
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て

　
　
　
　
ー
ー
ー
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
を
中
心
に
し
て

下
　
村
　
寅
　
太
　
郎

1

　
　
　
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
絶
筆
で
且
つ
彼
の
．
．
顕
鵠
巴
℃
o
げ
け
。
｛
＜
δ
≦
、
、
を
示
す
も
の
と
言
は
れ
る
論
文
「
数
学
と
善
」
（
H
¢
禽
）

　
　
を
読
ん
で
自
ら
圏
辺
博
士
の
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
を
想
起
し
類
縁
性
を
思
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
論
文
の
始
め
に
次
の

　
　
や
う
な
こ
と
を
述
べ
て
み
る
。
一
三
二
千
三
百
年
前
、
有
名
な
講
義
が
行
は
れ
た
。
聴
衆
は
優
秀
、
就
中
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ク
セ
ノ

　
　
フ
ォ
ン
を
含
む
。
演
題
は
善
の
概
念
、
講
師
は
適
任
、
プ
ラ
ト
ン
。
し
か
し
こ
の
講
義
は
主
題
に
関
す
る
限
り
は
失
敗
で
あ
っ
た
、
と
い

　
　
ふ
の
は
講
師
は
専
ら
数
学
に
傾
注
し
た
か
ら
。
プ
ラ
ト
ン
と
彼
の
直
接
の
弟
子
圏
以
後
、
善
の
概
念
は
数
学
か
ら
解
き
放
さ
れ
た
。
近
世

　
　
に
於
て
も
盛
れ
た
プ
ラ
ト
ン
学
者
は
少
数
の
例
外
は
あ
る
が
依
然
と
し
て
彼
ら
の
数
学
へ
の
関
心
を
か
く
し
て
み
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
彼

　
　
の
生
涯
を
通
じ
て
、
理
想
的
な
も
の
の
探
究
と
の
関
係
に
撮
る
数
学
的
思
想
の
蚕
…
要
性
を
感
じ
て
み
た
。
彼
の
最
後
の
著
作
の
一
つ
の
中

　
　
で
こ
れ
に
つ
い
て
の
無
知
を
「
豚
的
」
．
、
。
。
野
鼠
ω
ず
、
、
と
名
付
け
た
。
彼
は
前
世
紀
の
プ
ラ
ト
ン
学
者
の
大
部
分
を
も
こ
の
や
う
に
特
色
付

　
　
け
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
形
容
は
彼
の
で
あ
っ
て
私
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
の
講
義
が
失
敗
だ
つ
た
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
こ
と
で
あ

　
　
る
、
と
い
ふ
の
は
「
善
」
の
概
念
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
の
彼
の
数
学
観
を
未
来
の
諸
時
代
に
尽
し
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
か

　
　
ら
で
あ
る
。
善
良
で
あ
っ
た
数
学
者
は
数
多
く
み
た
一
例
へ
ば
パ
ス
カ
ル
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
。
数
学
者
で
あ
る
哲
学
者
も
数
多
く
み
た
。
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し
か
し
数
学
と
「
善
」
と
の
特
異
な
直
結
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
最
初
の
導
入
以
来
、
未
展
開
の
論
題
た
る
に
止
ま
っ
た
。
こ
れ
を
プ
ラ

ト
ン
の
精
神
の
興
味
あ
る
特
色
と
解
す
る
研
究
は
ず
っ
と
存
続
し
て
は
み
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
哲
学
の
基
礎
的
真
理
と
す
る
こ
の
教
説

そ
の
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
直
接
に
続
く
時
期
以
後
、
実
際
の
思
想
か
ら
影
を
ひ
そ
め
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
様
々
の
時
代
を
通
じ
て
、

道
徳
哲
学
と
数
学
と
は
大
学
生
活
の
別
個
の
部
門
と
さ
れ
て
来
た
。
一
「
多
く
の
数
学
者
は
そ
の
細
部
を
知
っ
て
み
る
が
数
学
の
哲
学

的
特
色
付
け
に
は
全
く
無
知
で
あ
る
」
。
i
こ
の
や
う
に
前
置
き
し
た
後
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
自
ら
近
代
数
学
と
善
の
概
念
と

の
結
合
を
哲
学
の
基
礎
的
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
て
み
る
。
国
里
博
士
の
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
は
、
そ
の
主
題
に
於
て
、
思
索
の

遍
歴
過
程
の
状
況
に
充
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
杜
絶
し
て
み
た
哲
学
的
努
力
の
復
活
に
於
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
の
論
文
と
の
類
縁
性

を
感
ぜ
し
め
る
。
両
思
想
家
は
、
哲
学
的
立
場
や
方
法
を
異
に
し
な
が
ら
、
何
れ
も
問
題
設
定
に
於
て
プ
ラ
ト
ン
伝
統
の
継
承
者
と
し
て

独
自
樵
を
も
つ
て
み
る
。
こ
の
試
み
に
対
す
る
両
者
の
比
較
検
討
は
そ
れ
自
身
と
し
て
も
関
心
を
そ
そ
る
聞
題
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
に
立

ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
聖
女
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
右
の
書
が
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
意
義
、
広
く
哲
学
史
的
規
模
に
於
け
る
意
義

を
す
ら
、
示
唆
す
る
こ
と
を
注
意
す
る
こ
と
で
満
足
し
よ
う
。
数
学
と
哲
学
と
の
関
係
は
、
今
日
で
は
単
に
「
数
理
哲
学
」
の
閾
題
と
し

て
知
識
論
、
認
識
論
の
特
殊
な
哲
学
問
題
と
し
て
遇
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
代
の
哲
学
の
「
理
論
的
」
精
神
の
微
弱

化
の
一
兆
候
に
柔
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
一
層
田
辺
博
士
の
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
欝
立
す
る
姿
、
更
に
デ
カ
ル
ト
・
ラ
イ
プ
ニ
ソ

ツ
の
世
紀
の
…
ー
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
適
切
に
も
《
》
σ
q
①
o
｛
○
Φ
鼠
器
》
と
性
格
付
け
た
時
代
の
…
i
偉
大
な
体
系
的
精
神
の
堅
持
を
想

ふ
の
で
あ
る
。

　
田
辺
哲
学
は
科
学
哲
学
・
数
理
哲
学
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
晩
年
に
於
て
再
び
こ
れ
に
還
り
、
円
環
は
完
結
さ
れ
た
。
の
み
な
ら
ず

そ
の
中
間
期
に
於
て
も
こ
れ
に
対
す
る
関
心
は
不
断
に
維
持
さ
れ
て
み
る
。
田
辺
博
士
の
哲
学
的
思
索
に
は
始
め
か
ら
終
り
ま
で
数
学
的

関
心
が
纒
綿
し
て
み
た
こ
と
は
確
か
に
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
最
初
、
数
学
に
志
し
、
才
能
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
こ
れ
を
断
念
し
哲
学
に



　
　
転
じ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
数
学
に
対
す
る
初
志
は
哲
学
的
思
索
を
還
し
て
一
本
の
赤
い
締
の
如
く
博
士
の
生
涯
の
思
索
を
貫
い
て
み
る
。

　
　
博
士
に
と
っ
て
数
学
は
久
恋
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
晩
年
の
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
「
後
記
」
に
記
さ
れ
て
み
る
劉
顧
か
ら

　
　
も
明
か
で
あ
る
。
哲
学
者
が
最
初
い
か
な
る
科
学
に
志
向
を
も
つ
か
は
そ
の
哲
学
的
傾
向
を
、
或
は
更
に
そ
の
体
系
的
挫
格
を
高
度
に
規

　
　
幽
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
哲
学
史
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
博
士
の
数
学
に
対
す
る
関
心
は
単
に
博
士
の
個
人
的
な
問
題
と
い
ふ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
け
で
な
く
田
辺
哲
学
そ
の
も
の
の
本
質
的
性
格
に
係
は
る
。
田
辺
暫
学
に
於
て
は
、
数
理
哲
学
は
単
に
数
学
に
関
す
る
哲
学
で
は
な
い
こ

　
　
と
、
又
単
に
そ
の
体
系
の
一
部
門
た
る
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
寧
ろ
数
学
に
関
す
る
哲
学
と
し
て
の
数
理
暫

　
　
学
か
ら
数
学
・
哲
学
と
し
て
の
数
理
哲
学
へ
の
展
開
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
初
期
の
『
科
学
概
論
』
（
大
正
七
年
）
、
　
『
数
理
哲
学
研
究
』

　
　
（
大
正
十
四
年
）
と
後
期
の
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
　
（
昭
和
二
十
九
年
）
と
を
比
較
す
れ
ば
自
ら
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
最

　
　
後
の
書
は
標
題
の
示
す
如
く
数
理
哲
学
の
書
で
あ
る
に
拘
ら
ず
博
士
自
身
こ
の
書
を
「
私
の
哲
学
思
想
の
総
決
算
的
告
白
」
で
あ
る
と

　
　
「
後
記
」
に
自
ら
記
し
て
み
る
。
後
年
、
博
士
は
自
己
の
哲
学
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
自
ら
規
定
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
は
別
に
、
例
へ
ば

　
　
ジ
ョ
ン
・
バ
…
ネ
ッ
ト
が
プ
ラ
ト
ン
暫
学
の
本
質
的
特
色
と
し
た
7
数
学
的
精
神
」
は
博
士
に
総
て
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン

　
　
晩
年
の
、
終
に
成
書
と
な
ら
な
か
っ
た
『
善
に
つ
い
て
』
の
講
莚
が
数
の
問
題
に
終
始
し
た
と
い
ふ
有
名
な
所
伝
と
同
じ
く
、
　
『
数
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
　
歴
史
主
義
展
開
』
も
単
に
数
理
暫
学
の
書
で
は
な
い
。
『
科
学
概
論
』
乃
至
『
数
理
哲
学
研
究
』
（
こ
の
両
者
は
岡
目
の
思
想
に
属
し
、
後

　
　
者
は
前
者
の
数
学
部
門
の
詳
論
と
解
し
て
よ
い
）
と
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
と
の
距
離
は
、
田
辺
博
士
の
科
学
哲
学
の
発
展
を
示
す

　
　
だ
け
で
な
く
、
田
辺
哲
学
そ
の
も
の
の
発
展
を
示
し
、
更
に
田
辺
哲
学
の
性
格
を
端
的
に
定
式
化
し
、
更
に
体
系
の
完
成
の
指
標
と
も
な

　
　
つ
て
み
る
。

　
　
　
こ
の
小
篇
は
圏
谷
博
士
の
科
学
哲
学
乃
至
数
理
哲
学
そ
の
も
の
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
最
後
に
到
達
し
た
数
理
哲
学
を
通
し

　
　
て
特
に
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
意
図
と
成
否
を
問
題
に
す
る
。
田
辺
哲
学
の
体
系
の
性
格
と
そ
れ
に
於
け
る
数
学
の
意
義
を
考
へ

　
　
る
試
み
で
あ
る
。
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〇

　
初
期
の
『
科
学
概
論
』
は
恐
ら
く
博
士
の
全
著
作
中
薬
も
広
い
範
囲
の
読
者
を
も
ち
、
最
も
強
い
影
響
を
与
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

哲
学
学
徒
の
聞
だ
け
で
な
く
（
特
に
大
正
末
期
、
舟
縁
初
期
の
）
理
学
方
面
の
若
い
学
徒
に
も
斉
し
く
愛
読
さ
れ
感
動
を
与
へ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
後
期
の
科
学
哲
学
の
諸
著
は
、
最
も
円
熟
し
、
い
さ
さ
か
も
老
年
の
兆
を
示
さ
ず
、
極
は
め
て
迫
力
と
情
熱
に
富
ん
だ
力

作
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
学
界
に
於
て
も
一
般
学
徒
の
間
に
返
て
も
著
し
い
反
響
を
惹
き
起
さ
な
か
っ
た
。
学
界
か
ら
黙
殺
さ
れ
た
と
い
ふ

印
象
と
失
望
｛
を
博
士
に
与
へ
た
の
は
誠
に
恨
事
と
い
ふ
外
な
い
。
し
か
し
実
際
の
理
由
は
、
恐
ら
く
、
哲
学
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
の
高
度

の
科
学
的
専
門
的
内
容
の
故
に
、
科
学
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
の
高
度
に
難
解
な
哲
学
的
思
弁
の
故
に
、
何
れ
の
側
か
ら
も
⇔
娼
嘆
の
。
鍵
8
さ

れ
得
ず
、
寧
ろ
敬
遠
さ
れ
た
と
い
ふ
に
庶
幾
い
。
殊
に
科
学
者
に
と
っ
て
は
、
後
期
の
思
想
が
極
は
め
て
弁
証
法
的
で
、
田
辺
哲
学
独
自

の
基
礎
概
念
に
慣
れ
ぬ
限
り
極
度
に
難
解
で
、
そ
の
上
潮
屈
嚢
底
な
文
章
で
あ
る
と
い
ふ
外
面
的
理
由
の
外
に
、
そ
の
難
解
さ
が
特
罰
の

性
格
を
も
っ
て
み
た
こ
と
に
よ
る
と
思
は
れ
る
。
後
期
の
諸
論
著
は
、
薩
接
に
は
綴
代
の
数
学
・
物
理
学
の
基
礎
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
場
合
で
も
、
突
如
と
し
て
I
l
誠
に
突
如
と
し
て
の
印
象
を
与
へ
る
一
死
復
活
、
絶
対
無
、
往
相
即
還
相
、
伝
統
保
存
即
革
新
創
造

等
々
の
科
学
的
概
念
に
対
し
て
異
質
異
次
元
の
概
念
が
自
由
に
行
使
さ
れ
、
極
は
め
て
麿
突
の
感
を
与
へ
、
論
旨
に
追
随
し
難
く
、
酷
き

の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
争
へ
な
い
。
し
か
し
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
晩
年
の
田
辺
哲
学
の
性
絡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
更
に
田
辺
哲

学
の
体
系
的
完
結
が
象
徴
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
唐
突
さ
は
否
定
し
得
ぬ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
単
に
論
述
の
仕
方
の
性
急
や
飛
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
な
く
、
思
惟
の
仕
方
の
性
格
に
係
は
る
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
れ
は
単
に
科
学
・
数
学
に
つ
い
て
の
哲
学
で
な
く
、
科
学
・
数
学

即
哲
学
の
故
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
　
「
私
の
思
想
の
総
決
算
的
告
白
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
前
述
の
プ
ラ
ト
ン
最
後
の
講
義
を
想
起

す
る
こ
と
が
此
処
で
は
恐
ら
く
最
も
適
切
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
の
瞼
岨
な
心
々
の
奥
に
田
辺
暫
学
の
志
向
す
る
も
の
を
求
め
、
改
め

て
哲
学
の
正
統
的
伝
統
の
典
型
を
想
起
す
べ
き
も
の
と
思
へ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
は
上
述
の
如
く
「
私
の
思
想
の
総
決
算
的
告
白
」
で
あ
っ
て
単
に
数
理
論
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
れ
を
主
題
と
し
て
み
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
寧
ろ
数
理
論
で
あ
り
な
が
ら
数
理
論
に
終
ら
ず
哲
学
体
系
の
性
格
を
も
つ
所
以
が

注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
数
理
の
如
き
最
も
形
式
的
抽
象
的
な
も
の
に
ま
で
田
辺
哲
学
の
根
本
原
理
た
る
種
の
論
理
の
弁
証
法
が
滲
透
し
、

田
辺
哲
学
の
体
系
は
そ
の
尖
端
に
ま
で
到
達
し
、
そ
の
意
味
で
又
体
系
の
完
結
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
書
は
単
に
晩
年
の
数

理
哲
学
と
し
て
で
な
く
こ
の
意
義
に
於
て
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
や
う
な
体
系
的
な
面
を
別
に
し
て
も
、
数
理
哲
学
そ
の
も

の
と
し
て
も
、
こ
の
労
作
は
多
く
の
瓢
ら
し
い
豊
慮
な
洞
察
に
満
ち
、
そ
れ
自
身
と
し
て
貴
重
な
内
容
を
も
つ
て
み
る
。
例
へ
ば
、
数
学

的
直
観
の
歴
史
性
、
デ
テ
キ
ン
ト
の
「
切
断
し
の
新
解
釈
、
連
続
論
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
於
け
る
カ
ン
ト
主
義
、
特
に
位
相
数
学
論
は
こ
れ

ま
で
哲
学
的
立
場
か
ら
殆
ど
何
人
に
よ
っ
て
も
企
鵬
さ
れ
な
か
っ
た
哲
学
的
考
察
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
論
に
つ
い
て
は
固

よ
り
様
々
の
批
評
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
今
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
専
ら
表
題
の
課
題
に

関
聯
す
る
限
り
に
制
限
す
る
。

　
　
　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
直
接
の
主
題
は
初
期
の
数
理
哲
学
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
三
十
年
来
の
宿
願
た
る
数
学
基
礎
論
の
根

