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ア
ナ
リ
シ
ス
に
よ
る
論
証
は
「
定
義
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
近
代
数
学
は
古
代
数
学
の
論
証
方
法
を
超
克
し
た
。
従

　
　
っ
て
そ
の
定
義
が
よ
っ
て
立
つ
べ
き
普
遍
概
念
が
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
近
代
数
学
は
十
九
世
紀
に
至
っ
て
独
自
の
論

　
　
理
を
見
出
す
。
か
く
て
十
九
世
紀
に
お
い
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
基
礎
概
念
こ
そ
そ
の
普
遍
概
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
少
く
と

　
　
も
二
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
集
合
概
念
で
あ
り
、
第
二
は
多
様
体
で
あ
る
。
両
者
は
関
係
は
す
る
に
し
て
も
双
互
に
独
立
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
で
、
多
様
体
の
形
成
史
を
通
っ
て
、
そ
れ
が
数
学
と
数
学
的
物
理
学
の
普
遍
概
念
と
し
て
の
役
屠
を
充
分
に
担
う
も
の
な
る
こ

　
　
と
を
論
じ
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
課
題
の
場
合
、
多
様
体
の
原
初
の
姿
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
十
九
世
紀

　
　
中
葉
の
数
学
者
リ
ー
マ
ン
の
多
様
体
を
再
吟
味
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
リ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
は
論
ぜ
ら
れ
る
機
会
が
多
く
、

　
　
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
見
地
を
入
れ
ず
に
接
近
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
、
多
様
体
は
抽
象
的
に
定
義
さ
れ
て
居
り
、

　
　
そ
の
抽
象
の
度
合
は
高
ま
る
ぽ
か
り
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
多
様
体
は
は
る
か
に
物
理
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
分
離
、
脱
却
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

四
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
．
、
で
ま
ず
多
様
体
一
盤
関
し
て
彼
の
『
幾
何
学
の
基
礎
緩
た
わ
る
仮
説
ξ
い
て
』
叢
心
に
読
む
．
」

1　
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ﾆ
に
し
よ
う
。

　
　
　
彼
は
序
論
で
「
多
重
延
長
量
」
（
象
Φ
ヨ
島
腎
9
帥
蕊
ぴ
q
巴
。
ぎ
け
Φ
O
門
α
ζ
。
Φ
）
の
研
究
が
今
迄
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
幾
何

　
　
学
の
基
礎
が
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
幾
何
学
の
墓
礎
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
乃
至
非

　
　
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
公
理
系
を
意
味
す
る
。
か
か
る
綜
合
的
方
法
自
体
の
根
底
は
多
重
延
長
量
の
概
念
の
究
明
を
以
て
な
さ
れ
る

　
　
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
多
重
延
長
量
が
普
遍
概
念
と
し
て
探
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
の
第
一
章
は

　
　
「
多
重
延
長
量
の
概
念
し
と
題
さ
れ
、
更
に
第
二
章
で
計
最
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
章
が
リ
ー
マ
ン
の
多
様
体
論
の
核
心

　
　
で
あ
る
。

　
　
第
一
章
に
接
し
て
ま
ず
実
感
さ
れ
る
こ
と
は
現
代
の
多
様
体
の
概
念
構
成
と
相
当
の
開
き
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
：
マ
ソ
の
出
発
点

　
　
は
伝
統
論
理
学
的
で
あ
っ
て
、
「
般
概
念
（
内
包
的
）
を
想
定
し
、
そ
れ
の
「
外
延
」
を
考
え
、
そ
の
外
延
を
多
様
体
と
呼
び
、
二
種
に

　
　
分
け
る
。
即
ち
外
延
が
分
離
的
の
場
合
と
連
続
的
な
場
合
と
で
あ
る
。
分
離
多
様
体
は
集
合
と
大
差
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は

　
「
要
素
」
の
集
ま
り
と
見
倣
さ
れ
る
。
連
続
多
様
体
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
要
素
は
「
点
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と

　
　
で
結
局
「
多
重
延
長
量
」
な
る
も
の
に
到
達
す
る
。
こ
こ
ま
で
で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
唯
、
連
続
的
な
一
つ
の
対
象
で
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
の
み
で
あ
る
。
連
続
性
は
流
動
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
最
も
広
義
の
運
動
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
概
念
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
点
が
統
一
さ
れ
、
そ
の
統
一
が
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

　
る
。
そ
の
と
き
次
の
二
点
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
「
多
重
延
長
量
」
な
る
概
念
の
生
産
で
あ
り
、
第
二
は
多
様
体
に
お
け
る

　
位
置
規
定
を
墨
規
定
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
次
元
の
導
入
と
、
座
標
の
決
定
で
あ
る
。
次
元
の
導
入
は
運
動
学
的
に
主
な
わ

　
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
直
接
認
識
す
る
運
動
は
元
来
一
次
元
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
聞
の
一
次
元
性
に
よ
る
。
ま
ず
一
次
元
多
様
体
の
概
念

　
を
定
め
る
。
一
次
元
多
様
体
が
他
の
一
次
元
多
様
体
に
連
続
的
に
移
行
す
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
全
体
は
二
次
元
多
様
体
を
作
る
。
こ
の

　
よ
う
に
し
て
高
次
元
多
様
体
が
順
次
に
作
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
む
し
ろ
平
凡
な
事
実
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
運
動
の
認
識
が
一
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次
元
的
で
あ
る
と
い
う
制
約
か
ら
す
る
多
様
体
の
当
然
の
制
限
で
あ
る
。
こ
の
場
合
多
様
体
全
体
が
到
る
所
同
じ
次
元
に
な
る
と
は
語
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
リ
ー
マ
ン
は
変
動
（
ノ
＼
O
「
瓜
旨
島
㊦
『
嵩
O
ぴ
一
凶
O
一
け
）
な
る
表
現
を
用
い
、
謡
＋
μ
次
元
の
変
動
が
一
次
元
と
π
次
元
の
変
動
に

分
解
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
次
元
の
決
定
は
最
も
広
義
の
運
動
を
綱
饗
し
て
わ
れ
わ
れ
の
扱
え
る
運
動
（
こ
れ
も
充
分
広
義
）

に
限
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
、
次
の
座
標
の
決
定
は
次
元
の
導
入
と
摺
量
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
原
理
は
単
純
で
あ
る
。
変
域
が
与
え
ら
れ
て
い
る

変
動
を
そ
れ
よ
り
低
次
元
の
変
動
と
一
次
元
の
変
動
と
に
分
解
す
る
。
そ
れ
に
は
「
与
え
ら
れ
た
多
様
体
の
中
で
位
置
の
連
続
函
数
、
し

か
も
多
様
体
の
一
部
分
で
恒
等
的
に
定
数
と
な
ら
ぬ
も
の
を
仮
定
す
る
。
か
か
る
函
数
が
一
定
値
を
と
る
よ
う
な
点
の
全
体
は
常
に
与
え

ら
れ
た
多
様
体
よ
り
次
元
の
低
い
多
様
体
を
作
る
。
こ
の
多
様
体
は
函
数
値
を
変
え
る
と
運
続
的
に
相
互
に
移
行
す
る
。
従
っ
て
そ
の
中

の
一
つ
か
ら
他
の
も
の
が
出
現
す
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。
更
に
一
般
的
に
い
え
ば
一
つ
の
多
様
体
上
の
金
点
は
他
の
多
様
体
上
の
一

定
の
点
へ
移
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
外
の
研
究
は
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
考
え
な
い
で
よ
か
ろ
う
。
か
く
し
て
与
え
ら
れ
た
多
様
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
お
け
る
位
置
の
決
定
は
、
　
一
つ
の
数
値
の
決
定
と
、
低
次
元
の
多
様
体
に
お
け
る
位
置
の
決
定
と
に
還
元
さ
れ
る
。
し
こ
れ
を
繰
り
返

し
て
π
次
元
の
場
合
は
鬼
個
の
数
値
が
決
定
さ
れ
、
「
多
様
体
に
お
け
る
位
置
の
決
定
は
可
能
な
場
合
有
限
個
の
数
値
の
決
定
に
還
元
さ

れ
る
。
」
初
め
に
変
域
の
与
え
ら
れ
た
変
動
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
部
分
多
様
体
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
か
く
導
入
さ

れ
た
座
標
は
局
所
座
標
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
現
代
的
な
局
所
座
標
の
定
義
を
使
う
の
で
は
な
く
、
部
分
多
様
体
の
中

の
点
に
数
値
を
附
与
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
運
動
は
一
次
元
的
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
用
い
て
点
に
数
値
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン

は
無
限
次
元
の
多
様
体
、
連
続
次
元
の
多
様
体
を
も
考
え
て
い
る
。
定
変
域
の
函
数
の
全
体
の
如
き
で
あ
る
。
一
般
的
理
論
と
し
て
無
限

次
元
乃
至
連
続
次
元
の
多
様
体
を
論
ず
る
こ
と
は
十
九
世
紀
半
ば
に
お
い
て
成
功
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
リ
ー
マ
ン
は
唯
実
例
に
関
し

て
の
み
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
例
に
つ
い
て
は
相
当
頻
繁
に
使
用
せ
ら
れ
る
。

　
以
上
が
計
量
を
考
え
な
い
場
合
の
連
続
多
様
体
な
の
で
あ
る
が
、
本
性
を
何
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
リ
ー
マ
ン
の
時
代

　
　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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ま
で
の
微
積
分
を
以
て
計
算
で
き
る
最
も
普
遍
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
為
に
必
要
な
ト
ポ
ロ
ジ
ー
は
運
動
に
よ
る
自
然
的
な
も
の

で
あ
る
外
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
最
も
広
義
の
運
動
で
あ
り
、
し
か
も
解
析
的
な
処
理
の
可
能
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
体
に

