
三
〇

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

　
　
　
－
二
つ
の
様
式
－

八
杉
満
利
子

は
じ
め
に

　
本
論
で
は
数
学
理
論
の
あ
る
種
の
概
念
拡
張
に
つ
い
て
、
筆
者
の
目
的
に
沿
っ
て
、
拡
張
の
前
後
で
理
論
間
に
「
自
然
な
接
続
」
が
あ
る
、

す
な
わ
ち
個
体
領
域
や
関
数
・
関
係
な
ど
関
連
対
象
の
意
味
が
何
等
か
の
基
準
に
関
し
て
保
存
さ
れ
る
場
合
の
二
つ
の
拡
張
様
式
を
考
察
し
、

そ
れ
ら
に
共
通
の
原
理
を
提
案
す
る
。

　
こ
こ
で
、
筆
者
の
目
的
と
は
、
一
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
不
達
続
関
数
の
計
算
可
能
性
研
究
の
方
法
論
の
、
哲
学
的
な
妥
当
性
の
探
究

で
あ
る
。
本
論
の
趣
旨
は
こ
の
よ
う
に
限
定
的
で
あ
る
が
、
提
案
す
る
原
理
の
適
用
範
囲
は
広
く
、
概
念
拡
張
の
本
質
の
　
端
を
示
唆
し
得

る
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
の
主
題
は
「
数
学
理
論
に
お
け
る
概
念
拡
張
」
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
一
意
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
数
学
の

発
展
に
も
そ
の
際
の
概
念
拡
張
に
も
様
々
な
様
式
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ぽ
馬
面
問
題
の
解
決
に
計
算
機
の
使
用
が
本
質
的
に
か
か
わ
っ

た
こ
と
な
ど
、
本
論
で
設
定
さ
れ
る
数
学
の
理
論
や
そ
の
拡
張
様
式
に
収
ま
ら
な
い
数
学
の
実
践
的
場
面
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。

　
筆
者
は
、
数
学
と
は
広
く
数
学
活
動
全
体
を
意
味
し
、
そ
れ
は
一
つ
の
枠
組
み
に
収
ま
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
数
学
理
論
も
そ
こ
に
お
け

る
概
念
発
展
も
決
ま
っ
た
形
で
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
数
学
に
関
し
て
論
じ
る
と
き



に
は
つ
ね
に
数
学
の
ど
の
場
面
を
対
象
に
し
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
件
に

関
し
て
は
八
節
で
再
考
す
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
筆
者
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
考
察
の
対
象
が
明
確
に
限
定
さ
れ
る
。

　
あ
る
数
学
理
論
（
初
期
理
論
）
と
そ
の
拡
張
で
あ
る
新
理
論
の
間
の
関
係
性
は
種
々
あ
り
得
る
が
、
本
論
で
は
二
節
で
述
べ
る
よ
う
な
、

拡
張
後
も
基
本
的
に
同
じ
性
質
（
同
質
性
）
を
保
有
す
る
、
接
続
的
と
い
え
る
拡
張
を
扱
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
拡
張
が
初
期
理
論
に
よ

る
要
請
、
す
な
わ
ち
、
新
理
論
の
意
義
が
数
学
活
動
の
な
か
で
初
期
理
論
の
充
実
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
要
請
に
し
た
が
う
、
と
い

う
条
件
を
付
し
て
い
る
。

　
概
念
拡
張
の
接
続
性
を
主
張
す
る
原
理
の
考
察
に
お
い
て
、
本
論
で
は
数
学
は
数
学
で
説
明
さ
せ
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
「
自
然
化
さ

れ
た
認
識
論
」
（
ク
ワ
イ
ン
6
＄
）
に
お
け
る
基
本
思
想
で
あ
る
「
す
べ
て
を
下
支
え
で
き
る
第
一
哲
学
は
採
用
せ
ず
、
科
学
は
科
学
に
よ

っ
て
説
明
さ
せ
よ
う
」
と
い
う
立
場
を
自
分
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
説
明
の
基
盤
と
し
て
、
既
存
の

成
功
し
た
数
学
の
拡
張
様
式
を
採
用
す
る
。
成
功
し
た
個
別
の
数
学
論
か
ら
一
般
的
な
原
理
を
導
く
理
由
は
、
成
功
が
普
遍
性
を
内
包
し
て