　
　
本
的
考
察
で
あ
る
。
数
学
基
礎
論
は
、
十
九
世
紀
末
以
来
の
数
学
の
論
理
的
基
礎
に
対
す
る
厳
密
な
反
省
の
究
極
的
普
遍
的
な
定
式
化
と

　
　
し
て
形
成
さ
れ
た
G
・
カ
ン
ト
ー
ル
の
集
合
論
を
根
本
動
機
と
す
る
。
集
合
論
は
近
代
数
学
の
一
般
的
基
礎
と
な
っ
て
み
る
思
惟
の
仕
方

　
　
を
対
自
的
普
．
遍
的
に
定
式
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
完
成
と
殆
ど
同
時
に
発
見
さ
れ
た
そ
れ
の
根
底
に
潜
む
パ
ラ
ド
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ク
ス
は
近
代
数
学
の
危
機
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
を
動
機
と
し
て
数
学
の
再
基
礎
付
け
が
企
図
さ
れ
た
。
こ
れ
を
專
ら
数
学
的
に
処
理
し
よ

　
　
う
と
す
る
も
の
が
今
購
の
所
謂
数
学
基
礎
論
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
主
義
、
ブ
ラ
ウ
ア
ー
の
直
観
主
義
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
形
式
主

83

@
義
が
そ
れ
の
代
表
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、
ラ
ッ
セ
ル
の
立
場
は
数
学
を
論
理
学
に
還
元
し
よ
う

5　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ
ア
…
の
立
場
は
近
代
数
学
の
根
本
的
原
理
に
極
度
の
制
限
を
加
へ
、
カ
ン
ト
ー
ル
的
集
合
論
を
否
定
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
立
場
は
あ
く
ま
で
近
代
数
学
の
原
理
並
び
に
方
法
を
金
面
的
に
維
持
し
、
従
っ
て
カ
ン
ト
ー
ル
の
集
合

　
　
論
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
謂
は
ば
正
統
的
立
場
に
立
っ
て
専
ら
そ
れ
の
強
化
を
企
図
す
る
。
し
か
し
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
基
礎
論
は
半
世
紀
を

　
　
費
し
て
未
だ
完
成
せ
ず
、
寧
ろ
完
成
は
絶
望
視
す
ら
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
難
関
は
連
続
論
（
数
学
的
に
は
実
…
数
論
）
に
あ
る
。
博
士
の
論

　
　
究
も
専
ら
こ
の
連
続
論
に
集
中
す
る
。
博
士
は
カ
ン
ト
ー
ル
・
ヒ
ル
ベ
ル
ト
的
伝
統
的
な
数
学
的
思
惟
を
以
て
し
て
は
挫
折
せ
ざ
る
を
得

　
　
ぬ
と
な
し
、
連
続
論
は
同
一
性
の
論
理
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
得
ず
、
弁
証
法
的
論
理
を
要
求
し
、
博
士
の
所
謂
「
歴
史
主
義
」
が
始
め

　
　
て
克
く
こ
れ
を
打
開
し
得
る
こ
と
、
の
み
な
ら
ず
こ
の
「
歴
史
主
義
」
は
現
代
の
数
学
そ
の
も
の
の
内
部
に
捨
て
、
そ
の
尖
端
に
重
て
、

　
　
顕
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
今
揖
目
覚
し
い
発
展
を
な
し
つ
つ
あ
る
位
相
数
学
に
於
て
認
め
、
最
後
に
こ
の
位
相
学
の
哲
学
的

　
　
解
明
を
企
て
る
の
で
あ
る
．
、

　
　
　
こ
こ
に
所
謂
「
歴
史
主
義
」
は
実
質
的
に
は
種
の
論
理
の
定
式
化
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
田
辺
哲
学
の
論
理
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
は
雷
ふ
ま
で
も
な
い
。
種
の
論
理
は
周
知
の
如
く
固
女
社
会
存
在
の
論
理
で
あ
り
、
類
・
種
・
億
の
絶
対
否
定
的
交
互
媒
介
の
論

　
　
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
が
歴
史
に
適
驚
さ
れ
た
も
の
が
博
士
の
歴
史
主
義
に
外
な
ら
ぬ
。
歴
史
主
義
な
る
概
念
そ
の
も
の
は
書
ふ
ま
で

　
　
も
な
く
本
来
歴
史
解
釈
の
一
理
論
で
あ
り
、
博
士
が
長
く
想
ひ
を
潜
め
ら
れ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
共
感
し
な
が
ら
そ
れ
の
陥
る
相
対

　
　
主
義
か
ら
の
脱
却
超
越
に
苦
篤
し
、
終
に
過
玄
を
未
来
に
転
換
す
る
現
在
の
「
瞬
間
」
の
独
自
な
把
握
に
よ
っ
て
梢
対
的
即
絶
対
的
な
歴

　
　
史
主
義
が
樹
立
さ
れ
た
、
そ
れ
が
此
処
に
謂
ふ
「
歴
史
主
義
扁
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
主
義
を
以
て
今
日
の
数
理
哲
学
の
基
礎
問
題
を
打

　
　
質
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
で
あ
る
。
現
在
の
数
学
基
礎
論
が
極
は
め
て
形
式
的
な
テ
ク
ニ
カ
ル
な
論
究
に
没

　
　
入
し
て
み
る
現
状
に
於
て
ま
こ
と
に
空
谷
の
楚
音
に
外
な
ら
ぬ
．
．

一、

A
続
」
の
問
題
は
遠
く
ギ
日
・
シ
瀞
、
の
哲
学
・
数
学
以
来
理
代
に
ま
で
及
ふ
古
典
的
な
問
題
で
あ
る
。
問
題
自
身
と
し
て
は
単
に
数
学



　
　
的
論
理
的
な
問
題
に
止
り
ず
、
広
く
且
つ
深
く
我
々
の
思
想
一
般
の
根
底
に
係
は
り
を
も
つ
極
は
め
て
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
。
近
世
の

　
　
哲
学
に
於
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
こ
れ
を
主
題
的
に
問
題
に
し
、
こ
れ
を
「
私
の
大
原
理
」
と
呼
び
、
自
己
の
哲
学
の
根
本
原
理
と
し
た

　
　
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
又
こ
れ
が
近
代
科
学
の
基
礎
原
理
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
書
ふ
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で

　
　
「
連
続
」
は
直
観
的
に
は
極
は
め
て
明
瞭
な
観
念
で
あ
る
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
概
念
的
論
理
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、
既
に
ギ
リ
シ
ャ

　
　
の
ゼ
ノ
ン
が
指
摘
し
た
や
う
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
を
自
由
の
概
念
と
共
に
「
人
馬
精
神
の

　
　
二
つ
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
と
呼
び
、
カ
ン
ト
も
こ
れ
に
於
て
二
律
背
反
を
見
膿
し
た
。
こ
れ
の
厳
密
な
論
理
的
解
明
は
近
代
の
解
析
数
学
の

　
　
発
展
に
よ
っ
て
始
め
て
緒
に
就
い
た
。
　
「
極
限
」
概
念
に
よ
る
基
礎
付
け
が
そ
れ
で
あ
り
。
カ
ン
ト
ー
ル
の
集
合
論
は
そ
れ
の
完
成
で
あ

　
　
る
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
連
続
を
空
間
的
直
観
に
依
存
せ
ず
専
ら
論
理
的
に
「
要
素
の
集
合
」
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
…
ル
の
集
合
論
も
未
だ
そ
れ
の
張
底
に
重
大
な
欠
陥
を
も
つ
故
に
、
改
め
て
こ
れ
を
公
理
主
義
的
方
法
に

　
　
よ
っ
て
再
建
し
よ
う
と
す
る
者
が
ヒ
ル
ベ
ル
ト
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
彼
は
カ
ン
ト
！
ル
的
集
合
論
的
暴
悪
を
是
認
し
、
ひ
た
す
ら
こ
れ

　
　
の
強
化
に
努
め
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
能
力
（
理
牲
）
の
批
判
に
倣
っ
て
、
近
代
の
数
学
的
思
惟
（
特
に
推
論
）
の
「
批

　
　
判
」
を
企
て
、
そ
れ
の
無
矛
盾
牲
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
所
謂
「
証
明
論
」
　
（
囲
W
①
≦
Φ
圃
Q
a
酔
ゲ
O
O
H
一
①
）
　
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
し
実

　
　
数
論
・
連
続
論
に
関
し
て
は
こ
の
企
画
は
未
だ
成
功
し
て
み
な
い
。
　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
は
端
的
に
こ
の
挫
折
の
必
然
性
か
ら
出

　
　
発
す
る
。
田
辺
博
士
は
カ
ン
ト
…
ル
的
集
合
論
的
思
惟
、
並
び
に
こ
れ
を
支
持
す
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
立
場
で
は
連
続
の
基
組
付
け
は
原
理

　
　
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
カ
ン
ト
…
ル
の
理
論
と
論
理
的
に
等
価
と
解
さ
れ
て
み
た
デ
テ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
の
概
念
を
新
ら

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
く
評
価
し
領
承
し
て
、
新
ら
し
い
連
続
論
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
博
士
は
、
連
続
体
の
要
素
を
存
在
概
念
と
し
て
の
「
極
限
要
素
」

　
　
で
な
く
、
デ
テ
キ
ン
ト
的
な
「
切
断
」
　
に
求
め
る
。
　
切
断
を
「
厚
さ
な
き
絶
対
に
鋭
利
な
刃
の
ナ
イ
フ
で
由
る
」
　
こ
と
に
比
し
、
　
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
隙
間
を
作
る
こ
と
な
き
切
口
を
与
へ
る
絶
対
に
鋭
利
な
ナ
イ
フ
鼠
は
そ
れ
憂
身
無
な
る
ナ
イ
フ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
連
続
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
要
素
と
し
て
の
切
断
は
、
空
問
的
な
一
様
雛
の
上
に
立
つ
存
在
概
念
と
し
て
の
点
、
極
限
の
如
く
対
象
的
に
固
定
さ
れ
得
る
存
在
で
な
く
、

855　
　
　
　
　
　
賑
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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ヘ
　
　
　
へ

時
間
の
個
別
的
な
瞬
間
に
網
幽
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
博
士
に
と
っ
て
は
、
連
続
体
は
「
整
序
を
容
れ
ぬ
反
対
交
錯
の
動
的
二
重
佐
」
を

も
ち
、
　
「
重
畳
的
渦
流
を
成
す
」
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
連
続
体
は
到
底
「
無
限
に
近
迫
す
る
極
限
一
と
い
ふ
如
き
（
カ
ン
ト
の
「
理

念
」
に
相
当
す
る
）
概
念
に
よ
っ
て
は
理
解
し
得
ず
、
必
然
的
に
弁
証
法
的
把
握
を
必
要
と
す
る
、
し
か
し
そ
の
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
観
想
の
弁
証
法
を
超
え
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
実
践
弁
証
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
博
士
に
於
て
は
数
学
も
単
に
パ
ス
カ
ル
の
所
謂

幾
何
学
的
精
神
の
所
産
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
℃
9
嵩
①
）
。
連
続
の
要
素
と
し
て
の
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
を
空
間
の
点
で
な
く
時
間
の
瞬
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
根
隠
す
る
と
い
ふ
の
は
単
に
比
喩
で
な
く
、
実
際
に
時
間
的
契
機
を
こ
れ
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
瞬
問
は
過
去
を
未
来
に
転
換
媒
介
す

る
動
的
生
滅
的
な
現
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
何
れ
の
存
在
に
も
属
し
な
い
自
己
否
定
的
な
無
で
あ
り
、
循
環
渦
動
の
無
的
中
心
で
あ

り
、
矛
盾
の
動
的
統
一
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
己
矛
盾
的
自
己
否
定
的
で
あ
っ
て
決
し
て
自
己
同
一
的
自
己
肯
定
的
た
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
か
か
る
時
間
は
空
間
的
な
自
己
同
一
的
な
存
在
に
於
て
は
成
立
し
得
ず
主
体
的
行
為
に
於
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
。
博
士

に
よ
れ
ば
、
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
は
正
に
か
か
る
瞬
問
の
性
格
を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
集
合
の
有
た
る
固
定
的
点
と
し
て
の
極
限

に
比
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
「
過
去
と
未
来
と
の
対
立
抗
争
、
顯
倒
循
環
を
絶
対
無
に
於
て
否
定
媒
介
す
る
行
為
に
比
す
べ
き

も
の
臨
で
、
　
「
轟
轟
否
定
的
無
の
主
体
の
行
為
に
対
す
る
象
徴
」
で
あ
り
、
動
的
転
換
性
具
蓋
渦
動
性
の
中
心
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

連
続
体
は
「
自
己
を
犠
牲
に
し
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
無
の
力
を
通
じ
て
こ
れ
に
切
断
を
加
へ
る
自
由
否
定
的
行
為
を
媒
介
と
し

て
の
み
」
再
建
さ
れ
る
と
す
る
。
　
「
無
は
た
だ
自
己
を
無
化
す
る
行
為
に
於
て
信
証
自
覚
せ
ら
れ
る
だ
け
で
、
直
観
せ
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
」
（
や
8
）
。
「
行
為
は
無
の
現
成
と
し
て
の
有
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
象
徴
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
学
的
に
は
切

断
こ
そ
ま
さ
に
そ
れ
に
相
縛
す
る
」
（
ワ
嵩
①
）
。
　
「
た
だ
絶
対
無
に
媒
介
せ
ら
れ
た
膚
、
絶
対
転
換
の
行
為
の
契
機
と
し
て
の
存
在
、
純

銀
即
静
な
る
不
断
の
更
新
に
於
て
あ
る
瞬
間
と
し
て
の
み
、
切
断
は
自
覚
せ
ら
れ
る
。
…
…
有
で
も
な
く
無
で
も
な
い
成
で
あ
り
転
化
で

あ
る
、
し
か
し
こ
の
成
は
自
然
的
生
成
で
な
く
、
生
成
即
行
為
と
し
て
歴
史
的
行
為
で
あ
る
」
（
豊
3
。

　
こ
こ
に
「
数
理
の
歴
史
主
義
」
が
主
張
さ
れ
る
。
田
辺
博
士
の
謂
ふ
数
学
の
歴
史
主
義
と
は
、
数
学
が
単
に
文
化
の
一
部
と
し
て
歴
史



的
に
規
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
常
識
的
に
も
明
瞭
な
事
実
を
主
張
す
る
の
で
は
固
よ
り
な
く
、
そ
こ
に
い
ふ
「
歴
史
的
」
と
は
「
自
然
的
生

成
」
に
対
立
す
る
歴
史
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
は
瞬
史
的
動
的
な
現
在
を
媒
介
と
し
て
過
去
が
栄
来
に
転
換
し
、
こ
の
転
換
は
個
体
的
主

体
の
行
為
に
於
て
成
立
す
る
、
と
い
ふ
意
味
で
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
主
体
の
行
為
的
転
換
的
統
一
を
本
質
的
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
意
味
で
の
歴
史
性
を
数
学
に
於
て
認
め
よ
う
と
す
る
の
が
博
士
の
数
理
の
歴
史
主
義
に
麗
な
ら
ぬ
。
こ
の
集
合
論
的
な
連
続
概
念

の
春
立
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
博
士
自
身
の
連
続
論
を
実
際
に
具
体
的
に
現
代
数
学
の
代
表
的
部
門
で
あ
る
位
相
学
に
経
て
証
示
し
よ
う

と
す
る
の
が
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
積
極
的
な
主
題
で
あ
る
。

　
か
か
る
本
来
具
体
的
な
歴
史
の
理
論
た
る
歴
史
主
義
を
専
ら
形
式
的
先
験
的
論
理
的
な
数
学
の
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
は
大
胆
な
試
み

に
見
え
る
が
、
し
か
し
右
の
如
き
歴
史
の
構
造
は
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
経
験
的
内
容
を
離
れ
て
抽
象
的
一
般
的
に
、
即
ち
先
験
的

に
自
覚
せ
ら
れ
る
歴
史
の
形
式
的
構
造
で
あ
る
（
ワ
お
り
）
。
そ
れ
故
博
士
の
謂
ふ
歴
史
主
義
は
歴
史
的
経
験
主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
　
「
ま
さ
に
数
学
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
先
験
的
形
式
主
義
を
謂
ふ
に
重
な
ら
ぬ
臨
（
ワ
さ
り
）
。
そ
れ
故
、
数
学
の
歴
史
主
義
は
数
学

の
先
験
的
形
式
主
義
に
背
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
数
学
基
礎
論
が
客
観
主
義
に
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
陥
っ
た
主
観

憔
無
視
の
抽
象
姓
を
曝
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
補
正
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
た
主
観
牲
恢
復
の
実
現
に
麗
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
（
慧
＆
。

博
士
に
と
っ
て
切
断
や
無
理
数
は
か
か
る
歴
史
主
義
に
依
存
す
る
行
為
的
自
覚
の
主
観
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