お
い
て
運
動
で
あ
り
、
同
時
に
計
算
可
能
性
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
直
接
扱
う
こ
と
の
で
き
る
所
は
局
所

的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
次
元
に
つ
い
て
も
座
標
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
多
様
体
の
存
在
は
局
所
的
に
は
直
観
的
空

間
内
の
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
域
的
に
は
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
概
念
が
な
か
っ
た
こ
と

が
、
今
迄
函
数
論
、
微
分
方
程
式
論
で
大
き
な
成
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
こ
の
場
合
量
に
つ
い
て
な
さ

れ
る
研
究
は
、
量
論
の
内
で
計
量
か
ら
独
立
な
】
般
的
な
部
門
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
量
が
、
位
置
か
ら
独
立
な
も
の
、
単
位
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ず
、
一
つ
の
多
様
体
の
領
域
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
」
そ
れ
故
、
計
量
を
持
た
な
い
多
様
体
の
導
入

は
必
然
的
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
計
量
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
現
代
的
な
理
解
を
離
れ
て
リ
！
マ
ソ
の
い
わ
ん

と
す
る
所
を
直
接
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
冒
頭
に
計
量
可
能
性
の
第
一
条
件
と
し
て
、
「
曲
線
が
位
置
に
無
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
長
さ
を
持
ち
、
従
っ
て
い
か
な
る
曲
線
も
任
意
の
曲
線
を
基
準
に
し
て
計
量
で
き
る
と
い
う
仮
定
」
を
あ
げ
て
い
る
。
多
様
体
内
の
曲

線
が
何
た
る
か
は
座
標
が
内
部
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
故
定
義
可
能
で
あ
る
。
曲
線
の
移
動
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
は
無
限
小
変
位
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
条
件
の
意
味
は
確
定
す
る
。
計
量
可
能
性
の
最
小
条
件
は
全

多
様
体
に
共
通
の
尺
度
の
下
で
長
さ
が
計
算
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
幾
何
学
的
に
の
べ
れ
ぽ
先
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

計
量
は
距
離
即
ち
長
さ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
考
え
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
計
量
を
鎧
齢

の
意
味
で
と
り
、
二
次
元
の
面
積
、
三
次
元
の
体
積
等
を
考
え
、
こ
れ
の
不
変
性
を
条
件
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

多
様
体
に
必
要
以
上
の
制
限
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
計
量
の
必
要
条
件
を
維
持
し
な
が
ら
多
様
体
即
ち
広
義
の
運
動
に
長
さ
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
リ
ー
マ
ン
の
推
論
の
過
程
は
、
微



　
　
積
分
に
よ
る
計
算
可
能
性
を
最
大
限
に
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
多
少
数
学
上
の
こ
と
が
ら
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
彼
の
決
定
方
法
を

　
　
段
階
を
追
っ
て
記
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
曲
線
を
表
現
す
る
た
め
に
点
の
位
置
の
座
標
を
一
つ
の
変
数
の
連
続
函
数
に
よ
っ
て
表
わ
す
。

　
　
更
に
次
の
制
限
を
加
え
る
。
座
標
只
π
個
）
の
増
分
ゐ
（
π
個
）
の
間
の
関
係
が
連
続
的
に
変
化
す
る
場
合
の
み
を
考
え
る
。
す
る
と
、

　
　
曲
線
を
要
素
に
分
解
し
、
そ
こ
で
は
る
の
間
の
関
係
は
一
定
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
曲
線
の
要
素
即
ち
線
素
み
の
長

　
　
さ
を
諾
と
礁
の
函
数
と
し
て
決
定
で
き
れ
ば
よ
い
。
第
二
の
仮
定
を
す
る
。
線
素
の
長
さ
は
二
次
の
無
限
小
を
無
視
す
れ
ば
、
「
線
早
上

　
　
の
す
べ
て
の
点
に
無
限
小
の
変
位
を
与
え
て
も
不
変
に
保
た
れ
る
。
」
こ
の
条
件
で
曲
線
の
移
動
に
際
し
て
長
さ
の
不
変
性
が
保
た
れ
、

　
　
計
量
の
基
本
前
提
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
魔
が
同
じ
割
合
で
増
大
す
れ
ば
、
線
素
も
同
じ
割
合
で
増
大
す

　
　
る
こ
と
が
結
果
し
、
ゐ
が
伽
の
一
次
斉
次
函
数
と
な
り
、
か
っ
魔
の
符
号
を
か
え
て
も
画
素
は
不
変
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
で

　
　
計
量
決
定
の
第
一
段
階
は
終
了
し
た
。
次
の
段
階
は
一
次
斉
次
函
数
の
具
体
的
な
形
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
は
こ
の
た
め

　
　
に
自
然
な
し
か
も
本
質
的
な
方
法
を
と
り
、
簡
単
な
場
合
か
ら
、
複
雑
な
場
合
に
至
る
計
量
の
与
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
。
線
素
の
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
点
P
よ
り
等
距
離
に
あ
る
「
次
元
の
多
様
体
を
考
え
る
。
こ
れ
は
勿
論
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
区
曝
す
る
為
に
位
置
の
連
続
函
数
を
考

　
　
え
る
。
こ
れ
は
P
か
ら
の
「
距
離
」
と
は
限
ら
な
い
。
P
か
ら
出
発
す
る
と
一
様
増
大
、
又
は
一
様
減
小
で
あ
る
が
、
増
大
な
り
と
す
る
。

　
　
す
る
と
こ
の
連
続
函
数
は
P
点
で
最
小
で
あ
る
。
こ
の
性
質
を
用
い
て
、
連
続
函
数
を
テ
ー
ラ
ー
展
開
を
し
て
、
一
番
簡
単
な
場
合
か
ら

　
　
複
雑
な
場
合
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。
最
初
は
潔
が
ぬ
の
二
次
微
分
形
式
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
が
現
わ
れ
、
次
に
は
認
が
み
の
四
次
微
分
形

　
　
式
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
が
続
き
、
順
次
複
雑
と
な
る
。
原
理
上
は
い
く
ら
で
も
前
進
す
る
。
こ
の
と
き
、
ゐ
が
み
の
一
次
斉
次
函
数
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
こ
と
が
中
心
の
役
割
を
演
ず
る
。

　
　
　
以
上
が
リ
ー
マ
ン
が
計
量
を
導
入
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
多
様
体
一
般
か
ら
出
発
し
て
計
量
の
計
算
可
能
性
を
最
大
限
に
追
究
し
た
も

　
　
の
な
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
全
貌
、
そ
の
範
囲
は
判
然
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
様
体
が
最
も
一
般
的
な
運
動
で
あ
る
と

鵬
い
っ
て
庵
わ
れ
わ
れ
の
想
像
も
で
き
な
い
も
の
が
馨
れ
て
い
る
。
．
」
の
．
、
と
は
わ
れ
わ
れ
の
想
努
の
止
む
を
得
な
い
欠
陥
量
づ

1　
　
　
　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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@
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
丁
度
古
代
数
学
の
「
図
形
」
の
全
貌
が
不
鮮
明
な
る
こ
と
と
類
似
す
る
。
図
形
は
始
源
に
お
い
て
は
作
図
可
能
な

　
　
も
の
と
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
円
と
直
線
の
結
合
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
漸
次
複
合
が
行
な
わ
れ
て
、
規
定
関

　
　
係
で
円
と
直
線
に
帰
着
さ
れ
る
か
又
は
す
で
に
図
形
と
し
て
扱
え
る
も
の
に
帰
着
さ
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
こ
れ
な
ら
ば
原
理
上
は
円
と
直

　
　
線
に
関
す
る
基
本
性
質
た
る
公
理
公
準
に
よ
っ
て
処
理
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
図
形
は
『
原
論
』
の
公
理
公
準
に
よ
っ
て
処
理
可
能
な
最

　
　
も
一
般
的
な
薄
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
に
は
想
像
も
で
き
な
い
奇
怪
な
図
形
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

　
　
し
古
代
数
学
で
論
証
能
力
の
な
い
力
学
的
曲
線
な
ど
は
自
動
的
に
排
除
さ
れ
る
。
所
で
多
様
体
の
幾
何
学
は
内
在
的
（
同
類
梓
圏
に
日
ω
戸
O
）
幾
何

　
　
学
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
計
量
の
あ
る
多
様
体
の
場
合
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
外
在
的
（
①
メ
梓
誌
昌
。
馳
一
〇
）
幾
何
学
は
、

　
　
三
次
元
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
即
ち
座
標
を
考
え
た
場
合
の
直
観
的
空
間
内
部
又
は
高
次
元
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
内
部
に
多
様
体
を
置
き
、

　
　
計
量
は
外
部
の
空
間
か
ら
導
入
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
最
も
強
い
意
味
の
外
在
的
幾
何
学
は
古
代
幾
何
学
で
あ
っ
て
、
図
形
は
常
に

　
　
直
観
的
空
間
内
部
に
置
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
外
在
、
内
在
に
も
程
度
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
内
在
的
幾
何
学
で
は
、
外
在
的
幾
何
学

　
　
で
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
同
一
な
る
場
合
が
生
じ
る
。
り
ー
マ
ン
の
あ
げ
て
い
る
実
例
で
は
平
面
と
日
面
、
錐
面
は
同
等
で
あ
っ
て
、

　
　
「
そ
の
際
内
部
的
な
計
量
の
関
係
は
変
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
定
理
も
す
べ
て
そ
の
ま
ま
成
立
す
る
。
」
即
ち
内
在
的
幾
何
学
で
は
抽
象

　
　
（
匙
q
。
賃
毬
餓
。
コ
）
が
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
計
量
を
考
え
な
い
場
合
は
更
に
程
度
の
高
い
抽
象
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て

