
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
」
側
に
肩
入
れ
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

30)

[

投
稿
後
の
補
筆]

こ
の
原
稿
の
投
稿
版
の
校
正
は
，
第
３
回
環
太
平
洋
ト
ポ
ロ
ジ
ー
と
そ
の
応
用
国
際
学
会

(

中
国
語
で
は:

第
三
届
泛
太
平
洋
拓
扑
与
應
用
国
際
大
会)

の
参
加
の
た
め
中
国
の
成
都
に
滞
在
の
折
に
行
な
っ
た
。

成
都
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
が
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
、
文
献
の
確
認
が
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
の
だ

が
、
こ
の
主
張
に
関
す
る
議
論
は
、
た
と
え
ば
、
ウ
エ
ブ
ペ
ー
ジhttps://math.stanford.edu/

feferman/papers.html

に
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
故

F
eferm

an

先
生
の
論
文
や
未
完
原
稿
、
特
に

In
tro

d
u

ction
to

F
ou

n
d

ation
s

of

E
x
p

licit
M

a
th

em
atics

(b
o
ok

in
p

rog
ress

b
y

S
.F

eferm
a
n

,
G

.J
äger,

S
.S

trah
m

,
w

ith
th

e
assistn

a
ce

o
f

U
.B

u
ch

h
oltz)

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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し
か
し
数
学
の
進
歩
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
制
限
さ
れ
た
枠
組
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
創
造
的
な
行
為
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
も
長
い
数
学
の
歴
史

が
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
数
学
の
進
歩
は
、
制
限
さ
れ
た
枠
組
で
の
数
学
と
、
開
か
れ
た
、

ど
こ
ま
で
も
拡
張
す
る
集
合
論
的
世
界
観
で
の
数
学
の
間
の
自
由
な
精
神
の
往
復
運
動
の
中
で

発
展
す
る
べ
き
だ
し
、
脚
注
2)

で
も
述
べ
た
よ
う
な
、
超
数
学
と
集
合
論
的
数
学
と
の
間
の
視

点
の
移
動
と
い
う
、
旧
来
の
数
学
に
は
な
か
っ
た
ス
タ
ン
ス
も
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
込
ん
で

先
に
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
だ
ろ
う
。

ヤ
コ
ビ
の
言
っ
た
よ
う
に
、
人
類
の
知
性
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
が
数
学
の
最
終
使
命
で
あ
る

の
な
ら
、
そ
れ
が
人
類
の
終
り
に
臨
ん
で
、
健
全
な
数
学
的
発
展
の
も
と
に
は
た
さ
れ
る
こ
と

を
望
む
も
の
で
あ
る
。
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