W

　
　
　
「
数
学
の
歴
史
主
義
的
構
造
が
歴
史
主
義
的
に
、
数
学
そ
の
も
の
の
歴
史
的
発
達
に
よ
っ
て
証
示
す
る
も
の
」
が
位
桐
畑
で
あ
る
　
（
ワ

　
　
に
。
。
）
。
本
書
の
後
半
は
殆
ど
位
相
学
論
に
当
て
ら
れ
、
最
も
独
劇
の
確
信
に
満
ち
て
み
る
。
し
か
し
極
は
め
て
難
解
で
容
易
に
追
随
し
難

　
　
く
、
以
下
の
論
攻
も
無
理
解
、
誤
解
に
よ
る
の
で
な
い
か
を
詰
れ
る
。
専
門
数
学
者
に
も
博
士
の
位
栢
学
解
釈
に
対
し
て
は
首
督
し
難
い

87

@
も
の
が
あ
る
で
も
あ
ら
う
。
先
づ
出
来
る
だ
け
博
士
の
囲
指
す
と
弊
」
ろ
を
問
題
と
し
よ
う
。

5　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
挙
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
学
研
究
　
第
四
百
八
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
博
士
が
位
縮
学
に
寄
せ
る
関
心
と
評
価
は
、
例
へ
ば
○
◎
ゆ
¢
o
財
①
が
ζ
霧
び
Φ
ヨ
舞
節
ヨ
騨
国
①
肖
国
家
≦
団
。
冠
g
ロ
面
の
紹
介
文
（
「
科
学
基
礎
論
研
究
」

第
一
巻
第
三
弩
）
に
予
て
、
著
者
が
位
梢
学
に
及
ば
ず
、
そ
れ
の
翻
期
的
意
義
を
認
め
て
み
な
い
こ
と
を
葬
難
し
て
る
る
と
こ
ろ
に
も
窺
は
れ
る
。

　
猶
ほ
本
書
に
対
す
る
数
学
者
の
側
か
ら
の
批
評
と
し
て
末
綱
博
士
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
鷺
か
う
。
　
「
科
学
基
礎
論
研
究
」
第
一
巻
第
圏

号
（
搭
綬
）
。

　
猶
ほ
照
に
一
つ
付
け
加
へ
る
な
ら
、
異
才
を
惜
し
ま
れ
な
が
ら
卑
く
病
没
し
た
ベ
ッ
テ
ィ
・
ハ
イ
マ
ン
の
遺
稿
「
弁
謁
法
的
運
動
の
数
学
的
嚢
現
可

能
性
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
じ
ご
ゑ
受
鵠
魚
ヨ
⇔
口
P
ω
岩
8
ヨ
質
⇔
急
認
①
費
。
（
δ
ぎ
譲
。
σ
奄
鉱
。
・
℃
ぼ
8
ω
○
も
ま
ρ
ド
リ
呼
時
》
巳
宮
門
鵠
α
q
漏
）
は
、
弁
証
法
と
数
学
の

関
係
を
取
り
扱
っ
て
み
る
点
に
於
て
共
融
の
問
題
に
関
聯
す
る
限
り
興
味
が
あ
る
が
、
素
材
と
思
想
の
豊
富
、
透
徹
、
深
さ
に
於
て
懸
隔
の
あ
る
こ
と

は
何
人
も
否
み
得
な
い
で
あ
ら
う
。

　
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
位
相
学
の
劃
期
的
な
方
法
論
的
独
創
性
は
た
し
か
に
従
来
の
数
学
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
歴
史
主
義
的
構
造
に
あ
る
」
。

勿
論
、
博
士
も
、
「
位
稲
学
が
数
学
の
歴
史
主
義
的
見
地
な
ど
い
ふ
も
の
に
導
か
れ
て
創
始
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
」
。
こ
の
や
う

な
解
釈
は
寧
ろ
「
歴
史
の
偶
然
性
を
無
視
し
た
合
理
主
義
的
演
繹
を
偏
重
す
る
謬
見
」
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
様
々
の
特
殊
な
問
題
を
動

機
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
方
法
論
的
に
一
般
化
し
、
統
一
的
な
数
学
の
新
ら
し
い
部
門
に
ま
で
纒
め
上
げ
た
の
は
現
代
数
学
の
抽
象
化
的

方
法
に
よ
る
こ
と
を
認
め
て
み
る
（
や
滋
。
）
。
博
士
の
主
張
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
位
相
学
の
劃
期
的
な
独
創
を
位
相
学
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

歴
史
主
義
的
構
造
に
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（
7
H
お
）
。

　
博
士
は
位
根
学
の
特
色
と
し
て
、
先
づ
第
一
に
集
合
論
と
の
本
質
的
対
立
的
相
違
を
挙
げ
る
。
集
合
論
が
素
的
要
素
の
集
団
乃
至
積
聚

と
し
て
連
続
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
　
（
博
士
に
よ
れ
ば
正
に
そ
の
故
に
集
合
論
は
挫
折
し
た
の
で
あ
る
が
）
、
位
相
学
は

「
こ
の
集
合
論
の
挫
折
難
破
し
た
連
続
体
の
暗
礁
を
却
っ
て
そ
の
基
地
拠
点
と
し
出
発
点
と
す
る
も
の
」
、
「
臨
礁
を
そ
の
ま
ま
に
残
さ
ず
、

進
ん
で
そ
れ
を
飛
行
機
発
着
の
基
地
に
造
り
変
へ
る
こ
と
に
よ
り
、
集
含
論
の
船
舶
航
行
を
難
破
の
危
険
に
曝
す
階
梯
が
、
却
っ
て
飛
行

基
地
に
化
せ
ら
れ
利
用
さ
れ
る
」
こ
と
、
　
「
す
な
は
ち
位
相
学
は
、
単
に
要
素
の
み
を
基
本
的
と
考
へ
て
要
素
の
集
団
に
連
続
体
を
も
還

元
し
よ
う
と
す
る
集
合
論
の
要
素
主
義
的
熱
地
を
棄
て
、
要
素
は
必
ず
そ
れ
の
「
近
傍
」
或
は
「
環
境
」
と
呼
ば
れ
る
連
続
体
の
内
部
に



　
　
位
置
す
る
も
の
と
考
へ
る
篇
。
各
々
の
点
に
は
そ
れ
の
包
み
込
ま
れ
る
空
間
部
分
が
伴
ふ
．
そ
の
や
う
な
空
馬
部
分
、
す
な
は
ち
『
，
近
傍
」

　
　
な
り
「
環
境
」
な
り
が
、
そ
れ
に
於
け
る
要
素
或
は
点
の
位
置
決
定
と
共
に
、
そ
れ
の
構
造
す
な
は
ち
所
謂
形
相
に
間
し
て
開
明
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
位
置
と
形
相
と
の
相
関
が
位
稲
学
の
名
の
由
来
す
る
所
で
あ
る
。
博
士
は
こ
の
位
置
と
形
相
と
を
並
列
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
翻
ホ
ッ
プ
）
に
反
対
し
、
根
焼
的
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
や
日
緯
む
。
も
し
「
近
東
」

　
　
が
点
の
部
分
集
合
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
定
の
点
の
位
概
が
変
換
せ
ら
れ
る
に
伴
ひ
「
近
傍
」
も
亦
全
空
問
と
共
に
変
換

　
　
せ
ら
れ
、
　
「
近
傍
」
は
位
麗
変
換
と
独
立
な
る
形
根
を
有
す
る
こ
と
は
不
．
芸
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
位
相
学
は
集
合
論
の
一
部
に
解
消

　
　
せ
ら
れ
、
位
穣
学
の
劃
期
的
意
義
は
空
語
に
帰
す
る
と
、
雷
は
れ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
、
位
相
学
は
か
か
る
集
合
論
的
位
相
学
と
は
甥
に
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
は
ゆ
る
代
数
学
的
位
相
学
を
初
め
か
ら
そ
の
固
有
な
る
特
殊
方
向
と
し
て
含
ん
で
み
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
こ
れ
は
、
集
合
論
的
方
法
に

　
　
於
け
る
如
く
に
こ
の
方
法
の
難
破
す
る
賭
礁
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
連
続
集
合
の
概
念
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
初
め
か
ら
非
連
続
的
可
算
的
、

　
　
否
む
し
ろ
有
限
的
見
地
に
立
っ
て
、
複
体
（
圏
。
ヨ
覚
①
×
）
　
の
代
数
学
的
組
合
的
〈
順
列
論
的
〉
分
析
を
行
ひ
、
以
て
環
境
の
雲
客
を
明

　
　
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
篇
。
「
こ
の
代
数
学
的
非
運
続
的
分
析
こ
そ
が
、
位
相
学
の
特
色
た
る
連
続
主
義
を
連
続
主
義
と
し
て
確
保
し
、

　
　
集
合
論
の
要
素
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
連
続
体
そ
の
も
の
の
組
合
せ
的
粗
造
を
明
に
す
る
ゆ
ゑ
ん
に
外
な
ら
な
か
っ
た
」
と
な
し
、
「
連

　
　
続
の
弁
証
法
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
、
そ
こ
に
は
支
配
」
し
て
み
る
こ
と
、
　
「
位
相
学
は
そ
の
成
立
上
、
元
来
、
二
肢
的
二
重
的
で
あ
り
、

　
　
し
か
も
む
し
ろ
形
相
分
析
的
の
方
向
が
特
に
位
相
学
的
と
し
て
重
き
を
な
し
た
」
（
ワ
δ
①
）
。
位
相
が
非
連
続
的
複
体
の
単
体
分
析
な
ど

　
　
に
よ
っ
て
明
に
せ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
集
合
諭
的
概
念
が
適
用
せ
ら
れ
る
と
岡
時
に
逆
に
集
合
論
野
寄
相
学
に
対
し
て
、
代
数
学
的
方
法

　
　
は
新
し
き
局
面
を
開
く
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
位
相
学
の
方
法
と
し
て
集
合
論
的
と
代
数
学
的
と
い
う
二
肢
は
、
単
に
並
列
し
互
に
分
離

　
　
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
根
倹
っ
て
位
相
学
が
始
め
て
二
重
媒
介
的
統
一
に
建
設
せ
ら
れ
る
も
の
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
こ
の
両
方
法
の
統
一
が
必
然
と
認
め
ら
れ
る
以
上
は
、
　
「
位
根
学
が
た
と
ひ
集
合
論
の
概
念
を
禰
ふ
る
も
、
そ
れ
は
集
合
論
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
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@
難
破
の
賭
礁
た
る
連
続
の
要
素
的
分
析
を
断
念
し
、
遮
続
の
基
盤
た
る
「
近
傍
」
を
集
合
の
概
念
か
ら
洗
浄
め
て
、
要
素
点
を
内
に
含
み

5　
　
　
　
　
　
賑
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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5
　
な
が
ら
そ
の
内
部
に
於
け
る
位
置
の
移
動
に
対
し
不
変
な
る
高
次
の
統
体
、
す
な
は
ち
複
体
の
如
き
も
の
と
、
思
惟
す
る
こ
と
が
必
然
」

　
　
（
ワ
δ
刈
）
、
　
「
む
し
ろ
き
っ
ぱ
り
と
連
続
の
集
合
論
的
要
素
的
晃
地
を
清
算
し
て
、
個
体
的
要
素
に
対
し
相
関
的
な
種
的
環
境
の
自
立
を

　
　
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
、
位
梢
学
を
緊
固
な
る
基
礎
の
上
に
建
設
す
る
所
以
」
（
ワ
若
返
9
）
と
す
る
。
こ
の
構
造
は
「
個
人
を
共
岡
社
会
の

　
　
環
境
に
於
け
る
行
為
主
体
と
し
て
捜
す
る
歴
史
主
義
」
に
比
論
的
で
あ
る
（
ワ
ま
。
。
）
。
「
位
相
学
の
代
数
学
的
方
法
に
従
ひ
環
境
の
非
集

　
　
合
論
的
高
次
統
一
性
を
確
認
し
、
そ
の
形
相
を
明
に
し
て
、
そ
れ
と
個
計
要
素
の
位
躍
関
係
と
を
相
関
的
に
変
換
不
変
性
に
於
て
認
識
す

　
　
る
こ
と
」
が
菊
桐
学
と
歴
史
と
の
比
論
的
構
造
を
確
立
す
る
。
位
稠
空
間
は
も
は
や
集
合
論
的
に
単
な
る
点
の
金
体
集
合
と
し
て
規
定
せ

　
　
ら
れ
る
如
き
も
の
で
あ
り
得
ず
、
あ
く
ま
で
個
体
と
環
境
と
の
交
互
否
定
的
媒
介
に
よ
る
行
為
的
立
体
的
統
一
と
し
て
歴
史
的
世
界
に
比

　
　
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
統
一
の
内
部
に
於
て
は
個
体
が
自
由
に
鋤
き
位
置
が
変
換
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
而
も
こ
の
童
体
の

　
　
行
動
に
よ
っ
て
環
境
の
自
立
が
破
ら
る
る
こ
と
な
く
保
た
れ
る
と
い
ふ
、
そ
の
変
化
し
な
が
ら
変
化
し
な
い
動
的
統
一
を
根
拠
附
け
る
と

　
　
こ
ろ
の
原
理
こ
そ
位
相
空
間
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
歴
史
世
界
の
銘
論
に
於
て
成
立
す
る
。
こ
れ
が
位
相
学
の
歴
史
主
義
的
構

　
　
造
に
外
な
ら
ぬ
し
と
さ
れ
る
（
ワ
ま
。
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
位
相
学
の
第
二
の
特
色
と
さ
れ
る
も
の
は
不
確
定
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
の
集
合
論
の
要
素
主
義
に
対
す
る
位
桐
学
の
連
続
主
義

　
　
の
、
主
体
的
行
為
的
側
面
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
℃
昌
8
）
。
位
相
空
間
は
、
前
述
の
如
く
、
個
的
要
素
と
種
的
環
境
と
の
糟
互
自
立
と
交
互

　
　
隈
定
と
い
ふ
三
関
関
係
に
於
て
成
立
し
、
そ
こ
か
ら
集
合
論
的
方
法
と
代
数
学
的
方
法
と
の
媒
介
が
成
立
つ
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
単
な

　
　
る
集
合
論
の
無
限
的
立
場
と
も
代
数
学
の
有
隈
的
兇
地
と
も
異
っ
た
、
無
限
に
し
て
有
限
、
墨
隈
に
し
て
無
事
と
い
ふ
如
き
自
己
矛
厨
的

　
　
逆
説
が
存
し
、
か
か
る
事
態
は
存
在
の
立
場
で
は
明
に
矛
噛
で
あ
る
が
、
行
為
の
立
場
で
は
、
肯
定
と
否
定
と
の
何
れ
に
も
固
定
せ
ら
れ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
い
純
動
と
し
て
行
謹
さ
れ
る
、
こ
こ
に
位
桐
学
特
有
の
方
法
論
的
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
不
確
定
性
と
い
は
れ
る
の
は
、
例

　
　
へ
ば
、
位
相
学
の
古
典
的
実
例
で
あ
る
メ
ー
ビ
ウ
ス
の
環
帯
（
細
長
い
矩
形
の
紙
を
一
度
涙
っ
て
骨
端
を
貼
り
合
は
せ
た
も
の
）
は
表
裏

　
　
相
連
続
し
、
表
面
即
裏
瀟
、
裏
面
即
表
面
の
統
一
を
な
す
が
、
こ
の
統
一
は
聖
上
を
帯
に
沿
っ
て
運
動
す
る
主
体
に
対
し
て
の
み
成
立
す



591

る
も
の
で
、
こ
の
運
動
行
為
を
止
め
て
静
止
の
位
置
に
固
定
し
た
存
在
に
対
し
て
は
表
面
か
裏
面
か
の
何
れ
か
に
隈
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ

こ
か
ら
存
在
に
包
み
き
れ
な
い
行
為
の
特
色
と
し
て
の
、
存
在
の
立
場
か
ら
見
て
の
不
確
定
性
が
生
じ
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く

要
素
と
環
境
と
は
互
に
自
立
的
で
而
も
交
互
的
相
関
的
で
あ
り
、
こ
れ
が
行
為
的
立
場
に
於
て
転
換
的
媒
介
的
に
統
一
さ
れ
る
、
こ
の
要

素
（
個
体
）
と
環
境
と
の
交
互
的
媒
介
性
は
、
歴
史
に
固
有
な
、
過
去
未
来
の
否
定
的
転
換
を
媒
介
す
る
現
在
の
革
新
的
行
為
性
に
於
て

成
立
す
る
こ
と
を
毘
る
こ
と
が
、
　
「
位
相
学
の
歴
史
主
義
的
構
造
の
完
成
的
頂
点
」
で
あ
る
（
ワ
ミ
H
）
。
位
相
学
の
歴
史
主
義
的
構
造
の