　
　
多
様
体
が
本
性
に
お
い
て
運
動
で
あ
る
こ
と
を
も
う
少
し
劉
の
面
か
ら
確
か
め
て
置
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
リ
ー
マ
ン
は
多
様
体
を
論
じ
る
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
位
置
解
析
を
取
扱
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ー
マ
ン
は
若
干
の
位
置
解
析

　
　
の
断
片
論
稿
と
二
つ
の
函
数
論
の
大
論
文
の
そ
れ
ぞ
れ
一
節
で
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
彼
の
な
し
た
所
は
曲
面
或
い
は
高
次
元
の
図
形

　
　
（
広
義
）
の
連
結
度
の
問
題
で
あ
る
。
曲
顧
の
連
結
度
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
定
理
の
証
明
の
実
際
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
連
結
度
の
定
義

　
　
は
次
の
如
く
な
さ
れ
て
い
る
。
「
F
（
曲
面
）
上
の
閉
曲
線
で
次
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
、
街
、
恥
、
…
…
、
砺
が
存
在
す
る
と
す
る
。

　
　
ω
斑
、
編
．
、
…
…
、
恥
は
単
独
で
も
結
合
し
て
も
F
の
部
分
の
全
境
界
を
な
す
こ
と
は
な
い
。
②
各
々
の
他
の
閉
曲
線
は
趣
、
a
．
、
…
…



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

恥
と
共
に
F
の
部
分
の
全
境
界
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
F
は
（
昌
十
目
）
重
連
結
と
い
う
。
し
こ
の
連
結
度
の
定
義
に
よ
り

若
干
の
定
理
が
証
明
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
（
”
十
同
）
重
連
結
の
曲
顧
F
は
一
つ
の
横
断
線
に
よ
っ
て
n
重
連
結
の
曲
面
F
に
変
え
ら
れ

る
。
」
こ
の
定
義
に
お
い
て
曲
線
概
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
連
続
的
に
自
由
に
変
形
で
き
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
場
合
の
連
続
的
、
自
由
な
変
形
に
つ
い
て
正
確
な
数
学
的
定
義
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
を

通
し
て
得
ら
れ
る
限
り
の
最
大
の
運
動
変
化
に
も
と
つ
く
も
の
と
い
う
外
な
い
。
定
理
の
証
明
も
同
様
で
あ
る
。
同
じ
く
適
当
に
想
像
力

に
よ
っ
て
曲
面
F
を
想
定
し
て
、
横
断
線
を
実
際
に
描
き
、
こ
の
横
断
線
の
連
続
的
変
形
と
曲
面
F
自
体
の
同
じ
連
続
的
変
形
に
よ
っ
て

定
理
の
普
遍
性
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
想
像
力
を
媒
介
に
し
た
運
動
が
決
定
的
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合

想
像
力
は
局
所
的
に
だ
け
働
い
て
い
て
よ
い
の
で
あ
る
。
想
像
力
に
お
け
る
運
動
は
大
域
的
な
運
動
全
体
を
前
提
す
る
。
従
っ
て
位
置
解

析
は
運
動
を
基
礎
と
し
て
初
め
て
成
立
し
得
る
数
学
で
あ
る
。

二

　
　
　
リ
ー
マ
ン
に
お
い
て
、
多
様
体
の
数
学
内
部
に
お
け
る
実
際
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
「
リ
ー
マ
ン
面
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。
リ
ー
マ
ン
面

　
　
は
通
常
多
重
平
面
（
現
今
に
て
は
多
得
な
被
覆
面
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
教
科
書
的
理
解
で
あ
る
と
共
に
リ

　
　
ー
マ
ン
自
身
も
こ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
居
り
、
複
素
函
数
論
の
基
礎
づ
け
を
な
し
た
所
の
学
位
論
文
で
は
そ
の
よ
う
な
説
明
法
を
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
て
い
る
。
し
か
る
に
F
・
ク
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ぽ
彼
の
真
意
は
別
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
通
俗
的
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
リ
ー
マ
ン
の
着
想

　
　
は
は
る
か
に
物
理
的
で
あ
っ
て
、
物
理
的
考
察
と
分
離
で
き
な
い
。
こ
の
ク
ラ
イ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
数
学
史
的
に
は
問
題
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
反
対
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
彼
の
主
張
の
よ
う
に
徹
底
し
た
形
で
物
理
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
依
然
と
し
て
疑
問
と
せ
ら
れ
て

　
　
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
程
度
の
聞
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
リ
ー
マ
ン
、
ク
ラ
イ
ン
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
、
ワ
イ
ル
等
の
ゲ
ッ
チ
ソ
ゲ
ン
大

85

@
学
の
伝
統
的
な
立
場
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
理
論
の
発
展
を
通
観
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
ま
ま
で
な
く
と
も
大
筋
で
は
ク
ラ
イ
ン
が

17　
　
　
　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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正
当
で
あ
ろ
う
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
リ
ー
マ
ン
面
は
複
素
函
数
の
幾
何
学
的
な
本
体
、
本
性
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
函
数
概
念

の
発
展
、
進
歩
が
関
係
し
て
い
る
。

　
複
素
函
数
に
至
る
函
数
概
念
の
系
譜
は
法
則
性
を
持
っ
た
函
数
の
そ
れ
で
あ
る
。
従
来
そ
の
法
則
性
は
主
に
函
数
値
の
計
算
法
則
と
し

て
与
え
ら
れ
て
い
た
。
函
数
は
周
知
の
如
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
晩
年
J
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
と
の
文
通
に
よ
っ
て
確
定
し
た
。
そ
の
と
き
函
数

に
は
連
続
性
と
共
に
法
則
性
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
「
も
し
充
分
に
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
初
め
に
す
べ
て
の
過
程
が
含
ま
れ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
法
則
的
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
連
続
の
原
理
で
与
え
ら
れ
、
こ
れ
は
充
足
理
由
律
の
派
生
法
則
で
あ
る
故
、
結
局
こ
の
最

終
の
大
原
理
に
至
る
。
つ
ま
り
存
在
論
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
当
否
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
事
実
は
注
目
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
後
、
こ
の
法
則
性
は
函
数
の
計
算
法
則
の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
種

の
函
数
と
し
て
は
オ
イ
ラ
ー
の
も
の
が
著
明
で
あ
る
が
、
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
徹
底
し
た
形
で
述
べ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
の
函
数
概
念
に
つ
き
一
考
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
彼
は
函
数
を
巾
級
数
に
展
開
す
る
こ
と
を
理
論
の
核
心
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
た
。
『
解
析
函
数
論
』
の
序
に
よ
る
と
、
動
機
は
解
析
学
を
厳
格
な
論
証
体
系
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
所
に
あ
っ
た
。
し
か
も
｝
般
理

論
に
お
い
て
の
み
か
く
す
る
よ
り
も
特
殊
問
題
の
解
決
の
た
め
に
要
請
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
ニ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ー
ト
ン
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
第
二
巻
の
「
第
三
即
題
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
媒
体
中
の
物
体
の
運
動
が
、
与
え
ら
れ
た
曲
線
に
沿
っ
て

行
な
わ
れ
る
場
合
、
如
何
な
る
抵
抗
を
被
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
証
明
に
巾
級
数
が
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
の
解
決
法
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
」
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
が
指
摘
し
、
N
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
が
巾
級
数
の
高
次
の
項
の
使
用
を
提
案
し
た
。

こ
れ
に
反
し
て
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
巾
級
数
の
全
部
の
項
即
ち
級
数
全
体
の
使
用
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
従
っ
て
函
数
を

巾
級
数
と
見
倣
す
こ
と
は
極
め
て
具
体
的
な
問
題
に
端
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
著
作
の
目
的
は
、
原
始
函
数
と
導
函

数
と
考
え
ら
れ
る
函
数
の
理
論
を
与
え
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
人
が
微
分
計
鐸
に
依
ら
し
め
て
い
る
解
析
学
、
幾
何
学
、
力
学
の
基
本
問

題
を
解
き
、
か
つ
、
こ
の
解
に
対
し
て
、
古
人
の
証
明
の
厳
格
さ
を
附
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ベ
ル
ヌ
ー
イ
、
ロ
ピ



　
　
タ
ル
な
ど
の
無
限
小
量
の
使
用
、
又
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
流
率
法
に
お
け
る
「
消
え
去
る
量
」
の
使
用
も
共
に
計
算
の
原
理
を
論
証
し
な
い
。

　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
無
限
小
量
は
高
次
の
そ
れ
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
な
基
礎
づ
け
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
に
よ
れ

　
　
ぽ
、
無
限
小
解
析
は
、
種
々
な
る
次
数
の
無
限
小
量
の
考
察
と
「
無
限
小
量
だ
け
の
差
を
も
つ
諸
量
は
等
し
い
と
見
徹
さ
れ
る
と
い
う
前

　
　
提
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
矛
盾
す
る
要
請
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
揚
合
で
も
本
質
的
に
は
変
り
な
い
。
そ
こ
で
函

　
　
数
の
処
理
を
純
計
算
的
な
代
数
面
立
揚
に
お
い
て
行
な
わ
ん
と
す
る
。
所
謂
「
代
数
解
析
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
解
析
函
数
の
前

　
　
段
階
と
し
て
少
し
く
考
察
を
要
す
る
部
門
で
あ
る
。

　
　
　
函
数
は
冒
頭
に
お
い
て
次
の
如
く
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
、
一
つ
の
量
乃
至
多
数
の
量
の
函
数
と
呼
ぶ
も
の
は
、
任
意
の

　
　
計
算
式
を
意
味
し
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
量
は
種
々
な
る
仕
方
で
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
所
与
の
不
変
の
値
を
と
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
た

　
　
他
の
量
と
関
係
す
る
こ
と
も
あ
る
し
無
関
係
の
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
函
数
の
量
は
可
能
な
値
す
べ
て
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く

