
二
四

デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観

　
　
　
一
大
学
教
授
資
格
取
得
講
演
に
お
け
る
概
念
拡
張
の
仕
組
み

八
杉
漏
利
子

は
じ
め
に

　
数
学
の
各
理
論
の
発
展
に
際
し
て
は
様
々
な
拡
張
が
行
わ
れ
る
。
拡
張
に
は
対
象
領
域
の
拡
張
、
演
算
あ
る
い
は
関
係
な
ど
の
定
義
域
の

拡
張
、
新
し
い
演
算
の
導
入
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
何
等
か
の
意
昧
の
概
念
拡
張
と
表
現
で
き
よ
う
。

　
概
念
拡
張
に
際
し
て
任
意
に
新
し
い
概
念
を
定
義
し
て
も
科
学
の
発
展
に
貢
献
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で

な
ん
ら
か
の
意
味
で
必
要
に
応
じ
て
拡
張
の
方
向
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
。
同
時
に
し
か
し
当
然
な
が
ら
新
概
念
が
そ
れ
ま
で
の
知
識
か

ら
自
動
的
・
機
械
的
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
科
学
者
は
一
定
の
軌
道
内
に
留
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
創
造
力
を
発
揮
し
て
科
学
の
発
展

の
方
向
を
決
め
て
ゆ
く
も
の
だ
。

　
概
念
の
発
展
に
は
前
段
階
か
ら
断
絶
し
た
飛
躍
も
あ
り
得
る
が
、
接
続
的
な
発
展
も
多
い
。
内
容
が
よ
り
豊
富
に
な
り
な
が
ら
、
前
段
階

と
何
等
か
の
意
味
で
同
質
な
場
合
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
同
質
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
も
そ
れ
に
対

す
る
答
も
一
言
で
書
き
き
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
同
質
性
を
何
等
か
の
意
味
で
保
証
す
る
、
数
学
理
論
と
は
独
立
な
哲
学
的
基

礎
を
求
め
る
と
し
て
も
、
　
｝
意
的
な
答
え
は
毘
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
数
学
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
る
試
み
の
ほ
う
が
適
切
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
観
点
は
（
ク
ワ
イ
ン
回
O
①
O
）
お
よ
び
（
キ
ッ
チ
ャ
ー
お
。
。
。
。
）
に
啓
発
さ
れ
て
得
た
も
の
で
あ
る
。



　
そ
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
デ
デ
キ
ン
ト
の
『
大
学
教
授
資
格
取
得
講
演
』
（
団
騨
げ
筥
け
P
自
O
離
ω
吋
Φ
鎚
①
デ
デ
キ
ン
ト
H
O
ω
卜
σ
（
H
O
Q
㎝
癖
）
”
以

下
『
資
格
論
文
』
と
略
）
を
と
り
あ
げ
る
。
（
（
デ
デ
キ
ン
ト
一
ゆ
㊤
①
）
も
参
照
す
る
。
）
そ
の
理
由
は
、
筆
者
の
関
心
事
が
数
学
に
お
け
る
発
展

的
概
念
形
成
の
一
般
的
な
原
理
の
探
求
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
『
資
格
論
文
』
が
ひ
と
つ
の
有
効
な
モ
デ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
資

格
論
文
』
で
は
概
念
拡
張
の
意
味
あ
る
具
体
例
を
中
心
に
そ
の
仕
組
み
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
内
容
は
デ
デ
キ

ン
ト
の
後
年
の
諸
研
究
成
果
（
た
と
え
ば
（
デ
デ
キ
ン
ト
H
。
。
お
）
、
（
デ
デ
キ
ソ
ト
H
。
。
。
。
。
。
）
）
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
り
、
デ
デ
キ
ン
ト
の

研
究
計
画
と
い
う
意
味
合
い
も
も
つ
。
さ
ら
に
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
論
お
よ
び
数
学
の
効
果
が
現
代
ま
で
も
続
い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、

こ
の
研
究
計
画
に
意
義
を
与
え
て
い
る
。
『
資
格
論
文
』
は
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
の
哲
学
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
『
資
格
論
文
』
に
お
い
て

デ
デ
キ
ン
ト
は
直
接
に
哲
学
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
数
学
の
発
展
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
洞
察
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
。

し
か
し
そ
の
背
後
に
あ
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
に
関
す
る
哲
学
的
思
考
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
『
資
格
論
文
』
は
妥
当
な
概
念
発
展
に
関
し
て
、
科
学
一
般
の
発
展
の
法
則
と
い
う
べ
き
考
察
か
ら
始
め
、
数
学
の
発
展
も
そ
の
法
則
に

則
る
こ
と
を
述
べ
、
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
そ
の
観
点
の
根
拠
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
今
日
教
科
書
に
載
る
よ
う
な
基
本
的
な
例

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
議
論
を
抽
象
化
す
れ
ば
、
現
代
に
い
た
る
様
々
な
数
学
の
分
野
に
適
用
可
能
な
原
理
を
引
き
出
せ
る
。
そ
の
意
味
で

『
資
格
論
文
』
は
現
在
で
も
新
鮮
味
を
失
っ
て
い
な
い
。

　
『
資
格
論
文
』
の
主
眼
は
題
名
の
示
す
ご
と
く
新
し
い
関
数
の
導
入
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
伴
う
領
域
拡
張
や
従
来
の
関
数
の
定
義
域
の

拡
張
も
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
『
資
格
論
文
』
は
一
八
五
四
年
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
半
ば
と
い
う
時
代
の
産
物
で
あ
る
。

そ
の
内
容
も
そ
の
意
義
も
時
代
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
原
典
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
で
、
そ
の
意
図

を
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
専
念
す
る
。

　
筆
者
の
理
解
で
は
、
『
資
格
論
文
』
の
意
義
は
拡
張
前
の
対
象
物
と
拡
張
後
の
対
象
物
の
間
の
概
念
的
つ
な
が
り
を
解
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
資
格
論
文
』
は
両
者
の
接
点
を
見
極
め
、
そ
れ
を
通
し
て
自
然
に
接
続
さ
れ
る
場
合
に
拡
張
の
意
義
を
認

デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
観

二
五
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め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
サ
ー
ベ
イ
論
文
（
八
杉
b
。
O
お
）
に
お
い
て
『
資
格
論
文
』
の
解
説
を
し
、
『
資
格
論
文
』
お
よ
び
デ
デ
キ
ン
ト
の
諸
成
果
に
関
す

る
既
存
の
文
献
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
。
歴
史
的
位
置
、
論
理
主
義
、
構
造
主
義
、
他
の
数
学
者
と
の
関
係
な
ど
に
関
す
る
考
察
（
（
フ
ェ

レ
イ
ロ
ス
H
8
0
）
、
（
野
本
さ
。
O
一
〇
）
、
（
レ
ッ
ク
さ
。
O
O
ω
）
、
（
テ
イ
ト
お
O
①
）
）
お
よ
び
『
資
格
論
文
』
の
主
題
で
あ
る
自
然
数
領
域
の
逆
演
算
を

通
し
て
の
拡
張
の
例
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
問
題
点
に
つ
い
て
の
検
討
（
（
シ
！
グ
・
シ
ュ
リ
ム
“
。
0
8
）
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
多

く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
覗
資
格
論
文
』
の
解
説
と
い
う
意
図
は
本
稿
に
は
な
い
。
ま
た
、
既
存
の
文
献
に
関
す
る
検
討
も
こ
こ

で
は
し
な
い
。
『
資
格
論
文
』
か
ら
筆
者
な
り
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
一
言
所
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
『
資
格
論
文
』
は
一
つ
の
理
論
の
各
場
面
で
の
拡
張
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
数
学
を
全
体
と
し
て
下
か
ら
積
み
上
げ
て
ゆ
く
構
成
主
義
あ
る
い
は
基
礎
づ
け
・
王
義
の
見
解
は
と
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
数
学
論
は
数
学
の
発
展
の
一
つ
の
方
向
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
数
学
の
発
展
は
そ
の
方
向
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
本
稿
の
内
容
と
特
色
の
概
観
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
㎎
資
格
論
文
輪
の
主
張
に
つ
い
て
先
行
文
献
で
は
深
く
追
求
さ
れ
て

い
な
い
概
念
の
明
確
化
・
精
密
化
を
目
指
す
。
と
く
に
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
る
概
念
拡
張
に
お
け
る
「
内
的
必
要
性
」
（
巨
δ
冨

Z
9
≦
吐
薬
σ
q
冨
貯
一
節
で
詳
述
）
に
つ
い
て
、
隅
資
格
論
文
隔
で
は
全
編
を
通
し
て
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
本
稿
で
さ
ら
に
そ
の
意
味
を