第
三
の
特
色
は
、
個
体
が
位
倒
学
的
位
置
を
も
ち
、
　
「
現
在
瞬
間
的
動
的
転
換
的
行
為
性
」
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
（
喝
◎
ミ
H
）
。
綴
体
的
点

が
連
続
的
な
環
境
の
内
に
含
ま
れ
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
連
続
的
な
環
境
の
内
部
に
於
て
非
連
続
的
な
変
形
（
例
へ
ば

撰
れ
）
の
起
る
境
界
に
位
置
し
、
環
境
に
対
す
る
対
立
的
部
分
を
媒
介
す
る
。
こ
れ
は
「
欄
体
が
社
会
的
環
境
の
過
去
的
伝
統
と
そ
の
未

来
的
革
新
と
の
中
間
で
あ
る
現
在
に
位
置
し
て
、
過
去
と
未
来
と
の
非
連
続
的
対
立
の
境
界
に
立
ち
、
進
ん
で
自
己
を
こ
の
交
互
的
否
定

の
対
立
の
無
底
の
底
に
犠
牲
と
し
て
沈
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
が
未
来
に
転
換
せ
ら
れ
る
革
新
行
為
の
無
的
主
体
と
な
り
、
絶
対
無

の
還
柑
と
し
て
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
応
す
る
」
（
唱
．
ミ
ト
。
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
偲
体
的
自
己
は
あ
く
ま
で
無
の
主
体
と

し
て
、
集
合
論
的
に
固
定
せ
ら
れ
た
有
と
し
て
の
空
間
的
点
と
看
饗
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
間
の
現
在
（
瞬
間
）
が
不
断
に
消
滅
即
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

活
す
る
無
の
象
徴
と
し
て
、
空
間
点
の
如
く
固
定
せ
ら
れ
な
い
の
と
同
様
で
、
正
に
驚
動
と
し
て
不
断
に
変
換
せ
ら
れ
、
死
復
活
す
る
も

の
で
あ
る
。
か
か
る
個
体
の
位
置
は
、
　
「
個
体
を
限
定
す
る
環
境
と
し
て
の
種
的
基
体
が
逆
に
個
的
主
体
の
無
的
動
性
に
媒
介
規
定
せ
ら

れ
て
、
歴
史
的
変
転
の
親
鳥
的
変
換
に
対
し
不
変
性
を
示
す
変
換
即
不
変
の
非
連
続
的
連
続
を
そ
の
形
根
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
」
規
定
さ
れ
る
。
個
体
の
動
的
位
置
は
環
境
の
内
部
な
る
境
界
の
変
換
的
不
変
牲
に
即
し
て
の
み
聯
立
す
る
。
詩
体
も
環
境
も
そ
の
動

的
境
界
に
よ
り
交
互
転
換
的
に
媒
介
せ
ら
れ
て
共
に
動
的
に
自
立
し
つ
つ
交
互
限
定
を
な
す
の
で
あ
る
。
　
「
位
根
学
の
歴
史
主
義
的
構
造

は
こ
の
動
的
境
界
の
、
現
在
瞬
間
的
変
換
行
為
に
対
す
る
比
論
に
よ
っ
て
全
く
明
か
に
さ
れ
た
と
儒
ず
る
篇
（
ワ
嵩
ω
）
。

　
結
局
、
連
続
体
と
佃
と
の
閣
係
は
、
集
合
論
の
要
素
主
義
的
立
場
か
ら
は
処
理
し
得
ず
、
位
稠
学
的
な
環
境
的
基
体
と
個
的
主
体
と
の

　
　
　
　
団
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
暫
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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交
互
媒
介
と
い
ふ
構
造
を
も
つ
と
い
ふ
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
位
相
学
的
方
法
は
集
合
論
を
締
め
出
す
の
で
は
な
く
、
代
数
学
的
有
限
主

義
的
方
法
と
集
合
論
的
無
限
主
義
的
方
法
と
の
相
対
立
す
る
方
法
の
結
合
で
あ
っ
て
、
か
か
る
結
合
を
一
毅
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠

を
示
し
得
る
も
の
は
歴
史
主
義
の
外
に
な
い
。
位
相
学
は
環
境
の
連
続
即
非
連
続
の
統
一
を
も
つ
て
、
集
合
論
の
非
連
続
的
要
素
主
義
を

連
続
に
ま
で
媒
介
す
る
と
岡
時
に
、
環
境
を
非
連
続
即
連
続
と
し
て
集
合
論
的
立
場
に
転
換
す
る
。
　
「
位
相
学
も
そ
の
論
理
的
に
判
明
な

る
概
念
の
精
密
体
系
を
組
織
す
る
た
め
に
は
集
合
論
を
必
要
と
す
る
、
嘉
穂
学
的
変
換
の
集
合
論
的
兇
地
を
媒
介
と
し
て
位
相
学
は
そ
れ

の
本
来
の
立
場
で
あ
っ
た
麿
限
主
義
的
直
観
に
よ
る
特
殊
閥
題
の
数
体
系
的
処
理
か
ら
一
躍
数
学
と
し
て
論
理
的
に
体
系
化
せ
ら
れ
た
組

織
に
ま
で
発
達
し
た
」
。
　
位
穣
学
と
集
合
論
と
は
何
れ
か
の
一
方
か
ら
他
方
が
導
出
さ
れ
、
　
一
元
化
せ
ら
れ
な
い
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

固
有
な
立
場
を
保
持
し
て
自
立
し
な
が
ら
而
も
網
互
転
L
・
襖
的
に
媒
介
せ
ら
れ
結
合
統
一
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
権
補
的
に
結
合
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
出
来
る
だ
け
博
士
の
言
葉
に
忠
実
に
論
旨
を
要
約
し
た
が
、
博
士
の
反
復
懇
切
な
情
熱
の
籠
っ
た
論
結
の
叙
述
と
し
て
は
甚
だ

粗
筆
で
あ
る
と
し
て
も
、
　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
の
覧
標
と
論
旨
は
略
女
こ
れ
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
上
述
の
や
う
に
、
こ
こ

で
謂
ふ
「
歴
史
主
義
し
は
主
体
的
行
為
を
枢
軸
と
し
て
成
立
す
る
本
来
の
歴
史
的
世
界
を
地
盤
と
し
、
根
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
田

辺
哲
学
の
独
自
な
「
種
の
論
理
篇
に
よ
っ
て
支
へ
ら
れ
て
る
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
種
の
論
理
を
以
て
全
体
系
を
貫
く
こ
と
が
賑
辺
哲

学
の
目
標
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
宗
教
、
道
徳
、
芸
術
に
於
て
試
み
ら
れ
た
種
の
論
理
の
弁
証
を
最
も
抽
象
的
形
式
的
な
科
学
・
数
学
に

於
て
果
し
た
も
の
と
し
て
こ
こ
に
田
辺
哲
学
の
体
系
は
完
結
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
主
体
的
行
為
が
真
に
本
来
の
充
実
し
た

意
味
を
も
つ
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
歴
史
的
…
世
界
で
あ
る
。
そ
の
「
歴
史
の
論
理
し
を
以
て
、
そ
れ
と
最
も
対
雛
的
な
、
言
忌
に
理
論
的

観
想
的
な
科
学
で
あ
る
数
学
に
臨
み
、
而
も
単
に
図
式
的
概
括
的
に
で
な
く
、
現
段
階
の
数
学
の
尖
端
的
理
論
に
深
く
没
入
し
て
、
そ
れ

の
内
在
的
省
察
を
通
し
て
種
の
論
理
を
弁
証
し
、
現
代
の
数
学
は
こ
の
種
の
論
理
に
よ
る
外
十
金
な
基
礎
付
け
を
受
け
得
な
い
と
主
張
す



る
も
の
で
あ
っ
て
、
誠
に
徹
底
強
靱
大
胆
、
前
人
未
踏
的
な
試
み
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
に
於
け
る
実
践
的
行
為
的
契
機
を
強
調

す
る
の
は
田
辺
哲
学
の
根
本
的
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
特
徴
は
こ
の
数
理
の
歴
史
主
義
に
於
て
最
も
端
的
な
形
で
、
寧
ろ
完
成
さ
れ
た
形

で
発
揮
さ
れ
て
る
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
こ
の
書
は
田
辺
哲
学
の
完
結
で
あ
る
と
書
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
論
構
を
歴
史
主
義
の
論
理

の
単
な
る
比
論
と
す
る
批
評
は
当
ら
な
い
。
数
学
的
理
論
の
内
的
構
造
か
ら
の
省
察
で
あ
っ
て
、
単
に
比
論
的
に
、
比
論
に
よ
っ
て
、
構

想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る
比
論
な
ら
ば
内
面
的
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
後
記
に
率
直
に
告
白
さ
れ
て
る
る
如
く
、
　
「
専
心
勉

強
し
て
、
基
礎
論
の
立
場
を
理
解
し
、
そ
の
限
界
を
究
明
」
し
た
も
の
で
、
「
細
謹
に
亘
る
探
究
の
道
程
」
の
成
果
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ

に
於
て
自
家
の
論
理
を
以
て
一
切
を
貫
か
ん
と
す
る
体
系
家
の
真
面
目
を
こ
そ
見
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
博
士
が
数
学
的
現
実
の
「
状

況
」
そ
の
も
の
の
中
で
、
探
究
し
思
索
し
、
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
何
よ
り
も
自
已
の
思
惟
に
厳
格
で
誠
実
で

あ
っ
た
博
士
に
対
す
る
当
然
の
敬
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
．
の
結
果
が
状
況
そ
の
も
の
に
対
し
て
成
功
し
た
か
否
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
博
士
も
率
直
に
告
白
さ
れ
て
る
る
や
う
に
こ
れ
は
覚
書
で
あ
っ
て
体
系
的
展
開
の
書
で
は
な
い
。
専
ら
連
続
性
の
問
題
に
集

中
し
て
み
る
。
小
論
も
主
と
し
て
こ
れ
に
綱
限
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

V

　
　
　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
は
上
述
の
如
く
現
代
の
数
学
基
礎
論
を
動
機
と
す
る
連
続
論
を
中
心
に
し
て
、
数
学
の
発
展
が
博
士
の
所

　
　
謂
「
歴
史
主
義
し
を
具
現
し
て
み
る
こ
と
を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
数
学
の
全
蕗
に
亘
る
も
の
で
な
く
、
数
学
基
礎
論
が

　
　
停
滞
し
或
は
難
渋
（
博
士
に
よ
れ
ば
挫
折
）
す
る
連
続
論
に
集
中
し
、
カ
ン
ト
…
ル
の
集
合
論
及
び
そ
れ
を
擁
護
す
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
公

　
　
理
主
義
の
批
判
か
ら
デ
テ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
の
解
釈
を
通
し
て
博
士
自
身
の
独
自
な
歴
史
主
義
に
よ
る
連
続
論
を
展
開
し
、
こ
れ
を
現

　
　
代
の
数
学
の
代
表
的
分
野
で
あ
る
位
相
学
に
於
て
証
示
し
よ
う
と
す
る
。
博
士
の
連
続
論
の
核
芯
は
、
連
続
を
生
成
重
畳
的
渦
流
的
な

　
　
「
好
漁
」
と
し
、
こ
れ
を
有
と
し
て
の
点
（
要
素
）
の
集
合
に
還
元
し
得
な
い
も
の
と
し
、
無
限
に
近
書
す
る
「
極
隈
」
概
念
を
以
て
し
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二

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヨ

て
も
、
そ
れ
が
存
在
的
理
念
で
あ
る
限
り
は
、
把
握
し
得
な
い
、
連
続
は
一
様
的
霞
己
二
一
的
な
空
間
的
性
格
の
も
の
で
な
く
、
生
成
消

滅
的
な
時
間
的
性
格
の
も
の
、
従
っ
て
空
間
的
な
点
で
な
く
時
間
的
な
瞬
間
を
要
素
と
す
る
如
き
も
の
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
愚
問
は
過
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
未
来
と
転
換
す
る
現
在
に
於
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
存
在
で
な
く
無
的
な
姓
格
の
も
の
、
　
「
伝
統
的
過
去
を
否
定
転
換
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
革
新
的
未
来
を
将
来
す
る
主
体
的
行
為
に
於
て
成
立
す
る
も
の
、
直
観
さ
れ
る
も
の
で
な
く
死
復
活
に
於
て
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
、
で
あ

る
。
も
し
連
続
体
を
か
く
の
如
き
も
の
と
す
る
な
ら
、
存
面
す
る
点
要
素
の
集
合
と
し
て
理
解
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か

し
か
か
る
連
続
観
が
位
相
学
に
於
て
具
現
さ
れ
て
み
る
と
す
る
博
士
の
主
張
は
問
題
で
あ
る
。
位
相
学
は
本
来
広
義
の
空
間
論
で
あ
る
が
、

正
に
こ
れ
に
於
て
時
間
性
を
本
質
的
契
機
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
空
間
化
に
反
対
す
る
の
は
博
士
の
予
て
強
調
す

る
根
本
思
想
で
あ
る
。
博
士
は
物
理
学
の
網
対
性
理
論
が
時
間
を
四
次
冗
空
間
の
単
な
る
一
次
元
に
解
消
せ
し
め
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
、

時
間
の
対
空
問
的
な
時
間
性
を
力
説
す
る
。
博
士
の
連
続
論
の
根
本
的
特
色
も
連
続
体
に
時
間
遅
を
本
質
的
契
機
と
し
て
認
め
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
単
に
空
間
的
な
も
の
で
な
く
、
又
単
に
空
間
的
な
も
の
に
還
元
し
得
ぬ
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
田
辺
哲
学
の
体
系
的
要
求
で
あ

る
。　

そ
れ
故
、
博
士
は
、
連
続
体
を
点
要
素
の
集
合
と
解
す
る
カ
ン
ト
ー
ル
に
対
し
て
デ
テ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
は
連
続
性
を
連
続
即
非
連

続
と
鰐
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
は
「
自
己
を
蕪
化
し
た
主
観
が
厚
さ
の
な
い
刃
で
連
続
体
を
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
て
再
構
成
す
る
」
意

義
を
も
つ
も
の
と
し
て
数
理
の
歴
史
牲
の
「
好
適
例
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
連
続
滋
藤
連
続
を
な
す
切
断
要
素
は
極
限
要

素
と
し
て
の
有
と
し
て
の
点
で
な
く
、
過
去
と
未
来
を
連
続
せ
し
め
る
現
在
の
瞬
問
と
類
比
的
な
も
の
で
、
行
為
的
動
的
な
無
の
主
体
で

あ
り
、
無
の
象
徴
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
に
対
す
る
博
士
の
解
釈
は
既
に
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
（
や
旨
臨
）
中
に
關
…
陳
さ
れ
て
る
る
。
こ
の
解
釈
は
プ
ラ

ト
ン
後
期
の
概
念
分
割
（
H
）
｝
鎚
一
二
①
ω
陣
ω
）
の
理
論
に
於
け
る
「
超
過
不
足
の
不
定
の
一
こ
の
思
想
を
動
機
と
す
る
。
　
「
極
限
が
単
な
る
存
在

の
立
場
に
立
つ
に
対
し
、
切
断
は
行
為
の
立
場
で
あ
る
と
い
ふ
特
色
を
発
揮
す
る
。
或
は
前
者
の
単
に
存
在
論
的
な
る
に
対
し
、
後
者
は



実
存
主
義
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
本
来
有
理
数
は
有
と
し
て
存
在
に
属
し
、
無
理
数
は
無
と
し
て
行
為
に
属
す
る
。
カ
ン
ト
…
ル

の
集
合
論
は
、
無
を
有
化
し
、
無
理
数
を
有
理
数
の
無
限
系
列
の
極
限
に
帰
せ
ん
と
す
る
合
理
主
義
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
デ

テ
キ
ン
ト
の
切
断
概
念
は
、
行
為
の
絶
対
無
性
を
象
徴
す
る
点
に
於
て
、
弁
証
法
的
た
る
の
で
あ
る
」
（
マ
ト
。
刈
も
。
h
）
と
言
は
れ
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
か
し
か
か
る
デ
テ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
の
概
念
は
あ
く
ま
で
博
士
自
身
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
デ
テ
キ
ン
ト
自
身
の
中
に
か
か
る
所
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
。
運
続
を
要
素
の
集
合
か
ら
構
成
す
る
考
へ
方
に
対
し
て
切
断
の
概
念
を
以
て
す
る
こ
と
に
対
す
る
共
感

で
あ
り
、
或
は
そ
れ
か
ら
の
示
唆
に
止
ま
る
。
し
か
し
こ
の
切
断
を
「
厚
さ
の
な
い
刃
で
」
の
切
断
、
従
っ
て
切
断
し
て
切
断
せ
ず
、
切

断
せ
ず
し
て
切
断
す
る
と
い
ふ
如
き
逆
説
的
弁
証
法
的
解
釈
は
博
士
の
独
創
的
卓
冤
で
あ
る
。
し
か
し
デ
テ
キ
ン
ト
に
於
て
は
連
続
体
の