　
　
し
て
函
数
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
可
変
と
考
え
ら
れ
る
量
の
み
を
考
察
し
、
そ
れ
と
関
係
し
得
る
定
量
に
は
全
く
注
目
し
な
い
の
で
あ

　
　
る
。
」
こ
の
函
数
が
解
析
函
数
で
あ
る
が
、
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
が
「
解
析
」
を
「
幾
何
学
的
」
で
な
く
、
「
計
算
的
」
の
意
味
に
用
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
ユ
）

　
　
は
解
析
力
学
に
お
け
る
「
解
析
」
と
同
様
で
あ
る
。
函
数
》
8
）
に
お
い
て
》
融
＋
篤
）
を
考
え
、
・
z
は
正
負
の
実
数
で
あ
る
。
こ
の
》
8
＋
凡
）

　
　
を
・
z
の
巾
級
数
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
限
小
又
は
極
限
を
使
わ
な
い
で
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
巾
級
数
展
開
が
現
実

　
　
に
で
き
れ
ば
、
第
一
次
導
函
数
、
第
二
次
導
函
数
…
…
が
そ
の
級
数
の
評
の
係
数
に
適
当
な
定
数
を
か
け
る
こ
と
で
容
易
に
得
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
こ
の
展
開
は
一
定
の
手
続
き
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
が
、
若
干
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
第
一
に
函
数
》
＆
）

　
　
の
計
算
可
能
性
が
前
提
せ
ら
れ
る
（
有
限
一
価
性
を
含
む
）
。
そ
れ
は
函
数
が
計
算
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
。
変
数
は
勿
論

　
　
実
変
数
で
あ
る
。
更
に
正
整
数
巾
の
級
数
に
展
開
せ
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
諾
の
特
殊
な
値
以
外
は
計
算
可
能
性
よ

　
　
り
自
動
的
に
結
果
す
る
こ
と
が
証
明
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
～
に
関
す
る
巾
級
数
に
一
定
の
手
続
き
に
よ
り
展
開
せ
ら
れ
て
、
導
函
数

　
　
が
逐
次
算
出
さ
れ
、
無
限
小
螢
も
極
限
も
必
要
で
な
い
。
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
の
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
函
数
は
こ
の
よ
う
な
手
段
で
実
際
級

窟
1　
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一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

数
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
正
整
数
巾
の
級
数
に
歩
弓
せ
ら
れ
な
い
特
異
な
謬
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ

得
る
函
数
の
範
囲
は
比
較
的
に
狭
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
当
時
と
し
て
は
充
分
に
役
立
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
書
の
第
二

部
、
第
三
部
で
幾
何
学
、
力
学
へ
の
応
用
を
論
じ
て
い
る
。
か
く
、
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
は
函
数
理
論
を
著
し
く
解
析
化
し
た
。
無
限
小
量
を

使
用
す
る
微
分
法
も
、
運
動
に
基
づ
く
流
麗
法
も
共
に
幾
何
学
的
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
が
巾
級
数
展
開
に
よ
っ
て
払
拭
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後
年
の
如
く
解
析
函
数
を
巾
級
数
と
完
全
に
同
一
視
し
て
、
巾
級
数
自
体
を
対
象
と
考
え

る
と
い
う
よ
り
も
、
函
数
の
解
析
的
処
理
の
為
の
手
段
と
し
て
そ
れ
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
函
数
は
予
め
別
に
計
算
式
と
し
て

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
計
算
式
と
し
て
の
函
数
を
再
び
幾
何
学
化
す
る
所
に
リ
ー
マ
ン
面
の
理
念
が
生
れ
る
。
学
位
論
文
の
始
め
第
二
節
で
、
函

数
の
幾
何
学
化
の
第
一
歩
を
述
べ
て
い
る
が
、
簡
単
で
あ
る
け
れ
ど
も
適
切
に
本
質
を
捉
え
て
い
る
。
「
量
z
も
量
W
も
共
に
変
量
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
複
素
数
値
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
次
元
の
連
続
し
た
領
域
上
に
拡
が
る
こ
の
よ
う
な
変
動
に
関
す
る
理
解
は
空

間
的
直
観
と
結
び
つ
い
て
本
質
的
に
容
易
と
な
る
。
z
の
値
聴
＋
受
が
座
標
¢
、
ツ
な
る
平
面
A
の
点
0
に
よ
り
表
現
せ
ら
れ
る
と
考

え
よ
。
又
W
の
値
袋
＋
ご
が
座
標
π
、
η
な
る
平
面
B
の
点
Q
に
よ
り
表
現
せ
ら
れ
る
と
考
え
よ
。
こ
の
と
き
量
W
の
z
へ
の
依
存
は

す
べ
て
位
置
Q
の
位
置
O
へ
の
依
存
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
る
。
z
の
任
意
の
値
に
z
と
共
に
連
続
的
に
変
化
す
る
W
の
値
が
対
応
す
る
な

ら
ぽ
、
即
ち
％
と
η
が
露
と
ツ
の
連
続
函
数
な
ら
ば
、
平
面
A
の
採
点
に
は
平
面
B
の
一
つ
の
点
が
、
又
A
の
線
に
は
B
の
一
つ
の
線
が
、

連
結
し
た
A
の
部
分
に
は
連
結
し
た
B
の
部
分
が
対
応
す
る
。
従
っ
て
W
の
z
へ
の
依
存
性
を
平
面
A
か
ら
平
面
B
へ
の
写
像
と
し
て
表

象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
現
代
的
に
は
む
し
ろ
平
易
な
函
数
の
把
握
で
あ
る
が
歴
史
的
に
は
革
新
的
で
あ
る
。
二
つ
の
領
域
A
と
B
を

考
え
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
上
で
変
動
（
＜
費
9
、
嵩
餌
①
島
。
ゲ
犀
①
津
）
を
考
え
る
こ
と
、
領
域
A
か
ら
B
へ
の
写
像
を
考
え
る
こ
と
、
こ
れ

ら
が
幾
何
学
化
の
必
須
な
道
具
で
あ
る
。
写
像
に
よ
っ
て
変
数
間
の
関
係
が
置
換
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
写
像
、
対
応
と
い
っ
た
幾
何

学
化
に
必
然
的
に
附
属
す
る
概
念
は
本
性
経
緯
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
領
域
の
上
の
変
動
の
調
和
、
相
即
で
あ
る
。



　
　
こ
の
調
和
、
相
即
は
原
始
的
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
こ
れ
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
領
域
と
そ
の
上
の
運
動
が
幾
何
学

　
　
化
の
第
一
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
対
象
で
あ
る
。
今
の
場
合
平
面
上
の
領
域
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
任
意
の
曲
面
で
論
じ
得
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
何
故
に
函
数
は
幾
何
学
化
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
『
解
析
函
数
論
』
に
見
ら
れ
る
如
く

　
　
計
算
式
と
し
て
の
函
数
は
局
所
的
な
計
算
と
な
る
。
巾
級
数
展
開
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
巾
級
数
に
限
ら
ず
計
算
式
が
級
数
と
な
る
場
含

　
　
は
局
所
的
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
函
数
の
全
体
像
の
把
握
は
幾
何
学
化
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
函
数
の
大
域

　
　
的
構
造
を
研
究
す
る
と
い
う
要
請
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
高
ま
っ
た
傾
向
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
楕
円
函
数
論
の
進
歩
が
大
き
く

　
　
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
ガ
ウ
ス
、
ア
ー
ベ
ル
、
ヤ
コ
ビ
等
の
十
九
世
紀
前
半
の
数
学
者
の
主
要
な
関
心
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
ガ
ウ
ス

　
　
は
固
有
な
幾
何
鴻
化
を
考
え
て
い
る
。
幾
何
学
化
は
函
数
の
全
体
像
を
決
定
す
る
た
め
に
必
然
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ

　
　
の
こ
と
は
十
七
世
紀
へ
の
樹
帯
を
意
味
し
な
い
。
局
所
的
構
造
か
ら
大
域
化
へ
の
道
は
描
く
別
種
の
幾
何
学
的
対
象
を
導
入
す
る
。
い
う

　
　
ま
で
も
な
く
そ
れ
が
多
様
体
で
あ
る
。
所
で
、
法
則
的
函
数
の
幾
何
学
化
も
事
態
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
リ
ー
マ
ン
は
ま
ず
法
則
的
函
数
の

　
　
局
所
的
特
性
叢
畠
す
。
周
知
の
如
《
覆
素
変
数
・
が
他
の
複
素
変
数
・
の
函
数
と
い
わ
れ
る
の
は
、
微
分
係
数
睾
の
値
が
微

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
分
砒
の
値
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
W
が
Z
と
共
に
変
化
す
る
と
き
で
あ
る
。
L
即
ち
複
素
数
に
お
け
る
微
分
可
能
性
が
法
則
的
函
数
の
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
所
的
特
性
と
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
数
学
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
外
な
い
。

　
　
　
リ
ー
マ
ン
の
学
位
論
文
の
大
部
分
は
局
所
的
特
性
を
大
域
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
。
法
則
性
と
は
局
所
的
性
質
が
大
域

　
　
的
な
構
造
を
決
定
し
、
両
者
が
完
全
に
相
即
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
拡
大
さ
れ
た
曲
面
は
一
品
目
平
面
上
の
連
続
し
た
多
重
平
面
と
し

　
　
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
三
次
元
空
問
内
部
の
曲
面
で
あ
る
。
学
位
論
文
で
は
有
限
領
域
に
制
限
し
て
い
る
か
ら
相
当
直
観
的
な
内

　
　
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
無
限
に
接
近
し
て
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
当
に
無
限
に
接
近
し
た
平
面
は
あ
り
得
な
い
の

89

@
で
あ
る
か
ら
多
重
平
面
と
し
て
の
リ
ー
マ
ン
面
も
本
来
は
直
観
的
で
は
な
い
。
即
ち
直
観
か
ら
の
離
脱
が
自
動
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の