哲
学
的
に
明
確
に
し
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
扱
っ
て
い
る
例
に
加
え
て
そ
の
後
の
数
学
の
発
展
に
お
け
る
例
に
よ
っ
て
本
稿
の
解
釈
が
妥
当
で
あ

る
こ
と
を
添
す
。

　
一
節
か
ら
三
節
で
『
資
格
論
文
扇
に
お
け
る
概
念
拡
張
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。
四
節
で
は
㎎
資
格
論
文
㎞
で
提
示
さ
れ
る
数
学
の

様
々
な
場
面
に
お
け
る
具
体
例
を
、
五
場
面
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
概
念
拡
張
の
特
性
を
詳
細
に
記
述
し
分
析
す
る
。
こ
こ
で
数

学
に
お
け
る
「
場
面
」
と
は
あ
る
理
論
と
そ
れ
に
関
す
る
数
学
活
動
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
正
議
言
上
の
加
法
と
乗
法
の
理
論
と
こ
れ



ら
の
演
算
に
関
す
る
様
々
な
算
術
的
操
作
は
、
そ
の
基
本
的
な
例
で
あ
る
。

　
五
節
で
は
、
以
上
の
分
析
か
ら
『
資
格
論
文
』
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
概
念
拡
張
を
「
同
質
性
」
と
い
う
術
語
で
表

現
す
る
。
筆
者
の
提
案
す
る
同
質
性
は
、
「
必
要
性
」
、
「
健
全
性
」
お
よ
び
「
保
存
性
」
と
い
う
三
つ
の
原
理
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
筆

者
の
観
点
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
思
想
も
議
論
も
、
そ
の
解
釈
は
何
等
か
の
観
点
を
通
し
て
し
か
行
わ
れ
得
な
い
も
の
だ
。
そ
の
際
に
自
ら

の
立
場
を
明
確
に
し
つ
つ
原
典
の
意
図
を
丁
寧
に
た
ど
り
な
が
ら
解
釈
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
原
則
を
で
き
る
だ
け
守
る

つ
も
り
で
あ
る
。

　
六
節
で
は
そ
の
後
の
数
学
の
発
展
に
お
い
て
多
く
の
例
が
こ
の
意
味
の
同
質
性
を
満
た
す
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
『
資
格
論
文
』
の
数
学

観
を
本
稿
の
内
容
に
沿
っ
て
述
べ
な
お
し
て
み
る
。
そ
し
て
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
観
に
調
和
す
る
概
念
拡
張
は
、
数
学
の
発
展
に
お
け
る
一

つ
の
重
要
な
方
向
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

科
学
の
発
展
に
お
け
る
一
般
法
則

　
一
節
か
ら
三
節
で
、
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
科
学
・
数
学
の
発
展
に
関
す
る
観
点
を
筆
者
の
言
葉
で
述
べ
て
ゆ
く
。
以
下
で
は
、
英
訳

（
デ
デ
キ
ン
ト
H
8
①
）
に
倣
っ
て
原
文
『
資
格
論
文
』
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
を
引
用
す
る
。
〈
i
V
は
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
第
i
パ
ラ

グ
ラ
フ
を
表
す
。

　
筆
者
は
（
八
杉
卜
。
O
旨
）
に
お
い
て
、
『
資
格
論
文
』
で
展
開
さ
れ
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
観
に
よ
る
数
学
の
概
念
拡
張
の
場
面
は
三
種
類

に
分
類
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
第
一
は
新
し
い
演
算
と
そ
れ
に
伴
う
新
領
域
の
創
造
で
あ
り
、
『
資
格
論
文
』
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
7
V
か
ら

く
9
＞
に
相
当
す
る
。
正
整
数
領
域
と
そ
の
上
の
加
法
と
乗
法
を
基
礎
に
し
て
、
逆
演
算
で
あ
る
減
法
お
よ
び
除
法
と
そ
れ
ら
が
実
行
さ
れ

る
た
め
の
有
理
数
領
域
、
そ
の
上
で
の
指
数
関
数
が
定
義
さ
れ
る
た
め
の
無
理
数
、
さ
ら
に
複
素
数
の
領
域
が
創
造
さ
れ
る
。

　
実
数
領
域
が
導
入
さ
れ
た
も
の
と
し
た
上
で
、
第
二
は
実
数
領
域
の
一
部
分
で
定
義
さ
れ
て
い
る
演
算
の
実
数
領
域
全
体
へ
の
定
義
域
の

デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
観
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拡
張
問
題
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
定
義
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
そ
の
演
算
の
概
念
が
拡
張
さ
れ
る
。
こ
れ
は
く
1
0
＞
と
く
1
1
＞
に
相
当
す
る
。

第
三
の
く
1
2
V
で
は
、
演
算
の
定
義
域
の
拡
張
に
際
し
て
も
と
の
演
算
の
定
義
が
放
棄
さ
れ
、
演
算
の
概
念
転
換
が
起
こ
る
。

　
し
か
し
よ
り
詳
細
な
分
析
の
結
果
、
本
稿
四
節
で
『
資
格
論
文
撫
に
お
け
る
概
念
拡
張
を
五
種
類
の
数
学
的
場
面
に
お
い
て
検
討
す
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
演
算
の
適
用
領
域
の
拡
張
は
、
画
定
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
演
算
の
基
本
性
質
、
す
な
わ
ち
当
該
演
算
を
規
定
す
る

と
み
な
さ
れ
る
基
本
性
質
の
、
拡
張
さ
れ
た
領
域
で
の
充
足
性
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
性
質
あ
る
い
は
法
則
を
旧
・
新
の
概
念
の

接
点
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
要
請
に
し
た
が
う
概
念
拡
張
は
、
（
野
本
卜
。
O
H
O
）
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
「
保
存
的
拡
張
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
デ
デ
キ
ン
ト
は
〈
3
＞
か
ら
く
5
＞
で
科
学
一
般
を
発
展
的
・
動
的
な
体
系
と
捉
え
て
、
〈
6
＞
，
で
数
学
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
方
を
提

示
し
て
い
る
。
そ
の
観
点
が
『
資
格
論
文
』
の
骨
子
に
な
っ
て
い
る
。
〈
3
＞
の
冒
頭
で
デ
デ
キ
ン
ト
は
、
「
科
学
の
目
標
が
不
変
の
真
理
の

究
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
は
大
概
は
そ
れ
に
単
に
近
づ
け
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
発
言
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
主

張
す
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
結
果
に
至
る
ま
で
の
人
の
知
識
の
歩
み
を
表
現
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
科
学
自
体
に
は
、
無
限
の
多
様
、
無
限
に
異
な
る
表

　
　
現
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
（
噸
資
格
論
文
晦
サ
お
。
。
）

そ
れ
は
「
入
間
の
不
完
金
さ
に
よ
る
恣
意
性
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
た
と
え
ば
鉱
物
の
分
類
方
法
に
つ
い
て
意
義
深
い
も
の
と

そ
う
で
な
い
も
の
の
区
劉
を
す
る
の
は

　
　
入
が
科
学
の
内
的
性
質
（
匹
一
①
凶
嵩
嵩
①
門
Φ
回
4
効
け
二
「
価
Φ
村
♂
く
圃
ω
ω
⑦
コ
ω
O
げ
P
｛
け
）
に
置
く
と
こ
ろ
の
仮
説
で
あ
る
“
さ
ら
な
る
経
過
に
お
い
て
は
じ

　
　
め
て
科
学
は
そ
れ
に
対
し
て
答
・
兄
る
∵
：
…
（
『
資
格
論
文
隔
㍗
命
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
キ
ー
ワ
ー
ド
に
は
揺
弧
内
で
原
語
を
付
す
。
以
下
同
様
。
）

　
学
問
と
は
、
不
完
全
な
が
ら
知
性
を
も
つ
人
聞
の
営
み
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
観
点
へ
の
共
感
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
科



学
の
内
的
性
質
を
科
学
者
が
ど
の
よ
う
に
発
見
し
、
理
解
し
、
言
語
化
し
て
ゆ
く
か
、
は
一
筋
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
科
学
者

は
概
念
拡
張
を
行
う
際
に
は
、
そ
の
内
的
性
質
を
十
分
に
把
握
し
、
ま
た
そ
の
時
点
ま
で
に
得
ら
れ
た
知
識
を
活
用
す
る
の
で
、
方
向
性
を

誤
る
こ
と
は
少
な
い
。
と
く
に
、
証
明
と
い
う
保
証
機
能
を
も
つ
数
学
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。

　
法
学
に
お
い
て
も
類
似
の
現
象
が
生
じ
る
と
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
4
＞
に
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
表
現
が
あ
る
。