い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
は
ま
ず
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
論
で
あ
る
（
デ
デ
キ
ソ
ト
目
。
。
鰹
）
（
『
資
格
論
文
』
と
略
記
。
（
デ
デ
キ
ソ
ト
一
8
①
）
も
参
照
）
を
分
析

し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
概
念
拡
張
の
様
式
か
ら
、
し
か
る
べ
き
接
続
性
の
原
理
を
抽
出
し
た
（
八
杉
じ
。
O
誌
）
。
『
資
格
論
文
』
採
用
の
理
由

は
（
八
杉
N
O
蕊
）
（
（
八
杉
N
O
旨
）
も
参
照
）
に
詳
述
し
て
い
る
。

　
（
八
杉
N
O
爲
）
で
得
ら
れ
た
拡
張
原
理
は
、
異
な
る
数
学
発
展
の
様
式
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
は
と
く
に
（
ブ
ル
バ
キ

お
き
）
（
『
建
築
術
』
と
略
記
）
の
数
学
論
を
採
用
す
る
。
本
論
で
は
こ
の
数
学
論
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
、
そ
れ
に
よ
る
概
念
拡
張
の
様

式
に
お
い
て
も
当
該
原
理
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
。
『
建
築
術
』
を
採
用
す
る
理
由
は
、
そ
の
数
学
論
が
数
学
発
展
へ
の
寄
与
の
成
功
例

で
あ
り
、
ま
た
次
の
意
味
で
筆
者
の
目
的
に
適
う
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
等
の
連
続
聖
上
の
計
算
可
能
性
研
究
に
お
け
る
方
法
論
の
一
つ
で
あ

る
関
数
空
間
論
的
手
法
を
提
供
す
る
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
お
。
。
㊤
）
で
展
開
さ
れ
る
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
哲
学
的

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

＝
＝
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観
点
が
、
『
建
築
術
』
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
種
の
概
念
拡
張
に
求
め
ら
れ
る
原
理
と
し
て
咽
資
格
論
文
』
の
分
析
の
結
果
（
八
杉
b
。
O
お
）
で
抽
出
さ
れ
た
要
件
は
、
「
内
的
必
要

性
」
、
「
形
式
保
存
性
」
、
「
実
質
保
存
性
」
の
三
種
で
あ
り
、
本
論
で
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
接
続
性
原
理
」
と
名
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
要

件
に
従
う
概
念
拡
張
に
お
い
て
、
領
域
や
関
数
な
ど
が
拡
張
の
前
後
で
概
念
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
「
接
続
性
原
理
」
は
『
建
築
術
』
の
数
学
論
か
ら
見
出
さ
れ
る
拡
張
様
式
で
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
デ
デ
キ
γ
ト
の
数
学
観
を
「
遺
伝
的
」
（
ひ
q
窪
①
字
号
）
と
呼
ん
で
い
る
　
（
ヒ
ル
ベ
ル
ト
お
霜
）
（
（
中
村
卜
。
O
お
）
も
参
照
）
。

こ
れ
が
ど
の
時
点
で
の
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
を
指
す
の
か
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
『
資
格
論
文
隔
に
こ
の
用
語
を
適
用
し
、

『
資
格
論
文
蜘
に
お
け
る
概
念
拡
張
を
遺
伝
的
様
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
㎎
建
築
術
』
の
対
応
す
る
様
式
は
構
造
理
論
的
様
式
と
名
付
け
る
。

　
以
下
、
本
論
の
背
景
に
あ
る
問
題
の
発
端
と
本
論
に
お
け
る
筆
者
の
方
釘
（
一
節
）
、
遺
伝
的
数
学
論
か
ら
得
た
接
続
性
原
理
（
二
節
）
、

構
造
理
論
的
数
学
論
の
概
説
（
三
節
）
、
構
造
理
論
に
お
け
る
接
続
性
原
理
（
四
節
）
を
逐
次
述
べ
、
接
続
性
原
理
の
発
端
の
問
題
へ
の
応

用
を
五
節
で
示
す
。

　
六
節
で
接
続
性
原
理
の
三
要
件
の
意
味
を
考
察
し
、
七
節
で
二
つ
の
数
学
論
の
比
較
考
察
を
行
う
。
最
後
に
数
学
と
そ
の
発
展
に
関
す
る