17　
　
　
　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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＝
一

で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
は
こ
の
多
重
平
面
に
若
干
の
欄
限
を
加
え
る
。
線
に
沿
っ
て
の
連
結
、
即
ち
折
り
ま
げ
や
、
重
な
っ
た
部
分
へ
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

三
等
が
な
い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
点
に
お
け
る
分
岐
が
生
じ
る
。
従
っ
て
あ
る
程
度
性
格
の
限
定
さ
れ
た
曲
面
が
扱
わ
れ
る
。
多
重

平
面
の
考
え
方
は
繁
々
巧
妙
で
あ
っ
て
、
局
所
座
標
も
計
量
的
な
性
質
も
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
枚
一
枚
は
平
面
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
リ
ー
マ
ン
面
に
は
等
角
写
像
等
の
計
量
的
な
性
質
が
（
手
段
と
し
て
）
必
要
で
あ
る
。

　
所
で
リ
ー
マ
ン
の
学
位
論
文
の
大
部
分
は
こ
の
よ
う
な
多
重
平
面
と
し
て
の
曲
面
上
の
（
調
和
）
函
数
の
存
在
証
明
に
費
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
証
明
は
リ
ー
マ
ン
面
の
理
論
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
故
、
基
本
の
個
所
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
存
在
証
明
で
は

連
結
し
た
多
重
平
面
T
が
予
め
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
函
数
の
構
造
に
は
こ
の
多
重
平
面
の
構
造
が
入
る

こ
と
に
な
る
。
多
重
平
面
は
面
の
枚
数
、
分
岐
点
及
び
分
岐
の
状
態
、
連
結
度
で
決
定
せ
ら
れ
る
。
「
複
素
変
数
の
複
素
函
数
」
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

る
に
際
し
て
、
二
変
数
の
実
函
数
か
ら
開
始
す
る
。
こ
れ
は
幾
何
学
化
の
当
然
の
道
程
で
あ
る
。
註
に
記
し
た
定
理
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
興
味
あ
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
α
と
β
は
緩
い
条
件
を
持
っ
た
多
重
平
面
た
る
曲
面
T
上
の
実
函
数
で
あ
る
。
実
変
数
の
範
囲

で
こ
れ
ら
の
函
数
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
α
に
次
の
条
件
を
満
た
す
函
数
λ
を
加
え
て
、
記
さ
れ
て
い
る
積
分
の

値
を
最
小
値
と
す
る
。
え
は
全
領
域
で
連
続
か
又
は
個
々
の
点
（
離
散
し
た
点
）
で
の
み
非
連
続
で
、
境
界
で
は
0
で
あ
っ
て
、
積
分

b
｛
（
撃
、
＋
（
①
N
畠
）
，
，
N
が
有
限
で
あ
る
よ
う
な
駿
で
鷺
膿
の
積
分
叢
小
値
な
ら
し
め
・
差
・
と
馨
嘆
そ
れ
は

一
意
に
決
定
さ
れ
、
袋
詐
霞
＋
喰
と
す
れ
ば
求
め
る
複
素
函
数
の
実
部
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
境
界
に
お
け
る
条
件
は
変
え
な
い
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

積
分
を
最
小
値
な
ら
し
め
る
函
数
が
％
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
な
方
法
を
リ
ー
マ
ン
は
「
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理
」
と
呼
ん
だ
。
）
即
ち
変
分
法
の
解
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

外
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ワ
イ
ヤ
ー
シ
ュ
ト
ラ
ス
に
よ
る
批
判
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
リ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
μ

の
存
在
は
当
然
と
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
を
リ
ー
マ
ン
面
と
見
倣
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
境

界
条
件
と
非
連
続
性
の
条
件
さ
え
与
え
て
お
け
ぽ
複
素
函
数
の
み
な
ら
ず
、
多
重
平
面
ま
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ

は
法
則
的
な
函
数
た
る
複
素
函
数
の
幾
何
学
化
の
特
性
を
あ
ま
す
所
な
く
表
わ
し
て
い
る
。
多
重
平
面
の
構
造
と
複
素
函
数
が
一
挙
に
決



　
　
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
複
素
変
数
の
函
数
は
多
重
平
面
相
互
の
関
係
を
自
ず
と
生
産
す
る
。
リ
！
マ
ソ
は
学
位
論
文
の
十
五
節
で
興
味
あ
る
考
察
を
行
な
っ
て

　
　
い
る
。
平
面
A
上
の
曲
面
（
勿
論
多
重
平
面
と
し
て
の
）
T
の
複
素
函
数
は
、
値
域
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
面
B
上
の
曲
面
S
を
生
じ

　
　
る
。
そ
の
函
数
に
よ
っ
て
T
の
連
結
性
は
S
の
連
結
性
を
作
り
、
又
逆
の
関
係
が
成
立
す
る
。
T
の
境
界
と
非
連
続
点
は
S
の
境
界
に
対

　
　
応
ず
る
。
そ
し
て
S
は
多
重
平
面
と
し
て
の
リ
ー
マ
ン
面
の
条
件
を
満
た
す
。
こ
う
す
る
と
、
函
数
W
の
逆
函
数
N
（
≦
）
が
考
え
ら
れ

　
　
て
、
そ
れ
は
S
上
の
複
素
函
数
で
あ
っ
て
、
値
域
と
し
て
丁
度
丁
が
対
応
す
る
。
即
ち
W
に
よ
っ
て
T
か
ら
S
へ
、
z
に
よ
っ
て
S
か
ら

　
　
T
へ
一
対
一
の
写
像
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
対
応
は
T
と
S
の
点
を
任
意
的
に
一
対
一
対
応
づ
け
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　
こ
れ
は
複
素
函
数
が
二
つ
の
リ
ー
マ
ン
面
の
調
和
的
な
相
互
関
係
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
詳
し
く
い
え
ぽ
、
馬
上
の
函
数

　
　
W
は
S
を
作
り
、
逆
に
S
上
の
函
数
z
は
T
を
作
る
。
し
か
も
T
と
S
は
夫
々
函
数
W
、
z
の
決
定
す
る
リ
ー
マ
ン
面
と
し
て
独
立
な
曲

　
　
面
で
あ
る
。
か
く
て
両
者
の
調
和
と
い
う
以
外
述
べ
よ
う
の
な
い
関
係
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
法
則
的
函
数
の
究
極
的
な
姿
と

　
　
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
所
で
リ
ー
マ
ン
面
は
リ
ー
マ
ン
で
は
あ
く
ま
で
拡
張
さ
れ
た
図
形
で
あ
っ
て
、
現
代
見
ら
れ
る
抽
象
化
さ
れ
た
多

　
　
様
体
で
は
な
い
。
す
る
と
函
数
が
そ
の
上
の
変
動
で
あ
る
と
い
っ
て
も
何
か
の
物
理
的
運
動
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
を
図
形
（
広
義
）

　
　
と
そ
の
上
の
何
物
か
に
置
換
え
な
い
と
幾
何
学
化
が
完
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
F
・
ク
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ぽ
、
リ
ー
マ
ン
は
常
に
流
体

　
　
の
運
動
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
故
リ
ー
マ
ン
面
の
理
論
の
物
理
的
側
面
を
一
瞥
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
リ
ー
マ
ン
の
数
学
は
物
理
的
考
察
に
よ
っ
て
強
く
色
ど
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
リ
ー
マ
ン
面
に
関
し
て
は
、
論
文
に
現
わ
れ
た
限
り
、

　
　
明
白
な
物
理
的
記
述
は
な
い
。
従
っ
て
ク
ラ
イ
ン
の
主
張
を
参
照
し
て
議
論
を
進
め
る
外
、
道
が
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
の
リ
ー
マ

　
　
ン
面
論
に
は
歴
史
的
な
動
機
が
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
の
函
数
の
存
在
証
明
、
即
ち
「
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理
」
に
よ
る
存
在
証
明
は
ワ
イ
ヤ
ー
シ

　
　
ュ
ト
ラ
ス
に
よ
り
批
判
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
原
理
よ
り
も
っ
と
直
接
に
り
ー
マ
ン
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
も
の
を
探
ら
ん
と
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

獅
あ
る
。
プ
リ
。
が
か
つ
て
。
．
ブ
イ
。
羨
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。
「
り
↓
ン
面
肇
楽
必
ず
し
も
平
面
上
の
多
重
面
で
あ
る
必

1　
　
　
　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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一
四

要
は
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
位
置
の
複
素
函
数
は
任
意
に
与
え
ら
れ
た
曲
面
上
で
、
先
と
全
く
同
じ
正
確
さ
で
研
究
さ
れ
る
。
」
こ
の
事

実
は
数
学
史
的
に
は
問
題
が
あ
っ
て
異
説
が
あ
る
こ
と
先
述
の
如
く
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
の
理
論
は
多
重
平
面
で
は
な
い
「
般
の
曲
面
に

お
い
て
流
動
を
考
え
る
所
に
特
色
が
あ
る
。
曲
面
上
の
物
理
的
流
動
を
考
え
れ
ば
即
座
に
リ
ー
マ
ン
面
の
物
理
的
本
性
が
浮
上
す
る
。
こ

の
曲
面
上
の
物
理
学
に
「
数
学
的
推
論
の
支
え
を
与
え
ん
が
た
め
に
、
」
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理
が
持
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
複
素
函
数
は

曲
面
上
の
（
非
圧
縮
性
）
流
体
の
定
常
流
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
定
常
流
の
実
質
内
容
は
問
題
で
は
な
い
。
函
数
を
幾
何
学
化

す
る
と
な
れ
ば
、
拡
大
さ
れ
た
曲
面
を
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
上
の
函
数
の
実
像
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