　
　
何
か
あ
る
動
機
か
ら
導
入
さ
れ
た
諸
概
念
が
、
そ
れ
ら
が
最
初
限
定
的
過
ぎ
る
か
あ
る
い
は
広
過
ぎ
て
理
解
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
ら

　
　
の
有
効
性
、
そ
れ
ら
の
射
程
範
囲
を
よ
り
大
き
い
領
域
に
拡
張
で
き
る
よ
う
に
、
修
正
を
要
求
す
る
。
（
『
資
格
論
文
』
や
お
O
）

　
後
出
の
数
学
に
関
す
る
諸
議
論
は
こ
れ
と
類
似
の
形
を
し
て
い
る
。

　
〈
5
＞
で
科
学
の
創
造
的
発
展
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
内
的
必
要
性
（
謎
零
冨
Z
o
葺
Φ
コ
臼
α
q
冨
膣
一
『
資
格
論
文
』
㍗

お
O
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
本
稿
全
体
に
関
わ
る
用
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
乞
9
≦
Φ
昌
島
α
q
冨
津
の
日
本
語
訳
は
必
要
性
あ
る
い
は
必
然
性
で
あ
る
。
写

コ
①
冨
窯
9
≦
窪
臼
σ
Q
障
Φ
沖
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
必
然
性
と
い
う
訳
が
適
切
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
論
理
的
必
然
性
で
は
な
く
、
様
相
に
お
け
る
必
然
性
で
も
な
く
、
ま
た
自
然
的
な
因
果
関
係
を
表
す
も
の
で
も
な
い
。
数
学
活
動

に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
必
要
性
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
乞
。
馬
丁
魯
臼
ひ
q
醤
Φ
謬
の
訳

は
必
要
性
で
統
一
す
る
。

　
〈
3
＞
と
く
5
＞
か
ら
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
考
え
る
「
科
学
の
発
展
の
一
般
法
則
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（
体
系
化
さ

れ
た
知
識
と
し
て
の
）
科
学
（
の
各
分
野
）
に
お
い
て
は
、
過
去
の
成
果
に
加
え
、
そ
の
内
的
必
要
性
に
よ
っ
て
、
次
の
方
向
が
逐
次
決
ま

っ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
科
学
者
は
多
様
な
可
能
性
の
な
か
か
ら
（
当
該
科
学
分
野
の
）
内
的
必
要
性
に
導
か
れ
て
適
切
な
方
向
を
選
び
取
っ

て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
内
的
必
要
性
に
よ
っ
て
次
の
方
向
が
】
意
的
に
決
定
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
〈
6
V
で
数
学
の
発
展
法
則
に
関
わ
る
一
般
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
最
も
明
瞭
で
あ
る
と
さ
れ
る
数
学
に
も
、
科
学
の
発
展
に
お
け
る
一
般

デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観

二
九
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三
〇

法
則
は
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。

　
　
数
学
の
諸
定
義
も
ま
た
最
初
は
必
然
的
に
限
定
さ
れ
た
形
で
登
場
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
発
展
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
ら
定
義
の

　
　
一
般
化
が
生
じ
る
。
（
『
資
格
論
文
撫
や
お
O
）

　
し
か
し
数
学
で
は
、
定
義
の
拡
張
に
お
い
て

　
　
当
初
の
諸
定
義
か
ら
生
じ
か
つ
そ
れ
ら
諸
定
義
に
よ
っ
て
標
示
さ
れ
る
概
念
に
対
し
て
特
徴
的
で
あ
る
よ
う
な
法
則
を
普
遍
妥
当
と
み

　
　
な
す
と
い
う
原
則
（
『
資
格
論
文
隔
P
お
O
）

が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
恣
意
性
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て

　
　
逆
に
こ
れ
ら
の
法
則
は
普
遍
化
さ
れ
た
諸
定
義
の
起
源
に
な
る
だ
ろ
う
闘
（
『
資
格
論
文
騙
空
心
ω
O
）

た
だ
し

　
　
普
遍
的
な
定
義
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
…
…
（
魍
資
格
論
文
囁
㍗
蒔
ω
O
）

と
い
う
こ
と
を
問
い
な
が
ら
法
則
を
晃
出
し
そ
の
普
遍
妥
当
性
を
確
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
が
続
く
。

　
以
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
醤
及
さ
れ
る
具
体
例
で
は
上
述
の
原
則
と
こ
れ
ら
の
見
解
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
は

　
　
こ
の
帰
納
の
原
理
を
い
く
つ
か
の
例
に
お
い
て
実
行
す
る
（
㎎
資
格
論
文
騙
や
お
O
）

こ
と
が
自
分
の
意
図
で
あ
る
、
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
帰
納
原
理
に
つ
い
て
は
最
後
に
ア
ペ
ル
ト
の
「
帰
納
論
」
を
紹
介
し
て
、
そ
れ

以
上
立
ち
入
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
帰
納
へ
の
言
及
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
の
発
展
の
仕
組
み
に
関
す
る
考
察
は
一
つ
の
解
釈
で
あ
り

（
も
ち
ろ
ん
慎
重
に
検
討
さ
れ
実
際
に
そ
の
方
向
が
実
現
さ
れ
る
予
想
の
も
と
に
、
で
あ
る
）
、
そ
れ
が
帰
納
の
原
理
に
よ
っ
て
妥
当
化
さ
れ

る
と
主
張
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
以
後
数
学
の
具
体
的
な
場
面
に
お
け
る
概
念
拡
張
の
仕
組
み
が
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
数
学
で
は
一
般
に
「
関
数
」
と
「
演
算
」
は
区
罰



し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
『
資
格
論
文
』
で
は
加
法
や
正
弦
の
よ
う
な
通
常
関
数
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
積
分
の
よ
う
な
演
算
と
呼
ば
れ
る
も
の

を
岡
等
に
扱
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
主
に
演
算
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
ま
た
本
稿
の
最
後
で
は
演
算
の
み
で
な
く
関
係
あ
る
い
は

性
質
も
拡
張
の
対
象
に
す
る
。

二
　
領
域
の
創
造
を
伴
う
演
算
の
拡
張

　
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
7
＞
は
間
接
的
な
逆
演
算
と
そ
れ
に
伴
う
領
域
の
拡
張
と
い
う
数
学
に
お
け
る
保
存
的
拡
張
に
関
す
る
基
本
的
な
項
目
で

あ
り
、
具
体
的
に
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
所
与
の
領
域
内
で
の
「
反
復
の
ま
と
め
上
げ
」
に
よ
る
新
し
い
関
数
の
導

入
が
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
初
等
算
術
の
基
本
的
操
作
は
、
後
者
関
数
と
呼
ば
れ
る
正
当
尊
上
の
継
続
的
前
進
と
い
う
操
作
（
島
①
○
℃
①
畦
－

四
江
§
）
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　
こ
の
初
等
演
算
の
複
数
回
続
け
て
反
復
さ
れ
た
実
行
を
唯
一
の
行
為
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
人
は
加
法
概
念
に
達
す
る
。
こ
れ
よ
り
同

　
　
様
に
し
て
乗
法
概
念
が
、
そ
れ
よ
り
累
乗
概
念
が
発
生
す
る
。
（
『
資
格
論
文
』
P
お
H
）

　
以
上
の
こ
と
は
、
原
始
再
帰
関
数
の
逐
次
定
義
に
相
当
す
る
。
反
復
の
ま
と
め
上
げ
が
原
始
再
帰
の
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
関
数
の
定
義
領
域
は
正
整
数
領
域
で
十
分
だ
。
し
か
し
そ
れ
で
は
算
術
の
さ
ら
な
る
発
展
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ぽ

　
　
間
接
的
な
逆
演
算
で
あ
る
減
法
、
除
法
等
の
無
条
件
の
実
行
可
能
性
の
要
求
（
仙
凶
Φ
　
勾
O
黙
思
O
因
¢
欝
典
）
が
新
し
い
数
の
ク
ラ
ス
を
形
成
す

　
　
る
こ
と
の
必
要
性
（
ワ
伺
O
叶
≦
①
コ
α
一
ひ
q
罵
Φ
凶
け
）
に
至
る
、
…
…
（
『
資
格
論
文
』
o
．
お
H
）

　
こ
の
結
果
負
の
数
、
有
理
数
、
無
理
数
、
複
素
数
と
、
領
域
が
拡
張
さ
れ
る
。
新
し
い
諸
数
の
実
際
の
形
成
に
つ
い
て
は
『
資
格
論
文
』

で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
で
は
正
整
数
か
ら
こ
れ
ら
の
欝
欝
の
逐
次
構
築
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
が
、
（
デ
デ