構
成
が
問
題
で
あ
る
限
り
、
従
来
こ
れ
が
カ
ン
ト
…
ル
の
理
論
と
等
価
と
さ
れ
て
み
た
こ
と
に
対
す
る
博
士
の
激
し
い
抗
議
は
必
ら
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

も
当
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
博
士
に
於
て
は
専
ら
切
断
の
概
念
が
闘
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
数
学
的
に
は
等
麺
と
見
倣
す
こ
と
は
そ

ん
な
に
不
当
で
は
な
い
。
（
デ
テ
キ
ン
ト
の
こ
の
理
論
が
論
理
的
に
問
題
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
）
。
連
続
は
博
士
の
言
は
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
如
く
「
重
畳
的
渦
流
」
を
な
し
、
　
「
整
序
を
容
れ
得
ぬ
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、
数
学
的
に
は
整
序
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
り
、
寧
ろ
整

序
す
る
こ
と
が
正
に
数
学
的
思
惟
に
外
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
博
士
の
所
謂
「
合
理
主
義
」
以
外
に
数
学
は
あ
り
得
ぬ
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
正
に
そ
の
故
に
か
か
る
伝
統
的
な
「
古
き
」
数
学
的
思
惟
を
以
て
し
て
は
連
続
体
を
把
握
し
得
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
数
学
も

弁
証
法
的
思
惟
を
必
然
的
に
要
求
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
し
て
位
桐
学
が
こ
の
要
求
に
応
え
る
「
新
ら
し
き
」
数
学
的
思
惟
で

あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
博
士
は
位
相
学
を
数
学
の
歴
史
主
義
の
展
開
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
故
博
士
は
固
よ
り
こ
れ
を
肯

定
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
は
紋
糖
学
は
果
し
て
か
か
る
性
格
を
も
つ
て
み
る
か
、
こ
れ
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
博
士
の
論
権
に
は
容
易
に
追
随
し
難
い
。
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ヘ
　
　
　
へ

　
こ
こ
で
先
ず
位
相
学
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
博
士
の
主
張
は
、
勿
論
、
位
相
学
が
歴
史
主
義
或
は
弁
証
法
的
思
惟
に
よ
っ
て
成
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
と
い
ふ
の
で
な
く
、
位
相
学
の
構
造
が
歴
史
主
義
的
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
ふ
に
あ
る
。
上
述
の
如
く
博
士
は
成
立
過
程
に
は
歴
史
の

偶
然
性
を
認
め
、
寧
ろ
こ
れ
を
認
め
な
い
の
は
合
理
主
義
的
三
芳
で
あ
る
と
い
ふ
。
し
か
し
そ
れ
で
は
偶
然
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
位

相
学
が
弁
証
法
的
串
造
を
も
つ
と
い
ふ
な
ら
、
そ
の
構
造
が
単
に
偶
然
的
な
も
の
で
な
い
理
由
は
何
に
よ
る
か
。
実
際
に
他
方
で
は
「
数

理
の
歴
史
主
義
展
開
」
や
「
数
学
の
発
達
の
段
階
」
が
此
処
に
到
る
必
然
を
強
調
さ
れ
て
る
て
、
数
学
的
思
惟
の
内
か
ら
の
必
然
的
発
展

の
如
く
説
か
れ
て
み
る
。
固
よ
り
偶
然
に
成
立
し
た
位
相
学
が
偶
然
に
歴
史
主
義
の
構
造
を
も
つ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ

な
ら
ば
数
学
的
思
惟
に
よ
っ
て
も
弁
証
法
的
な
る
も
の
が
達
成
さ
れ
る
ど
い
ふ
の
で
あ
る
か
、
或
は
数
学
的
思
惟
そ
の
も
の
も
弁
証
法
的

に
な
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
、
本
書
を
通
じ
て
一
般
に
数
学
的
思
惟
と
哲
学
的
思
惟
或
は
弁
証
法
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
み
な
い
。

屡
女
数
学
が
「
象
徴
」
す
る
と
い
ふ
雷
葉
が
使
は
れ
て
る
る
が
、
そ
の
意
味
は
牽
分
に
明
か
で
は
な
い
。
固
定
し
た
本
来
的
な
数
学
的
思

惟
な
る
も
の
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
…
一
そ
れ
は
弁
証
法
的
思
惟
の
筈
で
あ
る
I
i
が
書
は
れ
る

の
に
は
こ
れ
が
含
蓄
さ
れ
て
る
る
や
う
に
見
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
位
相
学
に
撃
て
数
学
的
思
惟
が
弁
証
法
的
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
で
あ
ら
う
。
実
際
に
連
続
は
自
己
同
一
的
な
存
在
の
論
理
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
、
唯
女
非
連
続
即
連
続
の
弁
証
法
を
侯
た
ね
ば
な
ら

ぬ
と
さ
れ
、
そ
う
し
て
こ
の
要
請
が
数
学
の
発
展
に
於
て
数
学
霞
身
の
中
か
ら
位
相
学
に
於
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
る
る
。

　
し
か
し
位
相
学
の
成
立
過
程
に
於
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
位
相
学
の
構
造
そ
の
も
の
に
於
て
も
困
難
で

あ
る
。
博
士
が
位
画
学
の
成
立
過
程
を
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
れ
に
対
す
る
理
解
を
制
約
し
て
み
る
や
う
に
見
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
　
一
般
に
、
博
士
が
歴
史
を
強
調
さ
れ
る
に
拘
ら
ず
博
士
の
思
惟
は
必
ず
し
も
歴
史
的
で
な
い
傾
向
に
よ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

同
時
に
博
士
の
「
歴
史
」
の
独
愚
な
概
念
に
関
聯
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
博
士
の
歴
史
の
概
念
の
核
心
は
、
既
に
明
か
な
や
う
に
、
　
「
現

在
」
に
あ
る
、
而
も
そ
の
現
在
は
過
去
を
未
来
に
転
ず
る
「
瞬
間
」
に
覧
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
消
滅
・
創
造
の
面
の
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

強
調
せ
ら
れ
、
謂
は
ば
微
視
的
な
歴
史
で
あ
っ
て
巨
視
的
で
な
く
、
歴
史
的
過
程
や
持
続
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
固
着
種
の
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論
理
は
社
会
的
存
在
を
地
盤
と
す
る
論
理
で
あ
り
、
個
と
種
と
の
絶
対
否
定
的
関
係
の
論
理
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
が
歴
史
の
論
理
と

な
る
時
、
現
在
的
瞬
聞
達
が
専
ら
強
調
せ
ら
れ
、
時
間
の
持
続
性
が
看
蔵
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
持
続
性
の
根
拠
も
簡
単

に
は
見
出
し
難
い
。
そ
れ
故
、
数
学
の
歴
史
主
義
が
強
調
さ
れ
て
も
そ
の
歴
史
性
は
「
瞬
間
的
」
な
も
の
で
し
か
な
い
や
う
に
見
え
る
。

し
か
し
持
続
性
の
な
い
歴
史
は
歴
史
で
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。
歴
史
主
義
的
と
雷
は
れ
る
位
相
学
の
構
造
も
瞬
間
性
に
隷
下
す
る
側
颪

に
傾
く
。
こ
れ
は
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
み
る
種
の
論
理
の
性
格
に
関
聯
す
る
。
種
の
論
理
は
専
ら
掘
人
と
社
会
と
の
否
定
媒
介
を
核
心
と

す
る
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
瞬
間
と
持
続
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
は
未
だ
歴
史
の
論
理
と
し
て
十
分
で
あ
ら
う
か
。

　
博
士
の
論
旨
は
前
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
集
合
論
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
基
礎
論
が
未
だ
隅
一
性
論
理
に
極
ま
る
も
⑳
で
あ
っ
て
、
位

相
学
に
於
て
弁
証
法
的
・
歴
史
仁
義
に
展
開
す
る
、
宛
も
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
展
開
に
比
し
（
ワ
⑩
冷
や
」
b
⊃
駆
）
、
集
合
論
の
論

理
と
位
相
学
の
論
理
と
の
間
に
明
か
な
段
階
が
劃
さ
れ
て
み
る
。
し
か
し
果
し
て
か
く
の
如
き
事
態
が
位
網
学
の
成
立
に
於
て
認
め
ら
れ

る
か
。
博
士
が
位
取
学
の
劃
期
的
方
法
と
さ
れ
る
も
の
に
果
し
て
歴
史
主
義
を
必
然
と
す
る
も
の
が
存
す
る
か
。
位
綱
学
の
方
法
は
果
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
集
合
論
的
思
惟
を
越
え
た
し
か
く
革
新
的
な
方
法
と
誉
ひ
得
る
か
。
位
相
学
的
な
考
へ
方
は
新
ら
し
い
考
へ
方
で
あ
る
と
し
て
も
博
士

の
所
謂
同
一
性
の
論
理
を
否
定
し
た
弁
証
法
的
思
惟
で
あ
る
か
。
し
か
し
位
記
学
の
成
立
過
程
を
見
る
な
ら
ば
、
位
栢
学
を
成
立
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

た
も
の
は
「
抽
象
化
」
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
単
に
成
立
過
程
に
於
て
だ
け
で
な
く
建
玉
学
の
独
自
の
構
造
も
抽
象
化
の

方
法
以
外
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
博
士
自
身
も
位
相
学
の
成
立
が
抽
象
化
に
よ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
み
る
（
ワ
置
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
、
し
か
し
単
に
成
立
の
過
程
と
す
る
だ
け
で
位
相
学
の
構
造
に
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
如
く
専
ら
こ
れ
に
於
て
歴
史
主
義
を
認
め
る
。

現
代
数
学
に
於
け
る
抽
象
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
一
般
に
十
分
な
注
意
が
向
け
ら
れ
て
み
な
い
。
し
か
し
抽
象
化
こ
そ
現
代
数
学
の
最
も

根
本
的
な
、
最
も
性
格
的
な
方
法
な
の
で
は
な
い
か
。
寧
ろ
抽
象
化
の
方
法
を
抜
き
に
し
て
は
現
代
数
学
の
一
従
っ
て
又
位
相
学
の
・
i

－
特
色
や
構
造
は
理
解
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
で
事
態
そ
の
も
の
に
、
或
は
問
題
状
況
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
た
め
に
、
現
代
数
学
に
於
け
る
抽
象
化
の
意
味
と
、
そ
れ
に
聯
関

　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
臨
百
八
十
九
号

98
5
　
し
て
位
相
学
の
成
立
を
顧
る
こ
と
は
理
由
な
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。

七
六

　
実
際
に
は
位
相
学
は
専
ら
幾
何
学
の
「
抽
象
化
」
に
於
て
成
立
し
た
。
周
知
の
や
う
に
、
始
め
位
相
幾
何
学
と
言
は
れ
、
蚤
的
関
係
に

係
は
り
の
な
い
空
間
的
形
象
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
単
に
幾
何
学
的
対
象
だ
け
で
な
く
、
広
く
他
の
数
学
的
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

域
に
も
適
用
さ
れ
得
る
方
法
と
し
て
、
位
根
数
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幾
何
学
的
対
象
に
綱
島
さ
れ
な
い
方
法
を
意
味
す
る
も

の
と
な
る
。
こ
れ
は
専
ら
抽
象
化
に
よ
る
。
こ
れ
は
或
る
意
味
に
於
て
空
閥
概
念
の
拡
張
、
抽
象
化
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
幾
何
学

が
空
間
の
要
素
を
点
、
線
、
面
と
し
た
の
に
対
し
て
位
相
幾
何
学
は
専
ら
点
を
空
誉
の
要
素
と
し
て
「
点
の
集
合
」
と
し
て
理
解
し
よ
う

と
す
る
。
　
（
こ
れ
は
博
士
が
集
合
論
的
思
惟
と
し
て
排
す
る
も
の
で
あ
る
が
し
か
し
正
に
集
合
論
的
思
惟
に
よ
っ
て
位
相
幾
何
学
は
成
立

し
た
）
。

　
幾
何
学
の
抽
象
化
は
、
し
か
し
、
固
よ
り
位
相
幾
何
学
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
の
所
謂
解
析
幾
何
学
に
始
ま
る
こ
と
は

書
ふ
ま
で
も
な
い
。
周
知
の
や
う
に
こ
れ
は
空
問
的
形
象
を
代
数
叢
記
愚
に
対
応
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
、
こ
れ
は
デ
カ

ル
ト
の
直
接
の
意
図
を
遙
か
に
越
え
た
可
能
性
を
念
早
し
て
る
る
。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
問
題
毎
に
一
々
「
精
神
的
活
動
」
を
必
要
と
し
た

古
典
的
幾
何
学
的
思
惟
を
記
号
化
に
よ
っ
て
「
機
械
的
」
思
惟
に
よ
っ
て
処
理
す
る
手
段
と
し
て
解
し
た
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は
こ
れ

に
よ
っ
て
実
は
幾
何
学
は
袖
無
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
単
に
幾
何
学
的
意
味
を
単
に
一
つ
の
①
騒
餌
存
立
。
と
す
る
形
式
的
普
遍
的
立
場
に

立
っ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、
後
の
所
謂
抽
象
化
の
路
を
拓
い
た
と
い
へ
る
。
幾
何
学
の
抽
象
化
は
一
八
七
ご
年
の
F
・
ク
ラ
イ
ン
の
所
謂

エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
於
ブ
、
更
に
劃
期
的
な
展
開
を
す
る
。
周
知
の
如
く
こ
れ
は
全
幾
何
学
を
変
換
群
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
幾
何
学
は
単
に
幾
何
学
的
対
象
に
欄
限
さ
れ
ず
、
変
換
群
に
関
す
る
不
変
者
の
研
究
に
拡
張
さ
れ
る
。
位

相
幾
何
学
は
今
世
紀
の
二
十
年
代
か
ら
始
ま
る
更
に
高
度
の
幾
何
学
の
抽
象
化
で
あ
る
。
更
に
一
般
的
な
変
換
に
於
て
不
変
的
な
る
も
の



　
　
の
研
究
と
な
る
。

　
　
　
こ
の
「
袖
象
化
」
は
単
な
る
機
械
化
で
も
な
く
、
単
に
形
式
的
な
一
般
化
で
も
な
い
。
理
論
的
に
は
臨
覚
的
な
公
理
主
義
の
所
産
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
。
近
代
の
公
理
主
義
は
公
理
を
、
も
は
や
証
明
さ
れ
ざ
る
、
証
明
し
得
な
い
、
或
は
証
明
を
要
し
な
い
直
観
的
に
自
明
な
真
理
と
せ
ず
、

　
　
単
に
形
式
的
に
措
定
さ
れ
る
前
提
と
す
る
。
近
代
の
公
理
主
義
の
古
典
的
作
晶
と
さ
れ
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
、
．
○
鳩
§
物
象
σ
q
④
儀
興
の
①
○
ヨ
①
？

　
　
謡
Φ
、
．
（
巳
O
O
）
に
於
て
、
「
点
」
、
「
直
線
」
等
の
概
念
は
直
接
に
定
義
さ
れ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
○
℃
窪
な
概
念
で
あ
り
、
従
っ
て
具
象

　
　
的
「
幾
何
学
的
」
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
鼠
ハ
象
的
幾
何
学
的
な
点
・
直
線
は
形
式
的
な
公
理
の
条
件
を
満
足
せ
し
め
る
単
に
一

　
　
つ
の
．
、
o
論
旨
鳳
①
、
、
に
す
ぎ
な
い
如
き
普
遍
的
形
式
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
位
開
学
に
於
け
る
「
空
間
」
や
「
距
離
」
も
幾
何
学
的
旦
ハ

　
　
象
的
な
意
味
を
膚
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
単
に
一
つ
の
具
象
的
な
．
．
震
潜
ヨ
覚
Φ
、
”
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
位
相
学
で
「
距
離
」
と
呼

　
　
ば
れ
て
み
る
も
の
は
、
集
合
A
の
任
意
の
要
素
、
y
、
x
、
z
…
…
に
つ
い
て
負
で
な
い
実
数
唱
（
詳
覧
）
　
が
対
応
し
、
次
の
三
つ
の
公

　
　
理
を
満
足
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
（
一
）
　
渥
艮
累
の
時
、
又
そ
の
時
の
み
、
℃
（
図
”
累
）
口
O

　
　
　
（
N
）
　
娼
（
×
》
累
）
1
一
只
ざ
図
）
V
9
（
強
C
〆
響
《
）

　
　
　
（
。
。
）
　
只
罫
累
）
÷
℃
（
ど
凶
闘
ヌ
諸
N
．
）

　
　
　
こ
の
こ
と
は
岡
時
に
抽
象
的
形
式
的
な
解
析
学
が
逆
に
幾
何
学
的
直
観
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
諸
領
域
を
統
一
綜
合
す
る
汎
通

　
　
的
理
論
と
な
る
。
位
相
学
は
か
か
る
形
式
的
・
抽
象
化
の
典
型
的
な
所
産
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
に
は
必
ず
し
も
弁
証
法
的
な
も
の
は
認