い
。
そ
れ
が
物
理
的
な
内
実
を
捨
象
し
た
流
体
に
外
な
ら
な
い
。
ク
ラ
イ
ン
は
代
数
函
数
の
場
合
を
細
部
に
わ
た
っ
て
論
じ
リ
ー
マ
ン
の

発
見
の
動
機
を
探
究
し
て
い
る
（
閉
り
ー
マ
ン
面
）
。
リ
ー
マ
ン
面
の
全
部
が
代
数
函
数
の
そ
れ
で
は
な
い
が
殆
ん
ど
の
性
質
は
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
従
っ
て
代
数
函
数
に
つ
い
て
み
れ
ば
ほ
ぼ
全
容
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
こ
の
リ
ー
マ
ン
面
の
本
性
に
関
す
る
問
題
は
ワ
イ
ヤ
ー
シ
ュ
ト
ラ
ス
の
批
判
と
深
く
関
聯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
面

が
本
来
物
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
リ
ー
マ
ン
の
函
数
の
存
在
証
明
は
根
拠
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
「
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理
」

は
ヂ
リ
ク
レ
が
講
義
の
中
で
述
べ
た
。
こ
の
十
九
世
紀
の
物
理
数
学
の
大
原
理
は
多
様
体
理
論
の
深
部
に
関
わ
る
。
空
間
中
の
領
域
S
が

あ
る
と
き
、
境
界
T
上
で
は
連
続
的
な
値
を
条
件
と
し
て
与
え
て
、
内
部
で
調
和
な
函
数
π
を
求
め
ん
と
す
る
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
お
け

る
質
貴
の
分
布
や
温
度
分
布
は
実
際
こ
の
よ
う
な
函
数
と
な
っ
て
い
る
。
ヂ
リ
ク
レ
の
述
べ
て
い
る
温
度
の
例
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
境

界
で
定
ま
っ
た
連
続
的
な
温
度
分
布
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
領
域
内
部
で
熱
の
移
動
が
生
じ
る
が
、
こ
の
移
動
が
定
常
状
態
と

な
っ
た
と
き
、
即
ち
熱
の
平
衡
が
生
じ
た
と
き
内
部
の
温
度
分
布
は
ど
の
様
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
の
核
心
は
「
定
常
状
態
」
、
あ
る
種
の

「
平
衡
関
係
」
に
鷺
そ
れ
を
実
現
す
・
た
め
に
、
積
分
h
蕪
）
、
＋
垂
。
。
＋
（
窪
、
。
論
（
三
選
で
い
き
を
極
値
。
・
の

場
合
に
は
最
小
値
）
な
ら
し
め
る
函
数
π
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
平
衡
を
計
算
す
る
に
は
何
等
か
の
極
値
が
必
要
で
あ
る
。
平
衡
状

態
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
函
数
％
の
存
在
は
物
理
的
に
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
函
数
が
調
和
函
数
で
あ



　
　
る
こ
と
も
ほ
ぼ
自
明
で
あ
る
。
ワ
イ
ヤ
ー
シ
ュ
ト
ラ
ス
は
純
粋
に
数
学
上
の
立
揚
で
は
必
ず
し
も
函
数
π
は
存
在
で
き
る
と
は
限
ら
な
い

　
　
こ
と
を
示
し
た
。
但
し
こ
の
場
合
直
接
に
こ
の
積
分
の
値
を
最
小
な
ら
し
め
る
函
数
が
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
類
似
の
積

　
　
分
に
つ
い
て
反
例
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
調
和
函
数
％
の
存
在
に
つ
い
て
は
未
決
と
し
た
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
多
様
体
の
本
性
は
物
理
的
で
あ
り
、
抽
象
的
な
多
様
体
は
以
後
の
発
展
の
結
果
で
あ
っ
て
、
即
座
に
抽
象
的

　
　
多
様
体
を
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
て
数
学
的
な
厳
密
さ
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
反
論

　
　
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
幾
何
学
に
は
終
始
附
随
す
る
の
で
あ
っ
て
、
古
代
幾
何
学
の
図
形
も
作
図
さ
れ
た
あ
る
も
の

　
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
公
理
公
準
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
で
厳
密
さ
は
維
持
さ
れ
る
が
、
図
形
が
あ
る
物
体

　
　
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
解
析
的
な
処
理
を
す
る
こ
と
で
、
多
様
体
の
数
学
は

　
　
数
学
で
あ
っ
て
物
理
学
で
は
な
い
。
し
か
し
今
見
た
函
数
％
の
存
在
の
如
く
、
そ
の
影
響
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
。
更
に
ヂ
リ
ク
レ
の
原

　
　
理
は
複
素
函
数
の
持
つ
法
則
性
の
性
格
を
定
め
て
い
る
。
前
述
の
如
く
こ
の
原
理
は
運
動
の
平
衡
関
係
を
求
め
る
原
理
で
あ
っ
た
。
従
っ

　
　
て
複
素
函
数
の
法
則
性
は
平
衡
し
た
流
動
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
「
運
動
学
的
な
法
則
性
」
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
れ
は
力
学
的
な
法
則
性
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
運
動
以
上
の
実
体
的
な
何
物
か
が
要
求
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理

　　

ﾉ
お
い
て
、
蓼
琴
罪
）
．
求
架
）
、
＋
（
①
袋
①
賊
）
。
．
ざ
は
流
体
の
運
動
の
全
章
エ
ネ
ル
ギ
嚢
わ
し
、
平
衡
し
た
蕩
は
揚

　
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
最
低
の
場
合
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
補
助
的
に
は
力
学
が
使
用
さ
れ
る
。
よ
り
以
上
進
ん
で
実
体
的
な
法
則
性
を
求

　
　
め
ん
と
す
れ
ぽ
、
多
様
体
の
計
量
的
な
構
造
が
必
然
的
な
契
機
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
と
に
リ
：

　
　
マ
ン
の
指
摘
し
た
所
で
あ
っ
た
。
先
に
函
数
％
を
決
定
す
る
に
際
し
て
ヂ
リ
ク
レ
の
原
理
が
使
用
さ
れ
、
「
変
分
法
」
が
理
論
の
中
核
と

　
　
し
て
浮
上
し
た
。
こ
れ
は
所
謂
「
変
分
原
理
」
の
一
環
の
中
に
算
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
理
は
自
然
法
則
の
究
極
の
形

　
　
式
と
考
え
ら
れ
、
現
在
ま
で
の
す
べ
て
の
法
則
は
変
分
原
理
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
く
は
光
学
の
フ
ェ
ル
マ
ー
の
原
理
が
そ
う
で

㎜
あ
る
。
＋
九
世
紀
に
お
け
る
．
あ
藷
の
美
的
な
成
果
簿
析
力
学
の
ハ
，
ル
，
ソ
の
餐
で
あ
る
。
．
、
の
法
則
の
群
僚
は
因
果
建

1　
　
　
　
　
　
普
逓
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

基
づ
か
な
い
と
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
変
分
法
は
あ
る
函
数
の
集
り
を
考
え
、
そ
の
函
数
の
あ
る
種
の
積
分
に
お
い
て
極
値
を
な
す

函
数
を
求
め
る
。
即
ち
局
所
的
な
極
値
で
は
な
く
大
域
的
な
極
値
を
求
め
る
。
こ
れ
は
あ
る
見
地
で
の
平
衡
関
係
の
実
現
で
あ
る
。
註

（
1
8
）
で
あ
げ
た
基
本
定
理
の
積
分
は
局
所
的
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
性
質
つ
ま
り
コ
ー
シ
ー
・
り
ー
マ
ソ
の
微
分
方
程
式
を
大
域
的
に
実
現

す
る
函
数
％
、
η
を
求
め
る
変
分
法
の
積
分
で
あ
る
。
コ
ー
シ
ー
・
リ
ー
マ
ン
の
微
分
方
程
式
は
流
体
の
運
動
が
局
所
的
に
速
度
の
関
係

で
平
衡
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
表
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
解
と
し
て
得
ら
れ
る
π
、
η
は
到
る
所
平
衡
の
実
現
し
た
流
体
の
運
動
を
定

め
る
の
で
あ
る
。

　
複
素
函
数
の
法
則
性
の
本
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
ひ
る
が
え
っ
て
複
素
数
自
体
の
哲
学
へ
の
通
路
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
実
数
の
場
合
と
異
な
り
複
素
数
を
直
接
哲
学
的
に
考
究
し
て
も
殆
ん
ど
満
足
す
べ
き
結
果
は
得
ら
れ
な
い
。
田
辺
元
博
士
が

『
数
理
哲
学
研
究
』
の
中
で
、
ナ
ト
ル
プ
の
虚
数
の
哲
学
を
紹
介
す
る
と
共
に
そ
の
不
備
を
慨
嘆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
博
士
は
晩
年

　
　
　
（
2
5
）

の
著
作
で
複
素
函
数
論
の
見
地
に
立
っ
て
改
め
て
複
素
数
論
を
展
開
し
た
。
博
士
の
論
述
は
形
而
上
学
の
用
語
を
以
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
誤
解
を
伴
い
真
意
が
覆
わ
れ
る
嫌
い
な
し
と
し
な
い
。
ガ
ウ
ス
平
面
即
ち
複
素
数
体
系
に
つ
い
て
ガ
ウ
ス
は
系
列
の
系
列
と
い

い
、
二
次
元
の
数
体
系
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
複
素
数
を
充
分
に
言
い
表
わ
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
博
士
に
よ
れ
ぽ
、
複
素

数
平
面
は
「
自
発
画
展
の
自
立
性
自
動
性
」
を
持
ち
、
「
決
し
て
之
を
単
な
る
実
数
系
列
の
外
的
重
畳
結
合
に
還
元
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る

内
面
的
動
的
統
二
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
種
々
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
平
板
的
な
デ
カ
ル
ト
平
面
座
標
系
と
異
な
る
の
は