キ
ソ
ト
一
。
。
醤
）
に
お
い
て
無
理
数
の
形
成
が
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
紹
介
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
『
資
格
論
文
』
を
通
し
て
正
整
数
に
つ
い

デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
観

瓢
＝
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三
二

て
の
疑
義
は
表
明
さ
れ
ず
、
最
も
基
本
的
な
領
域
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
（
デ
デ
キ
ン
ト
H
。
。
。
。
。
。
）
で
は
じ
め
て
そ
も
そ
も
正
整
数
で
あ

る
と
こ
ろ
の
数
と
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
資
格
論
文
』
で
は
間
接
的
逆
演
算
と
そ
れ
に
伴
う
新
領
域
に
関
す
る
動
機
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
方
程
式
を
解
く
と
い
う
活
動
を

可
能
に
す
る
た
め
の
演
算
の
必
要
性
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
数
学
概
念
の
拡
張
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
数
学
の
活
動
に
お
い
て
自
ず
と
要
求
さ
れ
る
と
ぎ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
数
学
活
動
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
拡
張
の

時
期
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
導
入
さ
れ
る
の
だ
。

　
新
し
い
演
算
と
そ
れ
に
伴
う
数
の
領
域
の
創
造
の
結
果
問
題
に
な
る
の
は
、
数
学
が
整
合
的
に
実
行
可
能
に
な
る
こ
と
だ
。
㎎
資
格
論
文
』

に
も
あ
る
通
り
、
も
と
の
演
算
（
加
法
な
ど
）
を
、
も
と
の
領
域
（
た
と
え
ば
正
整
数
領
域
）
を
含
む
拡
張
さ
れ
た
領
域
全
体
（
た
と
え
ば

整
数
領
域
）
に
適
用
可
能
な
よ
う
に
定
義
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
が
旧
領
域
上
で
は
も
と
の
演
算
概
念
と
一
致
す
る
こ
と

（
健
全
性
）
、
お
よ
び
「
前
述
の
一
般
的
原
理
（
〈
6
＞
）
を
遵
守
す
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
領
域
で
も
と
の
演
算
を
特

徴
づ
け
る
法
則
が
新
領
域
全
体
に
拡
張
さ
れ
た
演
算
に
関
し
て
も
成
り
立
つ
こ
と
（
保
存
性
）
が
要
求
さ
れ
る
。
正
整
数
領
域
に
お
け
る
加

法
と
乗
法
を
特
徴
付
け
る
交
換
律
や
分
配
律
な
ど
が
そ
の
例
だ
。
こ
れ
ら
の
法
則
が
旧
領
域
と
拡
張
さ
れ
た
領
域
の
接
点
と
な
る
。
た
と
え

ぽ
加
法
は
職
領
域
と
新
領
域
で
同
じ
機
能
を
果
た
す
、
あ
る
い
は
共
機
能
性
を
も
つ
、
と
も
表
現
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
法
則
や
領
域
の
拡
張
に
つ
い
て
何
か
一
般
的
な
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
数
学
も
含
め
て
科
学
の
発
展
は
な
ん
ら
か
の
必

要
性
に
し
た
が
う
、
と
い
う
デ
デ
キ
ン
ト
の
主
張
は
、
そ
の
必
要
性
が
厳
密
な
方
向
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
こ
と
ま
で
は
意
味
し
な

い
。
〈
3
V
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ぽ
、
「
数
学
の
さ
ら
な
る
発
展
」
に
よ
っ
て
次
第
に
方
向
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

数
学
の
あ
る
濡
動
に
お
い
て
ま
ず
局
所
的
な
必
要
性
あ
る
い
は
目
的
が
気
づ
か
れ
、
そ
れ
へ
の
継
続
的
対
処
の
過
程
で
、
満
た
さ
れ
る
べ
き

普
遍
的
な
法
則
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
薪
理
論
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
内
的
必
要
性
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態

を
指
す
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
以
下
の
諸
例
が
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
。



　
こ
の
後
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
8
V
で
乗
法
の
整
数
領
域
へ
の
拡
張
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
正
整
数
領
域
に
お
け
る
乗
法
の
本
質
は
被

乗
数
の
加
法
の
反
復
の
ま
と
め
上
げ
で
あ
る
が
、
そ
の
定
義
で
は
負
の
乗
数
に
関
し
て
は
乗
法
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
定
義
を
最
初
の
制
限
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
は
、
特
別
な
定
義
を
必
要
と
す
る
“
（
『
資
格
論
文
』
箸
．
お
一
ム
。
。
卜
。
）

　
し
か
し
新
し
い
定
義
は
任
意
性
を
許
す
。
た
と
え
あ
る
定
義
が
有
用
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
そ
れ
が
偶
然
で
な
か
っ
た
と
は
い
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に

　
　
…
…
一
般
的
原
理
を
使
用
し
よ
う
。
…
…
人
は
積
が
ど
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は

　
　
積
が
受
け
る
変
化
の
規
定
だ
け
で
す
で
に
十
分
で
あ
る
。
（
『
資
格
論
文
』
P
お
N
）

　
積
、
す
な
わ
ち
乗
法
が
受
け
る
変
化
と
は
、
乗
数
が
一
だ
け
増
加
し
た
と
き
の
積
が
も
と
の
乗
数
に
よ
る
積
に
被
乗
数
を
一
圓
加
え
た
も

の
に
な
る
、
こ
と
で
あ
る
。
正
整
数
で
成
り
立
つ
こ
の
事
実
が
乗
法
の
満
た
す
べ
き
等
式
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
よ
り
導
か
れ
る
加
法
と
乗

法
に
関
す
る
諸
定
理
を
、
加
法
と
乗
法
に
関
す
る
法
則
と
言
明
す
る
。

　
〈
9
＞
で
は
累
乗
に
つ
い
て
類
似
の
考
察
を
行
い
、
そ
の
指
数
を
正
整
数
か
ら
有
理
数
全
体
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
と
必
然
的
に
無
理
数
、

さ
ら
に
複
素
数
領
域
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
デ
デ
キ
ン
ト
の
見
解
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　
こ
こ
で
少
な
く
と
も
虚
数
の
出
現
と
と
も
に
体
系
的
な
算
術
（
紹
ω
け
Φ
ヨ
彗
ω
o
冨
》
嫁
げ
日
Φ
け
貯
）
の
主
要
な
困
難
が
始
ま
る
。
そ
れ
に

　
　
も
か
か
わ
ら
ず
以
下
の
こ
と
は
期
待
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
入
は
こ
こ
で
も
ま
た
い
か
な
る
任
意
性
も
許
さ
ず
、
つ
ね
に
発
見
さ
れ
た

　
　
法
則
自
体
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
（
○
讐
巳
ω
讐
N
）
の
恒
常
的
な
使
用
に
よ
っ
て
、
算
術
の
真
に
堅
固
な
体
系

　
　
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
。
（
『
資
格
論
文
』
や
お
幽
）

　
最
後
に
再
び
強
調
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
加
法
に
対
す
る
減
法
の
よ
う
に
、
逆
演
算
の
導
入
が
「
必
要
」
な
の
か
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う

に
数
学
の
豊
か
な
発
展
の
た
め
に
数
学
自
体
が
要
求
す
る
活
動
、
た
と
え
ば
「
方
程
式
を
解
く
」
な
ど
の
活
動
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観

三
三
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三
　
既
存
領
域
内
で
の
演
算
拡
張

　
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
1
0
＞
と
く
1
1
V
で
は
実
数
領
域
内
で
の
定
義
域
の
拡
張
が
三
角
関
数
を
例
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
デ
デ
キ
ン
ト
は
明
言
し

て
い
な
い
が
、
〈
9
V
の
要
求
に
よ
っ
て
実
数
領
域
が
創
造
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
角
度
の
関
数
で
あ
る
正
弦
と
余
弦
は
最
初
は
幾
何
学
的
に
直
角
三
角
形
の
辺
の
比
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
定
義
域
は
鋭
角
に

限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
直
角
以
上
の
角
度
自
体
は
古
く
か
ら
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
三
角
関
数
の
定
義
域
の
拡
張
を
求
め
る
こ
と
は
自
然

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
〈
1
0
＞
で
は
、
一
般
的
に
こ
れ
ら
の
関
数
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
様
子
は
「
完
全
に
任
意
に
見
え
る
」

と
い
う
。

　
〈
1
1
＞
に
お
け
る
そ
の
解
決
方
法
は
、
大
筋
次
の
通
り
で
あ
る
。
最
初
限
定
さ
れ
た
領
域
、
す
な
わ
ち
鋭
角
の
領
域
、
で
定
義
さ
れ
た
正