雑
感
を
述
べ
て
（
八
節
）
、
本
・
論
を
終
え
る
。

　
な
お
本
論
の
内
容
は
筆
者
の
学
位
論
文
（
八
杉
・
。
O
ぱ
V
の
未
発
表
の
部
分
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
［
　
問
題
の
発
端
と
方
針

　
整
数
や
有
理
数
な
ど
の
「
離
散
構
造
上
の
計
算
可
能
性
」
は
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
機
械
や
再
帰
関
数
等
自
然
数
上
の
計
算
可
能
な
関
数
理
論

の
応
用
と
し
て
表
現
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
。
実
数
等
連
続
体
上
の
数
学
を
考
察
の
対
象
に
す
る
と
、
そ
の
特
性
で
あ
る
非
苺
算
性
や
連

続
（
完
備
）
性
な
ど
数
学
的
に
高
度
な
概
念
が
入
り
、
そ
の
計
算
可
能
性
概
念
は
単
純
で
は
な
い
。



　
「
連
続
体
上
の
計
算
可
能
性
」
は
、
再
帰
的
有
理
数
列
と
再
帰
関
数
に
よ
る
収
束
率
や
連
続
率
が
基
本
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
可

能
な
連
続
関
数
の
理
論
が
展
開
さ
れ
た
（
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
H
㊤
。
。
Φ
）
を
参
照
）
。
し
か
し
多
く
の
有
用
な
不
連
続
関
数
は
局
所

的
に
は
連
続
関
数
と
し
て
扱
え
る
な
ど
、
連
続
関
数
と
の
類
似
点
は
多
い
。
そ
の
よ
う
な
関
数
に
も
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
計
算
可
能
性
を

付
与
し
、
連
続
関
数
に
加
え
あ
る
種
の
不
連
続
関
数
を
も
対
象
と
す
る
よ
う
な
「
計
算
可
能
性
を
伴
う
数
学
」
を
展
開
す
る
、
と
い
う
の
が

「
連
続
体
上
の
計
算
可
能
性
理
論
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
連
続
関
数
の
計
算
可
能
性
は
再
帰
的
連
続
率
の
存
在
、
す
な
わ
ち
連
続
率
が
再
帰
関
数
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
が
本
質
的
で
あ
る
。

「
連
続
で
な
い
」
と
い
う
以
外
に
特
徴
付
け
の
な
い
不
連
続
関
数
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
計
算
可
能
性
概
念
を
付
与
可
能
な
の
か
P

そ
の
た
め
の
工
夫
は
様
々
あ
り
、
多
く
が
成
功
し
て
い
る
が
、
連
続
関
数
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
方
法
論
は
一
通
り
で
は
な
い
。

　
筆
者
お
よ
び
共
同
研
究
者
等
は
次
の
三
種
の
方
法
論
に
よ
っ
て
当
該
研
究
を
進
め
て
き
た
。
（
1
）
関
数
空
間
に
お
け
る
「
計
算
可
能
性

構
造
」
を
設
定
し
、
関
数
を
空
間
の
一
点
と
み
な
し
て
計
算
可
能
性
を
論
じ
る
。
こ
の
方
法
の
創
始
者
は
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
で

あ
る
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
お
。
。
㊤
）
（
（
八
杉
・
鷲
原
卜
。
O
O
O
）
、
（
八
杉
卜
。
O
O
。
。
）
も
参
照
）
。
（
2
）
不
連
続
関
数
を
連
続
関
数
と
し
て

扱
え
る
よ
う
に
実
数
空
間
に
お
け
る
位
相
を
変
更
し
、
一
様
位
相
に
お
け
る
連
続
関
数
の
計
算
罵
能
性
理
論
を
展
開
す
る
（
辻
井
・
八
杉
・

森
b
。
O
O
一
）
。
（
3
）
自
然
数
上
の
計
算
可
能
概
念
を
再
帰
関
数
よ
り
少
し
緩
め
て
、
再
帰
関
数
の
極
限
値
を
値
と
す
る
関
数
（
極
限
再
帰
関