背
後
の
力
関
係
と
で
も
い
う
べ
き
実
在
の
現
れ
、
作
用
を
表
現
す
る
能
力
を
持
つ
数
の
体
系
で
あ
る
か
ら
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
個
々
の
複

素
数
聴
＋
◎
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
に
な
る
。
実
数
部
分
に
対
し
て
虚
数
部
分
は
「
絶
対
否
定
た
る
無
」
で
あ
る
。
両
部
分
は
矛
盾
対
立

し
て
い
る
。
博
士
の
用
語
に
よ
れ
ぽ
弁
証
法
的
対
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
虚
数
部
分
は
存
在
な
る
性
格
か
ら
は
非
存

在
で
あ
る
。
複
素
数
は
存
在
と
非
存
在
の
結
合
で
あ
る
。
対
立
を
内
に
含
む
こ
と
の
で
き
る
数
で
あ
る
。
従
っ
て
完
全
に
分
離
し
て
い
る

も
の
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
一
つ
の
数
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
実
数
だ
け
で
表
現
す
る
と
す
れ
ぽ
、
本
質
的
に
「
対
」
で
あ
っ
て
、
…
つ



の
実
数
に
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
複
素
数
の
形
式
的
定
義
は
所
謂
ハ
ソ
ケ
ル
の
形
式
不
易
の
原
理
を
満
す
二
つ
の
実
数
の
対
と
し

て
な
さ
れ
る
。
数
学
に
お
い
て
「
対
立
」
「
対
称
」
等
の
性
格
を
表
わ
す
最
も
単
純
な
形
は
「
対
」
即
ち
二
つ
の
実
数
の
結
合
で
あ
る
。

更
に
そ
の
上
、
「
こ
の
（
複
素
）
函
数
論
に
至
り
始
め
て
複
素
数
の
自
立
自
発
性
が
完
成
せ
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
る
。

複
素
数
の
可
能
性
と
し
て
の
実
在
の
裳
現
能
力
が
、
複
素
変
数
の
複
素
函
数
を
考
え
る
こ
と
で
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
二
次
元

の
定
常
流
の
も
つ
平
衡
関
係
は
最
も
単
純
で
あ
る
が
最
も
基
本
的
で
あ
る
。
一
次
元
の
定
常
流
は
実
数
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
単
純
で
、
そ
こ
の
平
衡
関
係
は
静
力
学
の
そ
れ
と
異
な
ら
な
く
、
本
来
の
運
動
の
も
つ
平
衡
で
は
な
い
。
博
士
の

記
述
は
過
度
に
形
面
上
学
の
傾
向
を
持
つ
が
、
要
は
す
べ
て
に
否
定
的
契
機
を
発
見
し
連
続
性
の
背
後
に
非
連
続
性
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
を
物
理
的
世
界
に
お
い
て
い
え
ぽ
力
の
対
立
と
そ
の
平
衡
で
あ
る
。
博
士
は
デ
デ
キ
ソ
ト
の
切
断
と
函
数
論
の
解
析
接
続
の
ア

ナ
ロ
ジ
：
を
詳
し
く
論
じ
た
。
論
の
進
め
方
は
と
も
か
く
、
内
容
に
は
充
分
な
根
拠
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
析
接
続
は
、
流

体
が
対
立
の
ま
ま
で
平
衡
を
維
持
し
な
が
ら
推
移
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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註（
1
）
　
拙
稿
「
力
学
に
お
け
る
ア
ナ
リ
シ
ス
」
『
世
界
観
と
哲
学
の
原
理
』
所
収
、
（
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
七
年
）
、
「
力
学
と
目
的
因
」
（
東
海

　
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
十
九
輯
、
昭
和
五
十
九
年
）
、
参
照
。

（
2
）
　
φ
カ
δ
ヨ
国
コ
昌
、
ω
O
o
器
日
ヨ
鮎
8
罎
p
。
静
．
≦
①
降
ρ
ω
ψ
さ
。
話
幽
。
。
N
頃
国
σ
島
9
江
。
諺
く
。
属
轟
α
Q
■
こ
の
論
稿
に
つ
い
て
は
多
数
の
解
説
が
あ
る
が
、

　
H
・
ワ
イ
ル
が
本
論
文
の
出
版
に
際
し
て
附
し
た
解
説
が
最
も
勝
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
猶
、
次
も
参
照
。
出
．
類
①
胤
”
》
9
汀
。
。
o
ゆ
。
ω
膨
寸
心
冒
。
・

　
げ
一
。
ヨ
ω
●
こ
れ
ら
の
論
稿
を
含
め
て
O
器
国
8
θ
冒
窪
導
二
巳
。
。
a
2
⑦
竃
。
ま
σ
Q
3
℃
甑
窪
な
る
表
題
の
下
で
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
葱
①
ヨ
帥
暮
．
。
。
≦
。
陣
ρ
ω
．
b
。
録

（
4
）
量
α
。
》
G
o
』
鐸

（
5
）
量
山
‘
ψ
卜
。
蚕

　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

（
6
）
　
こ
れ
ら
の
計
量
の
内
で
二
次
微
分
形
式
の
場
合
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
だ
け
で
も
極
め
て
広
汎
で
あ
る
。
直

　
観
虚
空
間
内
の
図
形
の
拡
張
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
こ
の
種
の
計
燈
が
自
然
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
は
ガ
ウ
ス
の
『
曲
確
論
』
を
拡
張
し
て
曲
率
（
断

　
面
曲
率
）
を
定
義
し
て
い
る
。
り
ー
マ
ソ
の
書
い
て
い
る
曲
率
は
分
か
り
に
く
い
所
が
あ
る
が
、
容
易
に
現
代
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
曲
率
の
計

　
箕
は
パ
リ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
に
お
い
て
相
当
程
度
な
さ
れ
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
の
関
聯
で
定
曲
率
空

　
間
が
興
味
深
く
、
そ
の
空
間
の
二
次
微
分
形
式
を
あ
げ
て
い
る
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

　
の
と
せ
よ
。
物
体
を
任
意
の
与
え
ら
れ
た
曲
線
上
を
運
動
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
所
の
媒
質
の
各
場
所
に
お
け
る
密
度
を
求
め
よ
。

　
る
物
体
の
速
度
と
媒
質
の
抵
抗
を
求
め
よ
。
」

（
2
1
）
虚
数
㌘
記
・
7
髪
ぎ
ら
セ
い
が
原
文
・
妻
使
用
す
・
。

（
1
3
）
　
正
常
な
場
合
の
由
級
数
展
開
は
簡
単
で
あ
る
。
手
順
を
述
べ
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
》
＆
十
帖
）
1
1
》
聴
）
＋
、
℃
（
＆
u
N
）
●
勺
（
嬉
㌦
）
1
1
只
聴
）
＋
凡
ρ
（
き
帆
）
．
O
（
§
凡
）
1
一
ρ
（
＆
）
＋
賊
国
（
穂
獄
）
．
ヵ
（
§
臨
）
1
ー
ス
聴
）
＋
帖
G
o
（
§
篤
）
…
…
・
…
…
・
・

　
、
（
8
十
帖
）
1
1
》
＆
）
＋
凡
℃
（
き
帖
）
匪
》
聴
）
＋
凡
℃
（
聴
）
＋
㌔
O
（
聴
㌦
）
ロ
、
（
＆
）
＋
帖
解
約
）
＋
㌦
ρ
（
融
）
＋
帖
。
。
園
（
き
帖
）
1
1
：
…
…
…
…
…
…
・

晴
、
（
・
y
・
－
訟
穂
）
＝
k
瀟
）
M
…
…
・
…
…
－

（
1
4
）
　
巾
級
数
に
つ
い
て
は
理
論
上
収
敷
半
径
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
当
然
時
代
的
制
約
に
よ
っ
て
収
敷
半
径
自
体
は
問
題
と
な
っ
て
い
な

　
く
次
の
定
理
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
実
＆
十
帖
）
の
展
開
か
ら
生
じ
る
級
数
曳
バ
魏
）
＋
覚
十
ρ
㌔
十
巴
㌔
÷
…
…
に
お
い
て
、
任
意
の
項
に
つ
い
て
そ
れ
が
、

　
そ
れ
に
続
く
項
の
和
よ
り
大
と
な
る
よ
う
に
．
z
を
充
分
小
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
又
複
素
函
数
論
と
の
関
係
か
ら
複
素
数
が
注
目
せ
ら
れ
る
が
、

　
こ
れ
は
函
数
間
の
関
係
に
使
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
オ
イ
ラ
ー
の
関
係
式
の
如
し
）
。

こ
の
定
義
は
一
八
五
七
年
の
『
ア
ー
ベ
ル
函
数
論
』
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
の
場
合
と
箕
え
方
が
異
な
る
。

男
国
互
罠
O
p
蒙
①
ヨ
旨
旨
、
。
。
↓
冨
。
蔓
。
㎞
》
凝
。
民
設
。
切
⊆
づ
9
陣
。
議
員
口
囲
ひ
σ
貯
ぎ
8
σ
q
H
p
一
ω
（
国
嵩
σ
q
一
陣
号
け
曇
霞
］
p
ユ
。
ジ
U
o
〈
窪
y

国
．
ω
畠
。
ざ
○
①
ω
o
ま
9
8
山
。
ω
鼠
幾
寅
σ
Q
匡
畠
σ
Q
ざ
冨
ぴ
①
α
q
臣
｛
。
。
〈
o
疑
空
①
ヨ
き
巨
び
同
。
・
℃
o
一
階
。
幾
ρ
ω
秘
G
。
8

日
ゲ
9
ユ
。
山
①
。
。
陥
。
琴
江
。
塁
p
コ
鋤
ξ
鉱
ρ
償
Φ
。
。
（
○
窪
く
諾
ω
山
。
り
田
σ
Q
「
き
ひ
q
ρ
8
ヨ
。
⑩
）
。