弦
と
余
弦
に
つ
い
て
の
加
法
定
理
を
普
遍
的
な
法
則
と
し
て
採
用
す
る
。
正
弦
の
加
法
定
理
は
、
二
個
の
角
度
の
和
の
正
弦
の
値
（
下
辺
）

が
各
々
の
角
度
の
正
弦
と
余
弦
の
値
の
あ
る
組
み
合
わ
せ
（
右
辺
）
に
等
し
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
鋭
角
の
和
が
直
角
以
上
の
場
合
に

は
そ
の
和
に
お
け
る
当
該
関
数
の
値
を
、
加
法
定
理
の
右
辺
で
定
義
す
る
。

　
　
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
続
行
す
る
な
ら
ば
、
人
は
容
易
に
正
の
角
度
に
対
す
る
一
般
的
定
義
へ
、
そ
し
て
ま
た
減
法
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う

　
　
に
負
の
角
度
に
対
す
る
　
般
的
定
義
へ
と
達
す
る
の
で
あ
る
。
法
則
は
ま
た
こ
こ
で
、
人
が
あ
る
概
念
を
最
も
有
効
に
な
る
よ
う
に
す

　
　
る
に
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
（
㎎
資
格
論
文
輪
P
仁
ω
①
）

　
上
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
領
域
の
拡
張
は
生
じ
な
い
の
で
、
関
数
概
念
の
拡
張
の
み
が
問
題
に
な
る
。
幾
何
学
的
∵
直
観
的
な
意
味
を

も
2
二
角
関
数
は
限
定
さ
れ
た
領
域
で
定
義
さ
れ
た
。
そ
の
本
質
で
あ
る
加
法
定
理
に
よ
っ
て
定
義
域
の
拡
張
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
方
法

は
拡
張
さ
れ
た
定
義
域
で
も
加
法
定
理
が
成
り
立
つ
こ
と
を
保
証
す
る
。
拡
張
さ
れ
た
後
で
も
引
数
は
角
度
と
み
な
さ
れ
、
も
と
の
領
域
で

は
最
初
の
三
角
関
数
の
概
念
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
角
度
と
実
数
は
と
く
に
断
り
な
し
に
、
岡
一
視
さ
れ
て
い
る
。



　
〈
1
2
＞
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
例
が
、
数
学
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
領
域
に
の
み
関
係
す
る
概
念
の
よ
り
一
般
的
な
諸
領
域
へ
の
発
展
の
特
性
を
立
証
す
る

　
　
の
に
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
し
か
し
限
定
さ
れ
た
領
域
に
対
す
る
も
と
の
諸
定
義
は
触
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
（
『
資
格
論
文
』
や
お
①
）

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
定
義
域
拡
張
と
い
う
意
味
で
の
概
念
拡
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
限
定
さ
れ
た
領
域
で
定
義
さ
れ
た
概
念
は

変
更
さ
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
定
義
域
の
拡
張
に
際
し
て
も
と
の
定
義
あ
る
い
は
関
数
が
放
棄
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
も
と
の
領
域
に
お
い
て
も
概
念
変
換
が
起

こ
る
ケ
ー
ス
を
積
分
と
P
関
数
の
例
で
説
明
し
て
い
る
。
積
分
演
算
で
見
よ
う
。
積
分
論
で
は
原
始
関
数
に
よ
る
積
分
か
ら
面
積
と
し
て
の

積
分
へ
の
概
念
転
換
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
元
の
概
念
と
転
換
後
の
概
念
と
の
接
点
は
積
分
に
関
し
て
成
り
立
つ
線
形
性

な
ど
の
法
則
で
あ
る
。

　
な
お
、
積
分
演
算
の
場
合
に
は
数
で
は
な
く
て
実
関
数
全
体
の
集
合
と
い
う
領
域
内
で
理
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ
の

な
か
で
当
初
の
定
義
域
は
原
始
関
数
を
も
つ
関
数
族
で
あ
り
、
概
念
転
換
の
後
に
よ
り
広
い
関
数
族
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
概
念
拡
張
に
つ
い

て
の
考
察
に
お
い
て
、
対
象
領
域
を
数
に
限
定
す
る
意
図
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
資
格
論
文
』
か
ら
数
学
観
を
抽
出
す
る
際
に
重

要
な
事
項
で
あ
る
。

　
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
〈
1
3
＞
で
は
詳
細
を
語
る
余
裕
は
な
い
と
断
り
つ
つ
、
類
似
の
事
項
と
し
て
楕
円
関
数
の
理
論
の
変
遷
に
触
れ
て
い

る
。
そ
し
て
最
後
に
ア
ペ
ル
ト
の
本
の
紹
介
で
、
こ
の
講
演
を
終
え
て
い
る
。

四
デ
デ
キ
ソ
ト
の
拡
張
の
分
類

二
節
と
三
節
で
見
た
よ
う
に
、

　
　
　
デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観

デ
デ
キ
ソ
ト
の
概
念
発
展
の
考
察
は
い
く
つ
か
の
数
学
的
場
面
か
ら
成
る
。

そ
れ
ら
の
場
面
と
そ
れ
ぞ
れ

　
　
三
五
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に
お
け
る
基
本
原
理
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
一
場
面
は
、
〈
7
＞
の
最
初
に
あ
る
、
同
一
領
域
内
で
の
反
復
の
ま
と
め
上
げ
に
よ
る
新
し
い
関
数
の
導
入
で
あ
り
、
こ
の
場
舎
に
は

新
し
い
演
算
の
明
示
的
な
定
義
が
与
え
ら
れ
る
。
反
復
の
ま
と
め
上
げ
を
一
つ
の
演
算
と
み
な
す
こ
と
は
、
再
帰
的
原
理
の
容
認
と
雷
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
な
く
し
て
算
術
は
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
〈
7
＞
の
主
題
で
あ
る
第
二
場
面
は
間
接
的
逆
演
算
に
関
わ
る
が
、
そ
の
演
算
は
、
そ
れ
が
満
た
す
べ
き
要
件
に
よ
っ
て
暗
黙
的
に
導
入

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
演
算
の
構
成
方
法
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
領
域
の
拡
張
が
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
第
二
が
概
念
的
に
は
一
番
難
し
い
ケ
ー
ス
で
、
数
学
の
本
質
を
含
ん
で
い
る
。
通
常
演
算
は
定
義
領
域
と
値
を
と
る
領
域
と
の
三
つ
組
で

考
え
ら
れ
る
の
で
、
新
し
い
演
算
と
そ
の
定
義
域
は
同
時
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
減
法
の
導
入
の
際
に
負
の
数
が
同
時
に
求
め

ら
れ
る
所
以
だ
。

　
現
代
で
は
領
域
の
指
定
な
し
に
あ
る
機
能
を
も
つ
演
算
と
い
う
概
念
は
珍
し
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
た
と
え
ぽ
加
法
に
関
す
る
方
程
式
を

解
く
べ
き
新
演
算
を
求
め
る
と
き
、
そ
れ
が
適
用
可
能
な
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
数
領
域
の
形
成
、
と
い
う
こ
と
で
解
決
が
つ
く
。
し
か
し
当

時
と
し
て
は
こ
の
点
は
い
さ
さ
か
微
妙
で
あ
り
、
そ
の
点
に
関
す
る
デ
デ
キ
ソ
ト
の
解
決
の
試
み
を
（
シ
ー
グ
・
シ
ュ
リ
ム
b
。
0
8
）
が
デ
デ

キ
ソ
ト
の
未
刊
の
資
料
を
基
に
研
究
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
資
格
論
文
繍
の
内
容
を
吟
味
し
て
そ
れ
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、

現
代
的
観
点
か
ら
一
般
的
な
原
理
を
抽
象
す
る
方
針
に
徹
す
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
た
と
え
ぽ
加
法
も
拡
張
さ
れ
た
領
域
で
定
義
し
な
お
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
概
念
拡
張
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
拡
張
さ
れ
た
加
法
な
ど
が
そ
の
本
質
を
変
更
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
法
則
が
遵
守

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
デ
デ
キ
ソ
ト
の
考
察
の
範
囲
に
お
い
て
も
数
学
発
展
の
方
向
が
一
筋
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
最
初
に
正
整
数
上
の

乗
法
に
関
す
る
方
程
式
を
解
こ
う
と
す
れ
ぽ
、
要
求
さ
れ
る
の
は
正
の
有
理
数
だ
。
正
有
理
数
領
域
で
の
算
術
に
お
い
て
加
法
に
関
す
る
逆