　
　
め
ら
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
博
士
が
排
斥
さ
れ
る
カ
ン
ト
ー
ル
的
集
合
諭
そ
の
も
の
が
基
礎
と
な
っ
て
み
る
。
博
士
の
典
拠
と
し
て
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
さ
れ
て
み
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
・
ホ
ッ
プ
も
「
豊
麗
学
の
本
来
の
且
つ
直
接
の
基
礎
付
け
を
し
た
者
は
ボ
ア
ン
カ
レ
と
カ
ン
ト
ー
ル
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
る
」
と
明
言
し
て
み
る
（
》
冨
惹
浮
き
論
・
口
。
や
潜
8
◎
唱
。
δ
α
q
箆
も
σ
◆
㎝
．
）
。
尤
も
ボ
ア
ン
カ
レ
の
方
法
は
カ
ン
ト
ー
ル
と
は
別
綴
の
方
向
－

　
　
代
数
的
方
法
に
よ
る
抽
象
的
空
聞
の
構
成
で
あ
っ
て
、
博
士
の
好
意
を
寄
せ
ら
れ
る
の
は
こ
の
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
位
根
学
は
二
つ
の

995　
　
　
　
　
　
蜀
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

異
っ
た
方
向
に
於
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
集
合
論
的
思
惟
が
何
れ
に
於
て
も
深
く
滲
透
し
て
み
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
勿

論
、
博
士
が
歴
史
主
義
の
出
現
と
し
て
劃
期
的
と
さ
れ
る
位
相
学
は
こ
の
段
階
過
程
に
あ
る
位
根
学
で
な
く
、
こ
の
二
つ
の
方
向
1
一
集

合
論
的
と
代
数
学
的
と
の
二
方
向
が
綜
合
さ
れ
た
段
階
の
位
相
学
で
あ
る
こ
と
は
博
士
も
明
言
さ
れ
て
る
る
。
博
士
に
於
て
は
こ
の
綜
合

そ
の
も
の
が
歴
史
主
義
的
弁
証
法
を
必
然
な
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

も
未
だ
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
問
題
点
を
明
か
に
す
る
た
め
に
今
少
し
く
位
相
学
そ
の
も
の
の
発
展
を
跡
付
け
、
そ
の
綜
合
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
位
相
学
の
発
展
を
準
備
し
た
も
の
は
十
九
世
紀
の
…
数
学
的
成
果
た
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
発
見
、
射
影
幾
何
学
の
成
立
、
グ
ラ

ー
ス
マ
ン
、
シ
．
一
レ
ー
ブ
リ
に
よ
る
n
次
一
兀
初
等
幾
何
学
の
基
礎
付
け
、
　
「
幾
何
学
の
基
礎
に
存
す
る
仮
設
」
に
つ
い
て
の
リ
ー
マ
ン
の

研
究
、
リ
…
マ
ン
面
の
概
念
の
創
成
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
学
科
が
も
た
ら
し
た
唐
紅
の
思
想
は
空
間
の
「
抽
象
的
構
成
」
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
幾
何
学
的
形
態
は
通
常
の
三
次
元
空
間
の
要
素
（
点
、
薩
線
、
平
面
な
ど
）
か
ら
倉
成
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
み
た
の
に
対
し
こ
れ

ら
の
幾
何
学
的
理
論
は
金
く
薪
ら
し
い
網
地
に
立
っ
て
形
態
或
は
形
態
の
荷
ひ
手
と
し
て
の
空
想
を
、
個
別
的
性
質
を
無
視
し
、
　
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

関
係
に
よ
っ
て
互
に
結
合
さ
れ
て
み
る
要
素
の
「
築
合
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
関
係
が
本
質
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

係
が
要
素
の
集
合
を
一
つ
の
空
間
に
す
る
の
で
あ
り
、
集
合
の
性
質
の
全
体
を
一
つ
の
幾
何
学
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
が
近
代
の

金
幾
何
学
の
本
質
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
幾
何
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
や
う
に
位
相
学
は
二
つ
の
方
向
に
於
て
展
開
さ
れ
た
、
即
ち
「
位
相
的
空
間
」
と
「
図
体
」
の
理
念
に
よ
っ
て
。
こ
れ
は
一
切

の
幾
何
学
の
基
礎
概
念
即
ち
空
間
的
形
態
の
二
つ
の
把
握
の
仕
方
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
装
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
か
ら
今
日
に
到
る

ま
で
の
綜
合
幾
何
学
に
内
在
す
る
も
の
で
、
形
態
を
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
る
一
般
に
異
質
的
な
要
素
（
点
、
澄
線
、
平
面
等
）

の
膚
限
な
体
系
（
従
っ
て
最
も
一
般
的
な
意
味
に
於
け
る
圏
O
箒
諭
α
蔓
霞
巴
陣
O
⇔
）
と
解
す
る
も
の
、
識
者
は
形
態
を
一
つ
の
「
点
集
合
」
、

一
般
に
等
質
の
要
素
の
無
筆
的
全
体
と
解
し
、
こ
の
全
体
を
一
定
の
仕
方
、
例
へ
ば
座
標
、
或
は
距
離
の
概
念
、
或
は
近
傍
の
概
念
の
導



　
　
入
に
よ
っ
て
、
幾
何
学
的
形
象
（
一
つ
の
形
態
或
は
一
つ
の
空
間
）
に
組
織
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
察
法
は
最
初
ボ
ア
ン
カ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
レ
で
は
瞬
時
的
に
爾
い
ら
れ
て
る
た
が
、
順
列
論
的
方
法
は
単
に
補
助
手
段
と
さ
れ
て
自
己
囲
的
に
な
ら
な
か
っ
た
。
位
相
学
が
更
に
発

　
　
展
す
る
中
に
、
集
合
論
的
方
法
と
順
列
論
的
方
法
の
分
離
が
特
色
と
な
っ
た
。
順
列
論
的
位
桐
学
は
顯
列
論
的
図
式
そ
の
も
の
に
存
す
る

　
　
幾
何
学
的
意
味
以
外
に
は
何
ら
幾
何
学
的
意
味
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
両
者
の
融
合
が
今
澱
の
位
相
学
の
特
徴
と
な
っ
て
み
る
。

　
　
　
こ
の
二
つ
の
方
向
は
ボ
ア
ン
カ
レ
と
カ
ン
ト
ー
ル
に
よ
っ
て
代
衷
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
ー
ル
で
は
幾
何
学
的
形
象
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間

　
　
の
任
意
の
点
集
合
で
あ
っ
た
が
、
大
抵
の
概
念
形
成
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
問
の
特
殊
な
性
質
に
依
存
し
な
い
こ
と
、
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
空
闘

　
　
の
点
集
合
と
し
て
定
義
さ
れ
て
る
な
い
で
而
も
う
ま
く
集
合
論
的
位
相
学
的
研
究
の
対
象
と
さ
れ
得
る
集
合
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
か
に

　
　
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
フ
レ
シ
ェ
、
一
九
〇
六
）
、
　
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
抽
象
化
さ
れ
、
集
合
に
「
近
傍
」
の
概
念
を
導
入
し
て
抽
象
的

　
　
に
空
間
を
構
成
し
、
よ
っ
て
以
て
島
根
的
空
間
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
近
傍
」
の
概
念
は
「
点
P
の
近
傍
と
は
点
P
か
ら
の
距
離
が

　
　
よ
り
小
な
る
欝
金
部
の
集
合
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
フ
レ
シ
ェ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
抽
象
的
」
位
稲
学
の
理
念
か
ら
集
合
論
的
廻
方

　
　
学
は
新
ら
し
い
段
購
に
立
ち
、
爾
後
、
　
一
般
的
位
糊
的
空
聞
概
念
は
位
無
学
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
解
析
学
や
幾
何
学
の
多
く
の
分
野

　
　
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
梅
成
要
素
で
あ
る
。

　
　
　
今
一
つ
の
方
向
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
場
合
で
は
、
集
合
論
的
に
定
義
さ
れ
た
次
元
の
集
合
体
を
対
象
と
す
る
が
、
全
く
別
個
の
方
向
を
と

　
　
る
。
即
ち
集
合
体
は
「
細
胞
」
　
（
次
元
の
凸
多
面
体
の
丁
字
的
像
で
あ
っ
て
、
一
般
に
、
任
意
の
次
元
の
共
通
の
辺
に
沿
っ
て
集
積
す
る

　
　
も
の
）
に
分
割
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
仮
設
と
し
、
こ
の
「
細
胞
分
割
」
を
本
来
の
研
究
対
象
と
す
る
。
こ
の
細
胞
に
分
割
さ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぎ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
得
る
点
集
合
を
多
面
体
と
呼
び
、
継
胞
と
そ
れ
の
辺
そ
の
も
の
の
集
会
を
「
複
製
」
（
閉
。
ヨ
℃
δ
×
）
と
呼
ぶ
。
即
ち
ボ
ア
ン
カ
レ
の
方

　
　
向
は
胃
体
を
対
象
と
す
る
も
の
、
従
っ
て
膚
繋
累
或
は
せ
い
ぜ
い
で
．
鰐
附
番
個
の
要
素
の
体
系
で
あ
り
、
集
合
体
の
器
質
は
複
体
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
置
き
換
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
代
数
的
方
法
で
、
即
ち
線
型
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
、
群
の
如
き
概
念
に
よ
っ
て
体
系
的
に
扱
は
れ
る
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
に
順
列
論
（
組
合
）
忍
男
急
難
或
は
解
体
の
位
相
学
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
代
数
学
の
一
分
野
と
見
倣
さ
れ
う
る
。

肥　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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順
列
論
黒
門
無
学
で
は
「
複
俸
」
が
抽
象
集
合
論
譲
位
網
学
に
於
け
る
「
位
相
空
間
」
の
や
う
に
「
幾
何
学
的
形
象
」
の
役
割
を
演
じ

る
。
複
体
は
抽
象
的
に
構
威
さ
れ
た
「
空
輪
」
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
幾
何
学
」
が
正
に
順
列
論
的
位
相
学
に
外
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
要
素

（
本
来
は
細
胞
で
あ
る
）
の
性
質
で
な
く
、
単
に
要
素
間
の
関
係
の
み
を
問
題
に
す
る
。

　
こ
こ
で
「
複
体
の
位
折
詰
」
と
「
点
集
合
の
位
相
学
」
と
の
綜
合
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
「
多
々
体
の
位
相
学
」
の
構
成
の
問
題
と

し
て
成
立
す
る
。
本
来
順
列
論
勲
位
相
学
の
対
象
で
あ
っ
た
多
面
俸
の
位
相
学
的
性
質
の
閾
題
に
関
聯
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
は
「
次
元
」

の
不
変
姓
の
証
明
を
媒
介
に
し
て
展
開
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
多
面
体
の
位
相
学
」
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ウ
ア
ー
の
貢
献
で
あ
っ

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ウ
ア
…
は
カ
ン
ト
…
ル
、
ボ
ア
ン
カ
レ
と
並
で
現
代
の
位
絹
学
の
建
設
者
と
さ
れ
る
（
唱
曾
⑩
）
。
こ
の
次
元
の
問

題
は
線
と
面
と
の
一
対
一
的
連
続
写
像
即
ち
位
相
的
写
像
の
不
可
能
を
証
明
し
、
次
元
が
位
相
的
不
変
性
を
も
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
代
数
的
方
法
と
集
合
論
的
方
法
と
の
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
多
面
体
の
位
椙
学
が
代
数
的
順
列
論
的
方
法
と
集
合
論
的
方
法
の
結
合
で
あ
る
と
す
る
と
、
多
面
体
の
位
相
学
が
一
般
的
基
礎

的
位
相
学
と
解
せ
ら
れ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
1
…

　
位
歯
学
の
発
展
を
》
｝
Φ
鍔
広
爵
。
騨
¢
o
℃
捨
8
0
℃
○
ざ
σ
q
ダ
田
巳
①
冨
¢
昌
α
q
に
よ
っ
て
略
述
す
る
と
略
女
右
の
如
く
で
あ
る
。
結
局
、
位
相

学
は
、
　
一
対
一
的
で
且
つ
両
方
向
に
連
続
的
な
写
像
に
於
て
不
変
で
あ
る
や
う
な
幾
何
学
的
形
象
の
性
質
（
従
っ
て
常
に
量
的
関
係
と
無

関
係
な
性
質
）
と
更
に
連
続
的
写
像
そ
の
も
の
を
扱
ひ
、
か
く
し
て
位
相
学
は
連
続
性
の
幾
何
学
で
あ
る
と
書
は
れ
る
。
勿
論
こ
こ
で
い

ふ
幾
何
学
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
恩
命
の
一
般
化
抽
象
化
で
あ
っ
て
、
代
数
的
で
あ
る
と
同
時
に
幾
何
学
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
る
と
同
時

に
直
観
的
な
性
格
を
も
つ
て
み
る
、
何
よ
り
も
数
学
の
諸
部
門
、
古
典
代
数
学
、
轟
轟
幾
何
学
の
み
な
ら
ず
、
整
数
論
、
幾
何
学
、
数
学

解
析
学
等
の
各
部
門
の
論
理
的
内
容
を
展
望
せ
し
め
る
機
能
を
も
ち
、
応
用
に
直
接
に
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
所
で
こ
の
位
相
を
規

定
す
る
一
対
一
的
連
続
的
関
係
は
正
さ
し
く
カ
ン
ト
ー
ル
の
集
合
論
の
考
へ
方
を
根
底
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
位
相
学
を
叙
す
る
こ
と
長

き
に
失
し
た
が
、
武
辺
博
士
の
無
畜
が
位
相
学
を
中
心
と
す
る
た
め
解
説
的
意
殊
を
含
め
て
敢
て
長
き
に
任
せ
た
。



　
も
し
博
士
が
位
相
学
を
劃
期
的
な
考
へ
方
と
し
、
そ
れ
の
構
造
に
歴
史
主
義
の
馬
身
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ
と
す
る
所
以
の
も
の
が
集
合

論
的
方
法
と
代
数
学
的
方
法
の
統
一
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
今
少
し
く
亀
甲
学
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

博
士
に
は
こ
れ
に
対
す
る
解
釈
過
剰
が
な
い
と
は
い
へ
な
い
。
し
か
し
よ
り
根
本
的
な
間
題
は
、
こ
の
集
合
論
的
方
法
と
代
数
学
的
方
法

と
の
統
一
に
は
果
し
て
弁
証
法
を
必
然
な
ら
し
め
る
も
の
が
あ
る
か
で
あ
る
。
一
般
に
位
相
学
の
成
立
並
び
に
発
展
に
重
て
重
要
な
本
質

的
役
割
を
演
じ
て
み
る
も
の
は
專
ら
抽
象
化
の
方
法
で
あ
る
。
博
士
が
弁
証
法
的
性
格
を
力
説
す
る
の
は
実
際
に
は
「
近
傍
」
の
概
念
の

導
入
を
中
心
と
す
る
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
個
と
種
の
概
念
と
の
比
論
が
強
調
さ
れ
る
所
か
ら
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
近
傍
の
概
念

は
本
来
カ
ン
ト
ー
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
近
傍
の
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
集
合
に
位
相
が
与
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
…
ル
的
連
続
概
念
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
と
同
様
に
位
相
学
に
つ
い
て
も
、
博
士
の
志
向
は
数
学
的
理
論
そ
の
も
の
よ
り
も
概
念
に
定
着
す
る
傾
向
が
あ
り
、

　
　
そ
の
た
め
に
そ
れ
の
解
釈
が
任
意
的
に
な
り
易
い
。
し
か
し
博
士
に
と
っ
て
は
位
相
学
の
成
立
の
歴
史
的
解
釈
は
問
題
で
な
く
、
専
ら
そ

　
　
れ
の
構
造
が
問
題
で
あ
り
、
又
単
な
る
位
相
学
そ
の
も
の
の
解
釈
で
な
く
、
そ
れ
の
根
底
を
な
す
連
続
理
論
そ
の
も
の
の
哲
学
的
自
覚
に

　
　
あ
る
と
い
ふ
な
ら
、
そ
れ
の
究
極
的
問
題
と
し
て
の
連
続
論
に
即
し
て
考
へ
て
見
る
。

　
　
　
博
士
が
集
合
論
的
連
続
論
を
挫
折
と
評
さ
れ
る
時
、
い
か
な
る
連
続
体
が
想
定
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か
。
と
い
ふ
の
は
、
様
々
の
連

　
　
続
体
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
歴
史
的
盤
界
に
そ
れ
の
「
原
型
」
が
認
め
ら
れ
て
み
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

　
　
の
連
続
性
と
数
学
の
そ
れ
と
は
意
味
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
先
ず
歴
史
的
存
在
を
連
続
体
と
す
る
根
拠
は
何
で
あ
る