第
三
問
題
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
二
様
な
重
力
が
ま
っ
す
ぐ
に
水
平
面
に
向
か
い
、
抵
抗
は
媒
質
の
密
度
と
速
度
の
二
乗
の
積
に
比
例
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
各
場
所
に
お
け
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（
1
5
）
　
空
。
ヨ
§
昌
．
。
・
毒
。
評
ρ
ψ
伊

（
1
6
）
　
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
も
周
知
の
種
々
な
る
特
性
が
現
わ
れ
る
。
巾
級
数
展
開
が
可
能
な
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
で
前
代
の
ラ
グ
ラ

　
ン
ジ
ュ
の
解
析
函
数
と
の
結
合
が
果
さ
れ
る
。
実
変
数
と
複
素
変
数
で
は
大
き
な
差
が
あ
る
が
、
級
数
の
計
算
と
い
う
点
で
は
直
接
に
移
行
が
可
能

で
あ
・
．
又
実
変
数
の
函
数
・
し
て
の
特
性
で
あ
・
所
㌘
と
人
畜
・
・
－
マ
・
エ
ソ
の
微
分
方
程
式
（
㈹
黙
無
毒
蟹
）
が
導

　
か
れ
、
函
数
寝
（
聴
り
曾
）
建
（
お
隻
）
が
調
和
函
数
と
な
る
こ
と
が
分
か
り
、
物
理
化
の
道
が
開
か
れ
る
。
又
図
形
の
対
応
と
い
う
見
地
か
ら
は
対
応
と

　
し
て
の
函
数
は
等
角
写
像
を
惹
き
起
す
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
郷
個
の
平
面
が
そ
の
点
で
接
合
し
、
そ
の
近
く
の
平
面
上
の
点
は
解
同
そ
の
点
の
廻
り
を
廻
転
す
る
こ
と
で
元
に
戻
る
よ
う
な
点
を
分
岐
点
と

　
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

（
1
8
）
　
連
結
し
た
曲
面
丁
が
横
断
線
に
よ
っ
て
単
魂
結
の
曲
面
T
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
T
に
お
い
て
¢
、
ツ
の
複
素
函
数
黛
＋
奮
が
与
え
ら
れ
、

b
蕪
逡
，
，
毒
轟
、
」
織
『
が
譲
の
婆
彗
・
茎
そ
・
・
ミ
次
・
下
露
撃
茎
、
あ
嚢
董
を
附
加
す
・
・
と
で
、

　
黛
十
隷
は
唯
一
の
仕
方
で
z
の
函
数
に
変
換
さ
れ
る
。

　
G
D
μ
は
境
界
で
匪
O
で
あ
る
か
、
又
は
個
々
の
点
で
の
み
0
と
異
な
る
。
り
は
一
点
で
任
意
の
値
が
与
え
ら
れ
る
。

②
あ
T
に
お
け
・
導
肇
・
の
2
存
・
導
函
数
は
個
・
の
点
で
・
み
非
連
続
で
、
妻
鷲
）
・
．
乗
）
，
，
］
翫
藍
［
（
鞭
）
、
＋
（
鯉
）
、
」
三
三

　
　
有
限
で
あ
る
。
ジ
の
導
函
数
は
横
断
線
の
両
側
で
等
し
い
値
を
持
つ
。

（
1
9
）
　
η
は
常
数
を
除
い
て
％
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
逆
に
η
を
境
界
条
件
で
決
定
す
れ
ば
、
2
6
は
常
数
を
除
い
て
定
め
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
囚
．
芝
①
一
舞
。
。
鐸
。
。
ゆ
”
d
び
9
忌
。
・
。
。
o
㈹
o
昌
。
き
8
U
三
〇
匡
簿
ω
o
冨
牢
剛
堅
登
芝
①
降
①
じ
d
阜
b
。
“
ω
ω
●
お
一
㎝
蒔
．

（
2
1
）
　
リ
ー
マ
ン
の
直
弟
子
。

（
2
2
）
　
複
素
函
数
”
の
面
部
2
5
と
虚
部
妙
を
考
え
る
と
黒
千
尋
は
速
度
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
等
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
線
、
建
捕
昏
は
流
線
を
表
わ
し
、
そ
れ
ら

　
は
直
交
す
る
。
曲
面
の
境
界
条
件
に
よ
っ
て
定
常
流
は
多
様
な
形
を
と
る
。
こ
の
詳
細
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
3
）
　
男
囚
憲
貸
○
二
等
①
ヨ
p
ヨ
”
ω
6
ゲ
①
o
蔓
鼠
》
蒔
①
門
島
。
男
q
昌
。
け
δ
湧
鋤
ロ
匹
渉
Φ
冒
貯
8
σ
Q
H
鋤
『
参
照
。
開
リ
ー
マ
ン
面
上
の
定
常
流
に
つ
い

　
て
は
最
近
の
次
の
論
説
に
詳
し
い
。
柴
雅
和
『
流
れ
函
数
に
よ
る
開
リ
：
マ
ソ
面
の
実
現
』
数
学
第
三
六
巻
第
三
号
（
一
九
八
四
年
）
。

　
　
　
普
遍
概
念
と
し
て
の
多
様
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

（
2
4
）
　
こ
の
積
分
は
π
の
適
当
な
解
釈
の
下
で
流
体
の
運
動
の
全
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
2
5
）
　
「
理
論
物
理
学
新
方
法
論
提
説
」
（
田
辺
元
全
集
第
十
二
巻
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
さ
わ
ぐ
ち
・
し
ょ
う
い
つ
　
筑
波
大
学
、
哲
学
・
思
想
学
系
〔
科
学
哲
学
・
数
理
哲
学
〕
教
授
）



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　oatline　of　such　an　article　as　aPPears　in　more　than　one　number　of　this

magaxine　is　to　be　given　together　xvith　the　last　instalment　of　the　article．

　　　　　　　　　　　　　Mannigfaltigkeit　als　Allgemeinbegriff

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　won　Shoitsu　Sawaguchi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　der　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　phllosophischen　Abteilttng

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　Universittit　Tsukuba

　　Die　Beweismethode　der　modernen　Mathematik　ist　analytisch，　und

der　analytische　Beweis　begrifndet　sich　auf　einigen　Allgemeinbegriffen．

Die　zwei　wichtigsten　davon　sind　Menge　und　Mannlgfaltigkeit．　Die

Ma謡gfaltigkeit　wurde　bekannterw6ise　von　B．　Rieman且in　der　Mitte

des　19．　Jahrhunderts　gefunden．　Diese　Riemannsche　ist　aber　von　der

gegenwtirtigen　in　vielen　Punkten　verschieden．　Sie　war　gar　nicht　abst－

rakt，　sondern　physikalisch　und　ein　Produkt　der　mathematischen　Physik．

In　der　mathematischen　Physik　des　19．　Jahrhunderts　spielte　das　Fltis－

sigkeitsmodell　im　allgemeinen　eine　groBe　Rolle．　Auch　bezttglich　der

Mannigfaltigkeit　war　es　nicht　anders．　Wie　bekannt，　werden　die　zwei

Arten　der　Mannigfaltigkeiten　eingeteilt，　die　metrischen　und　die　nicht－

metrischen．　Zu　den　letzteren　geh6rt　die　Riemannsche　Flache，　die　fttr

Fltissigkeit　der　zwei　Dimensionen　gehalten　wird．

　　Unsere　Frage　ist　es，　was　das　wahre　Objekt　der　Geometrie　des　19．

Jahrhunderts　sei．　Auf　die　alte　Frage，　was　denn　das　wahre　Objekt　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　’



griechischen　Mathematik　sei，　antwortete　man　wie　folgt：　es　sei　die

Figur，　d．　h．　etwas　im　anschaulichen　Raum，　was　eine　Konstruktibilitat

als　seinen　wesentlichen　Moment　habe．　Daher　war　diese　Eigenschaft

eine　grosse　Bedingung　und　zugleich　eine　grotse．　Beschrankung　der　grie－

chischen・　Mathematik．　ln　gleicher　Weise　ist　das　Flifssigkeitsmodell　in

der　modernen　Geometrie　nicht　eln　bloBes　Modell，　vielmehr　bildet　die

珂Ussigkeit　die　wesentliche　Bedingung　ihres　Objekts．　Mit　anderen

Worten，　sie　ist　nichts　anderes　als　die　allgemeinste　Bewegung，　um　die

es　sich　in　der　Mathematik　des　19．　Jahrhunderts　handeln　kann．　Diese

Sache　wird　im　sogenannten　Dirichletschen　Prinzip　deutlich　gezeigt，

welches　der　Kernpunkt　der　Theorie　der　Riemannschen　Fltiche　ist．　Die

Uberlegungen　dieses　Prinzips　werden　zur　philosophisehen　Untersuchung

・der　Mathematik　einen　neuen　Weg　bahnen．　Die　・Riernannsche　Flache

grgab　sich　aus　der　Geornetrisierung　der　gesetzlichen　Funktionen．　Weil

die　Gesetzlichkeit　der　Funktion　durch　ihre　Komplexdifferenzierbarkeit

bestimmt　wird，　ist　es　gewiB，　dats　sie　selbst　naturgemtiB　diese　Fltiche

erzeugt．　Diese　Sache　wird　zur　Phllosophle　der　komplexen　Zahlen　viel

beitragen．　lm　Gegensatz　zu　den　realen　Zahlen　sind　die　komplexen

Zahlen　schwer，　philosophisch　zu　begreifen．　Es　soll　aber　durch　deren

Bestimmungsverm6gen　fUr　die　gesetzliche　Funktion，　somit　durch　die

Riemannsche　Fltiche　gemacht　werden．

2