演
算
の
た
め
に
負
の
有
理
数
領
域
を
導
入
す
る
、
と
い
う
順
番
で
も
よ
い
わ
け
だ
。

　
第
三
は
限
定
さ
れ
た
領
域
で
定
義
さ
れ
た
既
存
の
演
算
の
定
義
域
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
領
域
の
拡
張
が
要
求
さ
れ
る
場
合
で

あ
り
、
〈
9
＞
に
相
当
す
る
。

　
有
理
数
全
体
に
お
い
て
累
乗
の
定
義
を
試
み
る
場
面
を
考
え
よ
う
。
指
数
が
正
整
数
で
あ
れ
ば
、
累
乗
は
乗
法
の
反
復
の
ま
と
め
上
げ
に

よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
新
し
い
関
数
の
導
入
で
は
な
い
。
し
か
し
任
意
の
有
理
数
を
底
と
指
数
に
と
る
累
乗
の
値
は
無
理

数
、
さ
ら
に
複
素
数
を
要
求
す
る
。
概
念
拡
張
は
指
数
が
正
整
数
の
と
き
の
累
乗
に
関
す
る
法
則
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
拡
張

が
全
く
新
し
い
数
の
領
域
を
要
求
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
指
数
を
正
整
数
に
限
定
す
れ
ば
、
拡
張
前
の
性
質
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
と
第
三
の
場
面
は
、
現
在
の
我
々
が
そ
の
本
質
を
抜
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
に
と
く
に
慎
重
を
要
す
る
。
負
の
整
数
、
有
理
数
、
無

理
数
、
複
素
数
な
ど
は
現
在
の
数
学
に
お
い
て
は
標
準
的
な
対
象
で
あ
り
、
そ
の
構
成
方
法
も
既
知
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
存
在
論
的
意
味

な
ど
に
つ
い
て
通
常
の
数
学
活
動
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
デ
デ
キ
ソ
ト
の
時
代
に
も
こ
れ
ら
の
数
は
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
導
入
の
さ
れ
方
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
デ
デ
キ
ソ
ト
が
問
題
謁
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
は
く
1
0
V
と
く
1
1
＞
に
相
当
し
、
既
存
の
演
算
の
、
全
体
領
域
内
で
の
定
義
域
の
拡
張
で
あ
り
、
も
と
の
定
義
域
で
は
演
算
の
意
味

が
不
変
な
場
合
で
あ
る
。
三
角
関
数
の
例
で
説
明
し
て
い
る
。

　
以
上
で
は
、
初
期
の
限
定
さ
れ
た
領
域
で
は
既
存
の
演
算
の
性
質
は
拡
張
後
も
不
変
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
拡
張
は
健
全
に
行
わ
れ
る
、

と
言
っ
て
よ
い
。

　
第
五
は
〈
1
2
＞
に
相
当
し
、
全
体
領
域
内
で
の
定
義
域
の
拡
張
で
は
あ
る
が
、
拡
張
の
際
に
初
期
の
演
算
は
放
棄
さ
れ
、
演
算
自
体
の
転

換
が
起
こ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
束
縛
す
る
初
期
の
法
則
は
遵
守
さ
れ
る
。
積
分
の
線
形
性
や
旧
領
域
に
お
け
る

値
の
一
致
な
ど
で
あ
る
。

デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観
…

三
七
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三
八

五
拡
張
原
理
に
つ
い
て

　
以
上
の
概
念
拡
張
に
関
す
る
デ
デ
キ
ソ
ト
の
観
点
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
現
代
の
目
か
ら
見
て
そ
の
本
質
を
抽
出
し
、
様
々
な
数

学
の
場
薗
で
拡
張
の
妥
当
性
の
説
明
を
可
能
に
す
る
原
理
は
、
以
下
の
三
点
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
関
連
理
論
の
内
的
要

求
に
よ
っ
て
の
拡
張
で
あ
る
こ
と
（
必
要
性
）
、
拡
張
後
の
概
念
が
初
期
理
論
に
制
限
さ
れ
た
と
き
に
も
と
の
概
念
と
一
致
す
る
こ
と
（
健

全
性
）
お
よ
び
上
述
の
法
則
の
遵
守
（
保
存
性
）
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
、
上
述
の
五
場
面
で
の
状
況
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ

う
。　

拡
張
の
妥
当
性
と
い
う
の
は
決
し
て
基
礎
づ
け
的
な
構
成
性
で
も
無
矛
盾
性
の
問
題
で
も
な
い
。
各
場
面
で
そ
の
拡
張
が
数
学
的
に
自
然

で
あ
る
こ
と
の
説
明
な
の
で
あ
り
、
拡
張
後
の
演
算
や
定
義
域
を
初
期
の
も
の
と
岡
質
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意

味
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
こ
で
問
題
に
な
る
演
算
や
そ
の
法
則
に
関
し
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
上
で
提
案
さ
れ
た
拡
張
原
理
に
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
、
ま
ず
何
か
数
学
の
理
論
を
想
定
す
る
。
こ
れ
を
初
期
理
論
と
呼
び
、
拡
張
後
の

も
の
を
新
理
論
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
の
名
称
は
区
別
の
た
め
の
符
号
に
す
ぎ
ず
、
本
稿
の
み
の
用
語
で
あ
る
。

　
数
学
の
理
論
と
し
て
、
そ
の
理
論
で
初
期
に
仮
定
す
る
領
域
、
す
な
わ
ち
対
象
物
の
集
合
、
そ
の
上
あ
る
い
は
そ
の
部
分
集
合
上
の
演
算

あ
る
い
は
関
係
、
そ
れ
ら
演
算
あ
る
い
は
関
係
を
特
徴
づ
け
る
法
則
、
の
三
つ
組
み
を
設
定
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
演
算
あ
る

い
は
関
係
と
そ
れ
ら
が
定
義
さ
れ
る
集
合
、
す
な
わ
ち
定
義
域
は
上
述
の
減
法
と
負
の
数
の
よ
う
に
対
の
概
念
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
だ
。
理
論
の
拡
張
と
は
、
領
域
の
拡
張
、
新
し
い
演
算
ま
た
は
関
係
の
導
入
あ
る
い
は
既
存
の
演
算
ま
た
は
関
係
の
定
義
域
の

拡
張
を
意
味
す
る
。
法
則
は
初
期
理
論
の
も
の
を
形
式
的
に
引
き
継
ぎ
、
新
た
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
理
論
の
妥
当
な
拡
張
と
は
、
上
述
の
必
要
性
、
健
全
性
、
保
存
性
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
新
理
論
に
お
け
る
新
領

域
あ
る
い
は
新
定
義
域
は
初
期
領
域
あ
る
い
は
初
期
定
義
域
と
、
当
該
演
算
あ
る
い
は
関
係
お
よ
び
そ
の
法
則
に
相
対
的
に
岡
質
で
あ
る
、



つ
ま
り
同
じ
機
能
を
も
つ
と
み
な
せ
る
。
同
様
に
、
定
義
域
を
拡
張
さ
れ
た
既
存
の
演
算
・
関
係
は
、
初
期
理
論
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
機

能
を
も
つ
、
と
み
な
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
数
学
の
対
象
物
と
し
て
同
じ
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
拡
張
を
同
質
拡

張
と
呼
ぼ
う
。

　
こ
れ
ら
の
観
念
的
主
張
を
四
節
の
各
場
面
に
沿
っ
て
具
体
的
に
晃
て
ゆ
く
。
第
一
場
面
に
お
け
る
反
復
の
ま
と
め
上
げ
に
よ
る
演
算
の
導

入
は
そ
れ
自
体
が
算
術
の
基
本
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
領
域
も
既
存
演
算
も
不
変
で
あ
る
。

反
復
の
ま
と
め
上
げ
は
算
術
に
お
け
る
法
則
と
し
て
掲
げ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
の
暗
黙
的
な
逆
演
算
の
導
入
で
は
、
演
算
の
構
成
方
法
は
定
義
さ
れ
な
い
。
逆
演
算
は
方
程
式
を
解
く
な
ど
の
数
学
に
お
け
る
要
求

か
ら
導
入
さ
れ
る
も
の
だ
。
こ
れ
が
必
要
性
で
あ
る
。
実
際
に
そ
れ
が
満
た
す
べ
き
性
質
を
も
つ
演
算
を
仮
定
し
て
も
理
論
全
体
の
整
合
性

が
保
た
れ
る
こ
と
が
数
学
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
減
法
を
正
整
数
に
限
定
し
て
定
義
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
普
遍
的
に
方
程
式
を
解
く
と
い
う
数
学
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
は
被
減
数
と
減
数
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
減
法
を
定
義
す
る
必
要
が