03

@
か
。
博
士
に
全
て
は
、
前
述
の
如
く
、
主
体
的
行
為
の
現
在
の
無
的
瞬
間
に
於
け
る
過
去
と
未
来
と
の
転
換
に
於
て
成
立
す
る
如
き
連
続

6　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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性
で
あ
る
。
数
学
的
連
続
性
は
実
数
の
溝
成
に
於
て
承
さ
れ
て
る
る
如
く
専
ら
思
惟
の
合
理
的
斉
合
性
の
追
求
の
所
産
で
あ
る
。
両
者
は

固
よ
り
同
一
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
単
な
る
模
写
で
も
抽
象
で
も
な
い
。
①
×
鈴
葬
な
連
続
体
は
数
学
的
連
続
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。

厳
密
な
運
続
性
と
い
ふ
限
り
で
は
数
学
の
方
が
よ
り
根
本
的
で
あ
る
。

　
現
代
の
物
理
学
に
簸
て
は
周
知
の
如
く
、
物
質
は
原
子
或
は
素
粒
子
を
根
本
要
素
と
し
て
み
る
。
即
ち
物
質
は
非
連
続
体
で
あ
る
。
「
作

用
」
も
量
子
、
即
ち
究
極
的
な
不
可
分
者
が
存
在
し
、
非
連
続
で
あ
る
。
物
理
学
的
世
界
に
は
語
呂
な
連
続
体
は
存
在
し
な
い
。
二
曲
。

空
間
に
連
続
性
が
想
定
さ
れ
得
る
と
し
て
も
時
問
空
間
を
直
ち
に
諾
鋤
な
存
在
と
言
ひ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
於
て
直
ち
に
器
巴

な
連
続
体
の
存
在
を
言
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
思
惟
に
於
け
る
連
続
性
と
も
番
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
生
、
意
識
、
自
己
等
々
を
連
続
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
て
る
る
し
、
又
考
へ
る
こ
と
が
．
珂
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
の

が
厳
密
な
意
味
に
於
て
連
続
的
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
。
こ
れ
を
非
連
続
的
と
す
る
規
定
も
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。

少
く
と
も
こ
れ
を
連
続
的
と
す
る
決
定
的
な
根
拠
は
な
い
。
我
々
の
体
験
に
思
惟
に
よ
る
加
工
、
構
成
を
加
へ
な
け
れ
ば
そ
の
連
続
性
は

極
は
め
て
漠
然
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
。
×
鶉
算
に
す
る
に
は
一
厳
密
化
精
密
化
す
る
に
は
数
学
的
構
成
を
必
要
と
す
る
。

そ
の
所
産
が
実
数
体
系
で
は
な
い
か
。
精
密
な
連
続
体
は
数
学
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
厳
密
な
連
続
体
は
数
学
の
中
に
し
か
存

在
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
凱
①
鎗
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
思
惟
に
よ
る
構
成
と
し
て
の
厳
密
化
の
徹

底
が
集
合
論
に
外
な
ら
ぬ
。
位
相
学
に
こ
れ
を
求
め
て
も
集
合
論
的
連
続
性
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
は
前
述
の

如
く
で
あ
る
。
連
続
体
の
要
素
を
点
で
な
く
瞬
問
で
あ
る
と
書
っ
て
も
、
実
は
こ
の
詰
問
を
数
学
的
に
抽
象
化
し
た
も
の
が
点
－
極
限

と
し
て
の
点
に
外
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
位
相
学
の
「
近
傍
」
概
念
を
導
入
し
て
も
本
質
的
な
箏
態
は
変
ら
な
い
。
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
も
し
点
化
し
得
な
い
一
空
間
化
し
得
な
い
、
真
に
時
間
的
な
性
格
を
も
つ
瞬
間
が
位
撃
手
に
対
応
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の

所
謂
位
相
学
は
、
即
ち
、
死
復
活
的
、
無
化
的
等
々
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
歴
史
的
」
な
も
の
に
対
応
す
る
位
相
学
は
、
正
に
こ
の
対
応

性
の
故
に
単
な
る
数
学
で
な
く
超
数
学
の
性
格
を
も
つ
。
即
ち
単
に
賦
Φ
駄
で
な
く
凱
①
巴
戒
①
愚
な
性
格
を
も
つ
数
学
と
し
て
超
数
学



　
　
で
あ
る
α
し
か
し
か
か
る
超
数
学
は
鐵
Φ
』
即
話
鋤
と
す
る
哲
学
的
思
惟
と
し
て
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
ゆ
そ
れ
故
、

　
　
位
藩
学
に
於
て
田
辺
哲
学
の
要
求
す
る
連
続
性
が
数
学
的
に
具
現
さ
れ
て
み
る
の
で
は
な
く
、
換
書
す
れ
ば
、
位
網
学
そ
の
も
の
が
数
理

　
　
の
歴
史
主
義
展
開
な
の
で
は
な
く
、
下
根
直
管
歴
史
主
義
と
す
る
如
き
圏
辺
哲
学
を
媒
介
に
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
哲
学
が
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
調
す
る
弁
証
法
的
相
補
的
な
関
係
に
於
て
始
め
て
為
銀
学
は
歴
史
主
義
の
数
学
理
論
で
あ
り
得
る
。
　
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
で
は
一

　
　
一
絶
対
媒
介
を
説
く
田
辺
哲
学
で
あ
る
に
拘
ら
ず
1
両
者
は
未
だ
直
接
的
無
媒
介
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
み
る
。
し
か
し
簡
者
が
結
び

　
　
つ
く
た
め
に
は
数
学
即
哲
学
、
哲
学
即
数
学
の
立
場
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
位
相
学
そ
れ
霞
身
が
直
接
に
歴
史
主
義
的
講
造
を
も
つ

　
　
の
で
な
く
哲
学
に
1
賑
辺
哲
学
に
　
　
媒
介
さ
れ
て
姶
め
て
歴
史
主
義
の
性
格
を
も
つ
。
位
相
学
そ
れ
自
身
は
あ
く
ま
で
同
一
性
論
理

　
　
に
立
脚
す
る
数
学
で
あ
り
、
同
一
性
論
理
に
よ
っ
て
十
分
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
弁
証
法
的
で
は
な
く
、
弁
証
法
を
必
要
と
し
な
い
。
プ

　
　
ラ
ト
ン
の
「
一
」
と
「
不
定
の
二
」
は
闘
よ
り
数
学
的
な
一
と
二
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
位
糠
学
の
「
劃
期
的
」
性
格
は
「
抽
象
化
」
に
於
て
成
立
し
た
。
幾
何
学
の
、
従
っ
て
空
聞
の
、
抽
象
化
で
あ
っ
て
時
間
化
で
は
な
い
。

　
　
し
か
し
上
述
の
や
う
に
こ
の
抽
象
化
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
な
く
、
近
代
数
学
に
独
自
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
は
函
数
、

　
　
変
数
、
変
換
等
の
概
念
と
聯
関
す
る
相
等
性
の
概
念
の
拡
張
で
あ
る
。
本
来
量
的
な
も
の
の
間
に
継
て
成
り
立
つ
た
桐
等
性
を
単
に
一
対

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
一
的
対
施
に
拡
張
し
抽
象
化
し
依
っ
て
以
て
心
根
的
同
型
性
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
抽
象
化
を
通
し
て
様
々
の
異
質
的
な
る
数

　
　
学
的
領
域
の
間
に
位
相
的
岡
型
が
設
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
包
括
し
得
る
位
相
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
函
数
を
点
と
す
る
如
き

　
　
函
数
空
間
が
考
へ
ら
れ
、
抽
象
的
理
論
が
逆
に
幾
醤
学
的
空
々
的
意
味
を
も
ち
、
薩
観
化
さ
れ
る
。
又
、
単
体
の
集
合
と
し
て
の
複
体
は
、

　
　
単
体
が
点
集
合
と
解
さ
れ
る
時
、
点
集
合
と
し
て
取
り
扱
は
れ
る
如
き
で
あ
る
。
集
合
は
単
に
要
素
の
集
合
で
あ
っ
て
要
素
相
互
の
関
係

　
　
を
も
た
な
い
か
ら
こ
れ
に
抽
象
化
さ
れ
た
「
近
傍
」
　
「
腹
鼓
」
等
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
位
縮
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

　
　
に
根
底
と
な
っ
て
み
る
も
の
は
集
合
論
的
方
法
に
外
な
ら
ぬ
。
集
合
論
自
身
抽
象
化
の
典
型
的
所
産
で
あ
る
。
そ
の
点
は
固
よ
り
空
間
的

　
　
な
存
在
す
る
点
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
数
自
身
が
抽
象
化
の
所
感
に
外
な
ら
ぬ
。
連
続
性
の
抽
象
化
が
実
数
の
概
念
に
外
な
ら
ぬ
。

砺　
　
　
　
　
　
照
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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6
　
更
に
実
数
の
抽
象
化
が
集
合
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
位
梱
学
は
空
間
の
抽
象
化
を
通
し
て
の
解
析
学
の
空
間
化
で
は
な
い
か
。
終
始

　
　
重
要
な
根
本
的
役
目
を
演
じ
て
み
る
の
は
集
合
論
的
な
考
へ
方
で
は
な
い
か
。
博
士
は
点
が
「
近
傍
」
を
も
っ
と
い
ふ
ア
イ
デ
ィ
ア
に
特

　
　
別
の
意
味
を
認
め
ら
れ
て
み
る
が
、
こ
の
近
傍
の
概
念
そ
の
も
の
は
カ
ン
ト
ー
ル
自
身
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
て
、
近
傍
概
念
の
集
合
論

　
　
的
抽
象
化
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
　
結
局
、
連
続
を
集
合
論
に
於
て
否
定
し
て
位
相
学
に
於
て
蓬
証
す
る
十
分
な
根
拠
は
な
い
、
集
合
論
を
否
定
す
る
な
ら
当
然
位
相
学
も

　
　
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
位
根
学
が
田
辺
博
士
の
期
待
さ
れ
る
如
き
性
格
を
も
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
一
般
に
数
学
的
連
続
論
が
根
源
的
連
続
体
を
把
握
し
得
な
い
と
い
ふ
主
張
は
理
由
を
も
つ
て
み
る
。
集
合
論
（
位
相
学
を
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
め
て
）
が
連
続
論
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
ふ
主
張
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
意
味
が
あ
る
。
数
学
的
連
続
は
連
続
体
の
精
密
化
・
厳
密

　
　
へ

　
　
化
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
し
同
時
に
精
密
化
・
厳
密
化
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
連
続
性
は
く
。
圓
『
二
σ
Q
で
な
く
し
d
Φ
N
ロ
σ
q
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意

　
　
味
で
の
）
と
な
る
。
連
続
の
絶
対
性
は
央
は
れ
る
。
そ
れ
は
数
学
的
思
惟
そ
の
も
の
の
欄
限
と
い
ふ
外
な
い
。
数
学
は
く
興
ω
8
げ
讐
す
る

　
　
こ
と
も
、
Φ
葺
賑
冨
署
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
単
に
げ
①
ぴ
費
湊
。
ぴ
①
医
し
得
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
霞
α
q
測
○
・
じ
d
9
冨
朗
9
α
ゆ
Φ
億
浅
9
曾
港

　
　
血
臼
ヨ
鱒
整
Φ
ヨ
客
。
・
夢
聲
U
零
瞠
≦
魚
ω
ρ
ψ
δ
b
。
）
。

　
　
　
連
続
論
に
於
て
は
連
続
性
の
性
格
の
区
別
が
先
ず
問
題
で
あ
る
。
そ
の
区
別
が
考
へ
ら
れ
な
い
た
め
に
問
題
が
混
乱
す
る
。
．
．
Φ
×
鶯
ζ
、
．
な

　
　
連
続
性
を
問
題
に
す
る
論
り
数
学
的
連
続
が
最
も
忌
敵
的
で
あ
る
。
Φ
×
簿
ぼ
な
連
続
体
に
関
す
る
限
り
前
述
の
如
く
、
客
観
的
現
実
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
遷
痴
言
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
箆
。
巴
に
集
合
論
的
数
学
的
連
続
体
が
思
惟
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史
主
義
に
於
て
想
定
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
み
る
連
続
体
は
単
に
客
観
的
円
露
一
な
存
在
で
な
く
、
閲
よ
り
単
に
箆
①
蝕
で
も
な
く
、
主
体
の
行
為
を
媒
介
に
し
て
成
立
す
る
無
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
化
と
し
て
、
当
然
そ
れ
は
器
巴
－
凱
。
巴
、
否
、
器
既
即
こ
①
巴
、
凱
①
蝕
即
冨
鐵
な
も
の
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
で
な
く
生
成
消
滅
す

　
　
る
も
の
、
而
も
単
に
自
然
的
生
成
で
な
く
、
伝
統
否
定
即
革
新
創
造
的
な
生
成
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
的
連
続
体
が
存
在
す
る
点
集
合
と

　
　
b
て
掘
え
ら
れ
な
い
と
い
ふ
主
張
は
正
当
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
的
連
続
体
は
主
体
の
行
為
を
本
質
的
契
機
と
し
、
生
成
即
創
造
、
主
観



　
　
即
客
観
、
客
観
即
主
観
で
あ
り
、
器
無
言
達
⑲
巴
で
あ
る
故
に
、
単
に
凱
①
巴
な
い
か
な
る
数
学
を
以
て
し
て
も
掘
え
ら
れ
な
い
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
る
歴
史
的
連
続
体
は
連
続
即
非
連
続
、
非
連
続
即
連
続
、
或
は
博
士
流
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば
絶
対
的
連
続
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
か
か
る
連
続
性
を
数
学
に
期
待
す
る
こ
と
も
強
要
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ
は
専
ら
数
学
そ
の
も
の
の
本
質
、
箆
Φ
巴
な
立
場
に
必

　
　
然
的
な
制
限
で
あ
る
。
集
合
論
は
圃
よ
り
位
相
学
に
よ
っ
て
も
、
或
は
端
的
に
、
い
か
な
る
数
学
に
よ
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
位
相
学

　
　
に
満
足
さ
れ
る
の
は
位
相
学
に
対
す
る
誤
郷
で
な
け
れ
ば
過
剃
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
集
合
論
的
思
想
以
上
の
も
の
は
な
い
。
数
学

　
　
に
於
け
る
連
続
論
の
問
題
点
は
実
は
連
続
体
の
数
学
的
構
成
、
凱
①
露
な
構
成
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
専
ら
思
惟
．
珂
能
性
が
根
本
制
約
に
な

　
　
っ
て
み
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
無
矛
盾
性
の
証
明
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
が
数
学
基
礎
論
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
が
未
だ
完
成
さ
れ
て

　
　
み
な
い
だ
け
で
な
く
、
絶
望
的
で
あ
る
と
書
は
れ
る
な
ら
、
位
網
学
に
も
固
よ
り
期
待
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
博
士
の
所
謂
周
一
性
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
同
一
性
論
理
の
立
場
以
外
に
数
学
は
成
立
し
な
い
。
寧
ろ
博
士
の
立
場
に
於
て
は
い
か
な
る
数
学
も
絶
対

　
　
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
も
し
博
士
の
要
求
を
満
す
如
き
数
学
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
上
述
の
如
く
ζ
9
げ
①
舅
餌
け
節
で

　
　
な
く
鼠
①
鏡
B
象
落
B
象
涛
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
は
数
学
な
ら
ざ
る
数
学
、
数
学
即
哲
学
、
哲
学
即
数
学
で
あ
る
如
き
超
数
学
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
確
か
に
連
続
は
弁
証
法
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
者
が
一
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
者
或
は
二
点
の
間

　
　
に
連
続
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
（
単
な
る
点
に
遵
続
性
は
問
題
で
は
な
い
）
二
者
の
区
別
、
従
っ
て
分
離
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
に
も

　
　
拘
ら
ず
両
者
の
間
に
連
続
性
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
区
重
し
て
区
甥
せ
ず
、
分
離
し
て
分
離
せ
ず
と
い
ふ
如
さ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が

　
　
あ
る
、
こ
れ
を
斉
合
的
に
思
惟
す
る
に
は
一
合
理
化
す
る
に
は
、
両
者
の
間
に
無
隈
多
の
中
問
者
を
挿
入
し
聞
隙
或
は
区
別
を
無
限
小

　
　
化
す
る
外
に
方
法
は
な
い
。
こ
れ
を
の
図
葬
け
に
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
理
数
を
越
え
て
無
理
数
に
ま
で
到
っ
た
の
は
思
惟
の
偉
大

　
　
な
業
績
で
あ
る
。
実
数
は
連
続
の
抽
象
化
一
上
述
の
数
学
的
意
味
で
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
惟
に
よ
る
連
続
論
の
究
極
で
あ
る
。

　
　
こ
の
思
惟
を
更
に
対
自
的
に
無
隈
多
の
要
素
の
集
合
と
し
て
解
す
る
の
は
合
理
化
の
徹
底
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
極
限
」
概
念
が
特
に