あ
る
。
現
在
で
は
そ
の
結
果
の
健
全
性
も
保
存
性
も
確
立
さ
れ
て
お
り
、
加
法
、
乗
法
、
減
法
に
関
し
て
は
整
数
は
正
整
数
と
同
質
と
み
な

せ
る
。

　
第
三
場
面
で
は
、
初
期
理
論
の
領
域
は
有
理
数
の
集
合
で
あ
り
、
領
域
全
体
で
定
義
さ
れ
る
加
減
乗
除
の
演
算
お
よ
び
指
数
を
正
整
数
に

限
定
し
た
累
乗
と
そ
れ
ら
の
関
連
法
則
を
前
提
と
す
る
。
累
乗
の
定
義
域
の
全
領
域
へ
の
拡
張
は
数
学
の
遂
行
に
お
け
る
要
求
で
あ
る
。
そ

の
結
果
無
理
数
お
よ
び
複
索
数
が
要
求
さ
れ
、
全
体
領
域
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
加
減
乗
除
の
演

算
の
定
義
域
も
拡
張
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
有
理
数
領
域
に
制
限
し
た
場
合
に
は
も
と
の
演
算
と
一
致
し
、
新
領
域
で
も
も
と
の
法
則
は
満

た
さ
れ
る
。
累
乗
に
つ
い
て
は
指
数
が
正
整
数
に
舗
限
さ
れ
た
場
合
に
は
も
と
の
累
乗
と
一
致
し
、
拡
張
領
域
で
も
諸
法
則
は
成
り
立
つ
。

　
第
四
場
面
の
初
期
理
論
は
、
直
角
三
角
形
の
角
に
対
応
す
る
辺
の
比
と
し
て
の
三
角
関
数
の
理
論
で
あ
り
、
そ
の
定
義
域
を
実
数
全
体
に

拡
張
す
る
方
法
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
鋭
角
に
対
応
す
る
実
数
の
領
域
と
実
数
全
体
と
は
三
角
関
数
の
加
法
定
理
に
関
し
て
同
質
で

デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観
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あ
る
と
雷
っ
て
よ
い
。

　
第
五
場
面
に
つ
い
て
は
、
積
分
の
ケ
ー
ス
を
扱
お
う
。
実
関
数
全
体
の
領
域
の
中
で
、
初
期
理
論
に
お
け
る
定
義
域
は
原
始
関
数
を
も
つ

関
数
の
族
で
あ
る
。
積
分
は
ま
た
面
積
の
意
味
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
面
積
に
対
応
す
る
演
算
を
求
め
る
の
が
自
然
な
要
求
だ
。
そ
の
結
果

が
リ
ー
マ
ン
積
分
で
あ
り
、
新
定
義
域
は
り
ー
マ
ソ
可
積
分
開
数
の
族
に
な
る
。
原
始
関
数
を
も
つ
場
合
に
限
定
す
れ
ば
も
と
の
積
分
と
岡

じ
意
味
に
な
り
、
値
も
㎝
致
す
る
。
線
形
性
な
ど
の
法
則
は
成
立
す
る
。
積
分
自
体
の
意
味
が
変
化
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
拡
張
も

必
要
性
、
健
全
性
、
保
存
性
を
確
保
し
て
い
る
。

　
以
上
明
資
格
論
文
隔
の
例
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
「
新
し
い
関
数
の
導
入
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
演
算
に
関
す
る
拡
張
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
㎎
資
格
論
文
騙
で
展
開
さ
れ
た
概
念
拡
張
の
観
点
の
有
効
性
は
演
算
概
念
に
限
ら
れ
な
い
。
次
の
節
で
は
関
係
に
関
す
る
拡
張
の
例

も
含
め
、
さ
ら
な
る
例
を
示
す
。

　
以
上
の
観
察
を
も
と
に
、
同
質
性
の
各
要
因
に
つ
い
て
再
考
し
よ
う
。
必
要
性
と
は
、
数
学
の
あ
る
場
面
で
あ
る
分
野
を
産
み
出
す
要
因

と
な
る
目
的
の
発
生
を
指
す
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
そ
の
場
露
で
の
活
動
に
よ
る
要
求
の
結
果
で
あ
り
、
既
存
の
理
論
と
そ
の
上
で
の
活

動
か
ら
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
「
内
的
」
な
の
で
あ
る
。
保
存
性
と
は
、
そ
の
薪
理
論
が
初
期
理
論
と
断
然
せ
ず
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
健
全
性
と
は
、
新
檬
理
論
の
接
合
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
理
論
の
岡
質
的
拡
張
は
、
そ
の
自
然

な
発
展
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
デ
デ
キ
ン
ト
は
決
し
て
断
然
の
あ
る
飛
躍
を
否
定
し
て
い
な
い
。
『
資
格
論
文
臨
の
論
点
は
あ
く
ま
で
も
概
念
拡
張
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。

六
　
さ
ら
な
る
例

『
資
格
論
文
臨
で
は
当
時
の
数
学
に
お
け
る
基
本
的
な
場
面
を
題
材
に
数
学
観
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
前
節
の
拡
張
原
理
の
モ



デ
ル
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
数
学
の
発
農
に
お
い
て
も
拡
張
原
理
に
沿
う
例
は
多
い
。
現
代
の
問
題
へ
の
適
用
に
お
い
て
は
デ
デ
キ

ン
ト
の
意
図
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
そ
の
後
の
数
学
の
発
展
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
の
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と

考
え
る
。
筆
者
が
提
案
し
た
拡
張
原
理
の
有
効
性
を
示
す
た
め
に
も
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
た
い
。

　
第
四
場
面
の
例
と
し
て
、
リ
ー
マ
ン
積
分
と
ル
ベ
ー
グ
積
分
の
関
係
を
見
よ
う
。
初
期
理
論
は
実
関
数
の
族
全
体
を
領
域
と
す
る
リ
ー
マ

ン
積
分
の
理
論
と
す
る
。
そ
の
定
義
域
は
リ
ー
マ
ン
可
積
分
な
関
数
族
と
い
う
他
は
な
い
。
法
則
は
積
分
の
線
形
性
な
ど
で
あ
る
。
面
積
と

し
て
の
リ
ー
マ
ン
積
分
の
本
質
を
捉
え
た
ル
ベ
ー
グ
は
、
ル
ベ
ー
グ
積
分
に
行
き
着
い
た
。
こ
の
場
合
の
必
要
性
は
ま
さ
に
積
分
演
算
の
本

質
か
ら
生
じ
る
。
定
義
域
は
ル
ベ
ー
グ
可
積
分
な
関
数
の
族
に
拡
張
さ
れ
る
が
、
こ
の
族
を
積
分
と
は
独
立
の
概
念
で
規
定
す
る
こ
と
は
で

き
そ
う
に
な
い
。
つ
ま
り
定
義
域
は
演
算
の
拡
張
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
。
ル
ベ
ー
グ
積
分
は
演
算
と
し
て
リ
ー
マ
ン
積
分
の
拡
張
で

あ
り
、
積
分
演
算
の
諸
法
則
を
満
た
す
。
ゆ
え
に
健
全
で
あ
り
保
存
的
で
あ
る
。

　
次
に
、
演
算
で
は
な
く
関
係
あ
る
い
は
性
質
に
関
す
る
拡
張
例
と
し
て
、
と
く
に
筆
者
の
研
究
に
関
わ
る
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
る
。

　
あ
る
関
係
の
定
義
域
と
は
そ
の
関
係
の
真
偽
を
問
え
る
要
素
の
集
合
と
す
る
。
最
初
の
例
は
証
明
論
的
順
序
系
で
あ
る
。
簡
単
に
紹
介
す

る
が
、
数
学
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
（
竹
内
一
〇
。
。
刈
）
に
詳
し
い
。

　
証
明
論
に
お
い
て
は
構
成
的
な
整
列
順
序
系
が
重
要
な
手
段
と
な
る
。
最
初
そ
れ
は
正
整
数
あ
る
い
は
自
然
数
で
あ
っ
た
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト

が
目
指
し
た
有
限
の
立
場
は
自
然
数
論
の
内
に
収
ま
る
も
の
と
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
よ
り
自
然
数
論
の
無

矛
盾
性
を
示
す
た
め
に
も
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
に
よ
っ
て
、
自
然
数
の
形
式
的
体
系
の
無
矛
盾
性
証
明
に
必
要
か
つ
十

分
な
大
き
さ
の
整
列
順
序
系
が
構
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
自
然
数
に
同
型
な
部
分
集
合
を
含
む
と
い
う
意
味
で
、
構
成
的
整
列
集
合
と
し
て
の

自
然
数
の
拡
張
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
強
い
体
系
の
証
明
論
の
た
め
に
、
た
と
え
ぽ
竹
内
外
史
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
い
順
序
系
が
構
成
さ