076　
　
　
　
　
　
濁
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
要
素
と
し
て
否
定
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。
「
近
傍
」
も
岡
じ
意
味
に
於
て
存
在
で
あ
る
。
何
れ
も
本
来
凱
Φ
蝕
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
こ
れ
を
存
在
と
す
る
所
に
こ
そ
数
学
そ
の
も
の
の
立
場
が
あ
る
。
博
士
の
死
復
活
の
「
瞬
間
」
の
概
念
も
「
抽
象
化
」
す
れ
ば

極
限
に
罪
な
ら
ぬ
。
連
続
を
点
の
集
合
と
解
す
る
こ
と
を
排
し
て
重
畳
渦
流
と
言
っ
て
も
数
学
的
位
相
学
的
に
は
同
型
的
で
あ
る
。
位
梱

学
は
集
合
に
位
相
を
導
入
し
た
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
整
序
す
る
こ
と
が
数
学
で
あ
り
、
合
理
的
思
惟
そ
の
も
の
の
本
質
的
機
能
で
あ

る
。
固
よ
り
数
学
化
に
は
制
限
が
、
根
本
的
制
限
が
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
連
続
体
に
は
様
々
の
も
の
が
あ
る
。
数
学
的
連
続
論
は
そ
れ

の
抽
象
化
精
密
化
で
あ
る
。
精
密
化
そ
の
も
の
に
よ
る
制
限
が
あ
る
。
も
し
歴
史
が
客
観
的
即
主
観
的
、
主
観
的
即
客
観
的
な
、
弁
証
法

的
性
格
を
も
つ
連
続
体
で
あ
る
な
ら
、
そ
し
て
真
に
連
続
的
と
い
は
る
べ
き
も
の
は
か
か
る
歴
史
的
存
在
で
あ
る
な
ら
、
か
か
る
連
続
体

は
確
か
に
要
素
の
集
合
や
極
限
要
素
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
無
矛
盾
性
を
療
理
と
す
る
思
惟
に
よ
っ
て
は
闘
よ
り
、
位
相
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
っ
て
も
、
把
握
さ
れ
得
な
い
。
弁
証
法
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
弁
証
法
は
博
士
自
身
の
力
説
さ
れ
る
如
く
行
謹
さ
れ
る

　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
で
鐙
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
蕉
に
そ
の
故
に
数
学
を
越
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
博
士
の
要
求
を
満
た
す
べ

き
切
断
や
位
相
学
は
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
や
位
相
学
で
な
く
、
竃
①
欝
露
㌶
げ
①
ヨ
簿
砕
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
切
断
や
位
相
学
を

絶
対
否
定
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
が
博
士
の
種
の
論
理
の
「
抽
象
化
」
i
数
学
的
意
味
に
於
け
る
ー
ー
－
た
る
任
に
堪
え
る

か
は
更
に
吟
味
を
要
す
る
で
あ
ら
う
。

　
結
局
、
極
は
め
て
批
覇
的
な
博
士
が
数
学
的
層
理
の
限
界
に
対
し
て
ナ
分
批
判
的
で
な
く
、
位
相
学
に
対
し
て
か
か
る
期
待
を
も
た
れ

る
の
は
、
博
士
に
建
て
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
想
定
し
た
導
讐
ゲ
①
臨
ω
¢
鉱
く
①
誘
巴
δ
　
の
理
念
が
懐
抱
さ
れ
て
る
る
と
い
ふ

外
な
い
。
数
学
的
思
惟
の
限
界
は
カ
ン
ト
に
撃
て
始
め
て
霞
覚
さ
れ
た
。
周
知
の
如
く
カ
ン
ト
は
感
性
の
形
式
と
し
て
の
時
闘
∵
空
間
に

於
て
数
学
の
可
能
性
を
、
従
っ
て
又
そ
の
隈
界
を
規
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
数
学
の
発
展
は
こ
の
制
限
を
突
破
す
る
路
を
拓
い
た
。

そ
れ
は
専
ら
思
惟
可
能
性
の
み
を
根
本
制
約
と
す
る
純
粋
数
学
の
理
念
で
あ
る
。
か
か
る
「
純
粋
数
学
」
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
男
＄
露
野

を
も
ち
得
る
の
は
i
物
理
学
に
適
用
可
能
性
を
も
つ
の
は
、
物
理
学
白
身
が
日
常
的
身
辺
的
規
模
を
越
え
た
経
験
一
1
極
微
的
些
事
宇



　
宙
的
規
模
の
経
験
に
係
は
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
感
官
に
入
ら
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
感
性
の
形
式
に
制
約
さ
れ
な
い
の
に
よ
る
。
換
言

　
す
れ
ば
「
経
験
」
の
性
格
に
関
聯
す
る
。
　
（
カ
ン
ト
自
身
意
識
せ
ず
に
こ
の
可
能
性
を
認
め
て
み
た
こ
と
を
ベ
ッ
カ
ー
は
注
意
し
て
み
る

　
前
掲
書
ω
・
同
綬
）
。
し
か
し
純
粋
思
雛
に
よ
る
数
学
は
同
時
に
二
律
背
反
の
陥
穽
を
自
ら
掘
る
。
こ
の
時
間
性
の
制
隈
の
撤
廃
は
一
切
の
空

　
間
遠
に
外
な
ら
ぬ
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
時
閥
は
内
宮
の
形
式
で
あ
っ
た
が
、
時
間
性
は
単
に
内
宮
の
形
式
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
人
聞
存
在
そ
の
も
の
の
形
式
で
あ
る
。
数
学
が
人
間
の
思
惟
に
於
て
成
立
し
、
人
間
的
科
学
で
あ
る
限
り
そ
れ
の
時
言
性
に
よ
る
制
隈
は

　
本
質
的
不
可
避
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
間
性
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
て
は
専
ら
有
限
姓
に
於
て
把
え
ら
れ
て
る
る
が
、
田
辺
博
士
に

　
　
於
て
は
時
間
性
は
、
　
（
こ
れ
は
博
士
の
歴
史
主
義
の
大
い
な
る
貢
献
で
あ
る
が
）
心
惑
性
即
永
遠
性
、
有
限
性
即
無
限
性
の
路
が
拓
か
れ

　
　
て
る
る
。

　
　
　
血
塗
田
辺
博
士
の
歴
史
主
義
に
於
て
も
面
謝
性
が
強
調
さ
れ
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
空
間
性
が
そ
れ
だ
け
忘
却
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず

　
　
そ
の
歴
史
主
義
の
時
間
性
は
現
在
に
於
け
る
歴
史
的
行
為
に
よ
る
過
去
未
来
の
転
換
性
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
、
時
聞
性
は
こ
の
瞬
間
性

　
　
に
於
て
把
え
ら
れ
て
る
る
。
時
聞
の
持
続
性
は
看
却
さ
れ
る
。
瞬
睡
眠
永
遠
と
い
は
れ
て
も
そ
の
永
遠
は
瞬
間
の
永
遠
性
で
あ
る
。
従
つ

　
　
て
連
続
も
局
所
的
連
続
で
あ
っ
て
連
続
の
全
体
は
謡
え
ら
れ
な
い
。
局
所
的
即
非
周
所
的
と
雷
は
れ
て
も
そ
れ
は
局
所
を
包
括
す
る
空
間

　
　
で
は
な
い
。
か
か
る
偏
向
は
デ
テ
キ
ン
ト
の
切
断
に
関
し
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
切
断
に
よ
っ
て
成
立
す
る
連
続
体
の
全

　
　
体
は
考
慮
の
外
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
排
除
さ
れ
る
集
合
論
の
解
釈
と
も
関
聯
を
も
つ
。
集
合
論
に
於
て
集
合
と
は
発
露
し
た
要
素

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
全
体
で
あ
る
。
博
士
の
反
集
合
論
的
傾
向
は
自
ら
こ
の
発
墨
的
全
体
を
看
心
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
博
士
に
於
て
は

　
　
固
よ
り
単
な
る
看
却
で
な
く
自
覚
的
な
否
定
で
も
あ
ら
う
。
絶
対
媒
介
、
絶
対
卓
筆
主
義
を
主
張
す
る
博
士
の
立
場
で
は
、
「
今
の
此
処
し

　
　
に
於
け
る
死
復
活
が
悶
題
で
あ
っ
て
、
体
系
建
設
即
破
壊
が
説
か
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
瞬
間
の
総
和
に
よ
っ
て
歴
史
が

　
　
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
伝
統
を
革
新
に
転
換
す
る
と
雷
っ
て
も
革
新
に
於
て
伝
統
は
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
伝
統
は
革
新
さ
れ
た

　
　
る
伝
統
と
し
て
保
存
・
持
続
す
る
。
こ
の
保
存
・
持
続
は
空
聞
性
に
外
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
自
然
の
歴
史
化
（
ワ
ト
。
雛
）
　
は
言
は
れ

096　
　
　
　
　
　
田
辺
哲
学
に
於
け
る
数
理
哲
学
の
地
位
に
つ
い
て
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て
も
必
し
も
歴
史
の
自
然
化
は
十
分
考
慮
せ
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
田
辺
博
士
の
思
惟
の
根
本
的
性
格
で
あ
り
独
自
な
特
色
は
常
に
今
の
此
処
を
危
機
的
－
本
来
の
意
味
に
於
け
る
、
即
ち
「
岐
路
し
の

一
1
境
外
に
於
て
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
倫
理
の
厳
格
主
義
的
性
格
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
宗
教
に
鞭
て
も
安
心
を
希
求
せ
ず
、

文
字
通
り
百
尺
竿
頭
に
立
っ
て
更
に
一
歩
を
進
め
る
べ
き
こ
と
、
竿
顧
に
立
ち
止
る
こ
と
を
頽
落
と
す
る
。
そ
れ
は
憩
ひ
の
な
い
、
笑
ひ

の
な
い
厳
格
主
義
で
あ
る
。
こ
の
性
格
的
思
惟
は
後
期
に
於
て
一
層
顕
著
に
な
り
益
女
厳
し
く
な
る
。
そ
れ
が
照
々
博
士
の
良
心
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
、
博
士
の
科
学
哲
学
も
単
な
る
科
学
の
基
礎
付
け
で
は
な
い
。
科
学
の
限
界
状
況
に
身
を
置
い
て
そ
れ
に
対
決
打
開
す
る
こ

と
を
哲
学
の
任
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
現
代
の
数
学
基
礎
論
、
理
論
物
理
学
の
極
限
的
問
題
状
況
こ
そ
坐
視
傍
観
を
許
さ
な
い
。

こ
れ
に
身
を
挺
し
て
思
惟
す
る
勇
気
は
博
士
の
不
断
の
用
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中
期
の
『
科
学
と
哲
学
の
間
』
の
諮
論
文
に
於
て
も
顕

著
で
あ
る
。
科
学
哲
学
者
は
や
や
も
す
れ
ば
急
激
に
変
動
す
る
尖
端
的
な
科
学
理
論
に
対
し
て
は
暫
く
静
観
し
て
一
応
の
安
定
し
た
情
況

ま
で
待
機
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
博
士
は
敢
為
に
こ
れ
に
介
入
し
突
入
し
て
自
己
の
哲
学
的
立
場
か
ら
対
決
す
る
。
そ
の
た
め
に
屡

屡
思
想
が
変
転
し
、
宛
か
も
不
動
の
洞
察
や
遠
達
的
展
望
を
も
た
な
い
か
の
如
き
印
象
を
与
へ
る
。
こ
れ
は
科
学
哲
学
に
隈
ら
ず
政
治
社

会
的
問
題
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
　
「
科
学
政
策
に
つ
い
て
」
の
論
策
や
戦
後
の
「
共
産
党
と
社
会
党
の
間
」
の
提
案
が
こ
れ
を
示

す
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
田
辺
博
士
の
、
否
、
　
「
照
辺
哲
学
」
の
自
覚
的
な
哲
学
的
立
場
で
も
あ
り
方
法
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
絶
対
批

判
主
義
、
絶
醤
媒
介
、
体
系
形
成
即
体
系
否
定
の
立
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
単
に
田
辺
博
士
の
思
想
の
変
転
性
と
し
て
軽
視

す
る
入
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
安
易
な
傍
観
者
の
批
評
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
博
士
自
身
の
自
覚
的
な
覚
悟
で
あ
り
、
寧
ろ
哲
学
に
実
践

的
行
為
的
契
機
を
強
調
す
る
自
覚
的
な
哲
学
的
態
度
の
発
現
で
あ
り
、
自
ら
に
課
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

　
博
士
の
哲
学
的
立
場
と
し
て
の
こ
の
「
今
の
此
処
し
に
於
け
る
思
惟
、
今
の
此
処
に
於
け
る
対
決
決
断
が
、
そ
の
歴
史
主
義
を
も
過
虫

が
未
来
に
転
じ
る
、
伝
統
が
革
新
に
転
じ
る
、
現
在
の
瞬
間
に
於
て
把
え
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
田
辺
哲
学
に
於

け
る
「
歴
史
」
は
微
分
的
で
あ
っ
て
直
し
も
積
分
的
で
な
く
、
又
な
り
得
な
い
。
陣
影
O
H
8
ω
窪
の
歴
史
的
展
望
や
包
括
的
把
握
に
欠
け



る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
自
覚
的
に
不
可
能
と
し
て
断
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
或
は
意
欲
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
は
製
と
し
て
、
　
一

つ
の
論
理
的
帰
結
で
も
あ
る
。
し
か
し
「
今
の
此
処
」
で
の
思
惟
と
い
ふ
こ
と
は
今
の
此
処
だ
け
の
思
惟
と
い
ふ
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
死
復
活
」
と
い
ふ
厳
粛
な
語
が
示
す
如
く
、
自
己
の
全
身
情
心
を
賭
け
た
決
断
で
あ
る
。
真
に
実
存
的
な
思
惟
で
あ
る
。
今
の
此
処
に

生
き
る
絶
対
的
思
惟
で
あ
っ
て
、
絶
対
性
を
こ
れ
に
於
て
の
み
認
め
る
。
博
士
に
と
っ
て
は
今
の
此
処
の
思
惟
の
み
が
意
味
が
あ
り
、
過

去
の
思
想
は
す
べ
て
否
定
克
臓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
一
実
際
に
博
士
自
身
自
己
の
労
作
に
対
し
て
か
か
る
態
度
を
持
し
て
ゐ
ら
れ

た
一
陽
は
こ
の
書
を
も
過
去
の
も
の
と
さ
れ
、
こ
こ
に
か
か
ず
ら
ふ
こ
と
を
嫌
は
れ
る
で
も
あ
ら
う
か
。
こ
の
師
に
就
く
こ
と
を
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

幸
運
を
も
つ
た
わ
れ
ら
、
師
の
説
か
れ
た
思
想
の
跡
で
な
く
そ
の
思
惟
そ
の
も
の
に
深
く
学
ぶ
べ
き
で
あ
ら
う
。
　
（
先
生
の
一
周
忌
に
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
東
京
教
育
大
学
教
授
）
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The　i”lace　of　tke

量簸Dr．

臨量璽㈹麟yoぞ翻厩h磁説豊cs

．1’

∑�_e’sSys当為

b2　Torataro　Shimomura

　　Dr．　Tanabe’s　philosophical　thinking　startecl　from　science，　especially

mathematics　and　returned　again　to　it　in　later　years，．finishing　a　circuit．

’H［is　philosophy　of　mathematics，　however，　did　not　remain　merely　in

philosophy　about　matliematics　but　developed　even　te　Phllosophy＝Mathema一

’tics．　His　later　worl〈　“Development　of　Historism　in　Mathematics”　suggests

such　an　intention．　We　are　reminded　of　Plato’s　lecture　“On　the　Good”

’in　his　later　years，　in　which　he　concerned　solely　with　a　theory　of　numbers；

．and　lately　A．　N．　Whitehead’s　last　essay　on　“Mathematics　and　the　Good”．

　　My　essay　tries　to　appreciate　some　merits　of　this　great　work，　considering

lts　limit　at　the　same　time．

互）i＆亘ecもi¢S　＆殺d　Pr＆X藍S

by　Matao　Noda

　　When　towards　1930　Professor　Tanabe　gave　up　his　former　Kantian　epi－

stemology　and　adopted　a　dialectical　way　of　thinking　as　the　proper　logic　of

’philosophy，　he　had　imposed　a　very　strict　conditien　upon　it．　The　condition

’xvas　that　the　dialectical　thinl〈ing　is　admissible　only　to　those　who　would　take

their　moral　situation　quite　seriously．　Dialectical　contradictories　and　their

synthesis　are　revealed　only　to　a　thinl｛ing　which　is　wholly　committed　to　the

actual　situation　and　is　one　with　the　subject’s　action　in　it．　The　solution　of

the　¢onfiict　is　always　to　be　mediated　by　the　selfless　deed　of　the　person

involved．　Dialectical　view　of　things　was　with　Professor　Tanabe　exclusive

of　a　contemplative　attitude　toward　the　world．
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