れ
た
。
双
方
と
も
無
矛
盾
性
証
明
の
内
的
要
求
か
ら
必
要
に
応
じ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
初
期
理
論
は
自
然
数
の
線
形
順
序
と
い
う

関
係
と
、
領
域
の
構
成
性
と
順
序
の
整
列
性
と
い
う
法
則
か
ら
成
る
。
健
全
性
は
後
の
順
序
系
が
前
の
も
の
を
同
型
に
含
む
こ
と
に
よ
り
、

デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
郷
脚

四
一
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四
二

ま
た
保
存
性
は
法
則
遵
守
に
よ
り
明
ら
か
だ
。
こ
れ
は
逐
次
新
領
域
の
形
成
を
伴
う
の
で
、
第
三
場
画
に
相
当
す
る
。

　
最
後
の
例
と
し
て
、
計
算
可
能
実
関
数
の
理
論
を
挙
げ
る
。
数
学
的
な
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
（
プ
！
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ

H
O
。
。
⑩
）
と
（
辻
井
・
八
杉
・
森
・
。
O
O
H
）
に
詳
し
い
。
筆
者
は
ま
た
関
数
の
計
算
可
能
性
概
念
の
い
く
つ
か
の
拡
張
と
そ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
（
（
八
杉
卜
。
O
O
ω
、
8
0
。
。
）
、
（
八
杉
・
愚
管
N
O
ざ
）
）
。
実
関
数
の
族
を
全
体
領
域
と
す
る
。
初
期
理
論
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
位

相
に
お
け
る
連
続
関
数
の
計
算
可
能
性
で
あ
る
。
関
係
は
関
数
が
「
計
算
可
能
」
で
あ
る
、
と
い
う
性
質
、
法
則
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
位
相
に

お
け
る
「
列
計
算
可
能
性
」
と
「
実
効
的
連
続
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
数
学
や
科
学
技
術
一
般
に
お
け
る
多
く
の
重
要
な
不
連
続
関
数
が
、

何
等
か
の
意
味
で
計
算
と
い
う
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
計
算
可
能
性
概
念
の
拡
張
が
望
ま
れ
た
。
こ

の
必
要
性
か
ら
い
く
つ
か
の
拡
張
が
提
案
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
て
い
る
。
と
く
に
（
辻
井
・
八
杉
・
森
・
。
8
H
）
で
は
初
期
理
論
の
自

然
な
拡
張
と
し
て
実
数
空
間
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
位
相
の
特
徴
を
保
存
す
る
「
実
効
的
一
様
位
相
」
を
導
入
し
、
初
期
理
論
に
お
け
る
法
則
を

こ
の
位
槽
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
計
算
可
能
性
概
念
を
不
連
続
関
数
に
拡
張
し
た
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
位
相
は
一
様
位
相
の
一
例
な
の
で
、

健
全
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
法
則
の
遵
守
も
拡
張
の
仕
方
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
四
場
面
に
相
当
す
る
。

　
な
お
、
不
連
続
関
数
の
計
算
可
能
性
理
論
は
何
種
類
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
意
義
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
内
的
必
要
性
か
ら
産
出
さ

れ
た
理
論
が
一
定
の
基
準
を
保
存
し
な
が
ら
多
様
で
あ
り
得
る
例
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
で
興
資
格
論
文
紬
に
込
め
ら
れ
た
デ
デ
キ
ン
ト
の
哲
学
を
筆
者
の
解
釈
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め

て
お
こ
う
。

　
内
的
必
要
性
に
よ
っ
て
数
学
の
発
展
の
方
向
が
一
筋
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
以
上
で
は
方
向
が
あ
た

か
も
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
例
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
道
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
発
展
の
原
理
に
適
っ
て
い
る
こ
と



を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
は
数
学
者
の
創
造
力
の
発
揮
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
発
展
の
道
に
緩
み
を
も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
々
な
情
報
の
な
か
か
ら
発
展
の
必
要
性
を
見
出
し
、
健
全
性
と
保
存
性
を
確
認
で
き
る
拡
張
に
よ
っ
て
新
し
い
理
論
を
創
造
す
る
と
き
、

そ
れ
が
初
期
の
理
論
と
岡
質
性
を
も
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
『
資
格
論
文
』
か
ら
読
み
取
れ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主

張
で
あ
る
。

　
先
行
す
る
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
数
学
観
に
よ
れ
ば
、
数
学
の
あ
る
場
面
に
お
い
て
、
自
ず
と
新
た
な
目
的

が
生
じ
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
新
た
な
演
算
、
関
係
、
領
域
な
ど
の
創
造
が
行
わ
れ
、
理
論

が
発
展
す
る
。
内
的
必
要
性
と
は
、
こ
の
よ
う
に
次
な
る
目
的
が
自
ず
と
生
じ
る
こ
と
と
言
え
る
。
そ
し
て
生
成
さ
れ
る
新
た
な
概
念
は
一

意
的
で
は
な
い
が
そ
の
目
的
に
適
う
と
い
う
制
約
の
も
と
で
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
健
全
で
あ
り
保
存
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

数
学
概
念
の
拡
張
に
よ
る
数
学
の
発
展
は
、
数
学
の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
で
あ
り
、
現
在
で
も
有
効
な
視
点
で
あ
る
。
『
資
格
論
文
』
は
そ

の
源
流
と
い
え
る
。
こ
の
観
点
か
ら
概
念
拡
張
の
同
質
性
を
再
度
記
述
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
拡
張
が
、
初
期
理

論
か
ら
発
生
す
る
問
題
が
提
供
す
る
霞
的
に
適
う
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
演
算
や
要
素
も
含
め
て
も
と
の
概
念
の
働
き
が
保
存
さ
れ
る
、
そ

の
意
味
で
共
機
能
性
が
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
四
節
の
第
二
場
面
へ
の
解
説
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
論
点
は
種
々
な
拡
張
が
段
階
的
に
逐
次
決
定
さ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
に
は
な
い
。
恣
意
性
の
排
除
と
一
意
性
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
発
展
の
道
筋
は
一
筋
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
味
の
あ
る

拡
張
は
し
か
る
べ
き
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
観
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
発
展
の
時
系
列
の
観
察
を

基
に
し
て
そ
の
仕
組
み
を
合
理
的
に
再
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
数
学
発
展
の
標
準
的
方
法
論
を
提
示
し
て
も
い
る
。
そ
し
て

多
く
の
具
体
例
が
こ
の
標
準
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

デ
デ
キ
ン
ト
の
…
数
学
…
観

四
三
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　　Various　extensions　of　concepts　take　place　in　the　course　of　developments　of

mathematical　theories．

　　Dedekind　in　his　Habilitationsrede　makes　a　penetrating　observation　on　the

development　of　concepts　in　mathematics　and　in　science　generally．　He　claims　that

the　creative　development　of　science　not　only　is　an　historical　fact，　but　also　origi－

nates　in　the　inner　necessity　（innere　N　otwendigkeit）　of　a　theory　under　concern．

Namely，　a　new　stage　of　a　theory　is　geared　to　one　direction　or　another　by　its　past

results　as　well　as　by　its　inner　necessity．

　　In　order　to　speculate　on　the　conditions　according　to　which　a　concept　extension

can　be　viewed　as　appropriate，　1　will　analyze　this　reference　in　detail．

　　The　significance　of　this　reference　lies　in　its　attempt　to　clarify　the　relationship　or

the　tangent　point　between　the　objects　before　and　those　after　the　concept　extension．

It　is　my　view　that　one　should　regard　an　extension　as　homogeneous　if　the　two

families　of　objects　share　a　same　function．

　　Dedekind　discusses　concept　extensions　with　various　examples．　A　study　of　these

examples　shows　that　they　can　be　classified　into　five　mathematically　distinct

scenes．　Through　a　careful　analysis　of　those　scenes，　1　have　been　led　to　the　three

principles　which　constitute　the　framework　that　enables　us　to　explain　homogeneity

of　an　extension　common　to　all　those　scenes．　Those　principles　are　the　following：

necessity　（The　extension　is　necessitated　by　an　inner　demand　of　a　mathematical

theory．）；　soundness　（The　confinement　of　an　extended　concept　to　the　original

domain　coincides　with　the　original　concept．）；　conservation　（The　laws　characteriz－

ing　the　original　concept　are　valid　also　in　the　extended　theory．）　．　All　the　cases　which

Dedekind　treats　abide　by　these　principles．　The　fact　that　there　are　many　significant

examples　of　such　extensions　in　modern　mathematics　should　justify　the　use　of　this

framework　for　an　account　of　homogeneous　extensions．
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