数
）
を
部
分
的
に
採
用
す
る
　
（
八
杉
じ
。
O
O
ω
）
。

　
そ
れ
ぞ
れ
で
意
味
あ
る
数
学
的
成
果
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
事
実
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
各

方
法
は
数
学
の
現
場
で
必
要
に
応
じ
て
開
発
・
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
計
算
可
能
性
と
い
う
一
つ
の
観
点
か
ら
数
学
を
研
究
し
て
い
る

者
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
方
法
論
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
な
く
、
な
ん
ら
か
の
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

連
続
関
数
か
ら
不
連
続
関
数
へ
の
「
計
算
可
能
性
概
念
の
拡
張
」
に
、
何
ら
か
の
意
味
の
自
然
な
接
続
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
、
と
い

う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

三
三
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「
自
然
な
接
続
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
根
拠
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
得
る
か
、
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
観
点
を
採
用

す
る
べ
き
か
、
は
決
ま
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
各
人
が
決
心
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は

前
述
の
よ
う
に
（
ク
ワ
イ
ン
巳
①
O
）
に
影
響
を
受
け
、
成
功
し
た
数
学
論
を
基
に
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
そ
れ
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
筆
者
独
自
の
方
針
を
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
概
念
拡
張
に
お
け
る
「
自
然
な
接
続
性
」
を
説
明
す

る
基
盤
を
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
数
学
論
と
ブ
ル
バ
キ
の
『
建
築
術
』
に
お
け
る
数
学
論
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
か
ら
我
々
の
三
種
の
方
法
に
関
す
る
概
念
拡
張
の
接
続
性
原
理
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
よ
う
な
発
端
を
も
つ
問
題
に
つ
い
て
、
既
存
の
数
学
論
を
基
に
説
明
原
理
を
提
唱
す
る
理
由
は
、
筆
者
の
数
学
に
対
す
る
基
本
的

観
点
、
す
な
わ
ち
、
数
学
と
い
う
学
問
の
営
み
の
健
全
性
は
そ
の
営
み
自
体
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
件

に
つ
い
て
は
、
八
節
で
再
考
す
る
。
そ
の
よ
う
な
訳
で
、
あ
る
概
念
拡
張
が
至
愛
で
あ
る
、
と
言
え
る
根
拠
を
、
既
存
の
、
実
際
の
数
学
の

場
で
培
わ
れ
成
功
し
蒔
代
に
耐
え
て
き
た
数
学
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
二
つ
の
数
学
論
は
偶
然
問
題
解
決
に
役
立
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
既
存
の
理
論
を
拡
張
す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
様
式
を
緻
密
に
分
析

し
て
い
る
デ
デ
キ
ソ
ト
の
『
資
格
論
文
』
が
、
連
続
体
上
の
試
算
可
能
性
の
比
較
的
論
理
的
な
研
究
方
法
（
方
法
論
（
3
）
）
の
基
礎
を
担

う
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
他
方
関
数
空
亡
命
の
手
法
（
1
）
は
ブ
ル
バ
キ
の
講
造
理
論
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

計
算
可
能
性
構
造
の
存
在
と
い
う
公
理
を
持
つ
構
造
の
研
究
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
は
二
節
か
ら
五
節
で
説
明
さ
れ
る
。
な
お
、
方
法

論
（
2
）
に
は
双
方
の
様
式
が
適
用
可
能
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
省
略
す
る
。

二
　
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張

　
以
下
で
提
案
さ
れ
る
拡
張
原
理
を
説
明
す
る
た
め
に
、

論
を
新
理
論
と
呼
ぶ
。

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
理



　
数
学
の
理
論
と
し
て
は
、
個
体
の
集
合
で
あ
る
領
域
、
そ
の
上
の
演
算
・
関
係
、
そ
れ
ら
演
算
・
関
係
を
特
徴
づ
け
る
法
則
お
よ
び
そ
れ

ら
の
意
図
さ
れ
た
内
容
、
の
総
体
を
考
え
る
。
本
節
最
後
に
具
体
例
で
説
明
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
数
学
理
論
の
設
定

で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　
数
学
理
論
に
お
け
る
概
念
拡
張
と
は
、
個
体
領
域
の
拡
張
、
新
し
い
演
算
ま
た
は
関
係
の
導
入
、
既
存
の
演
算
ま
た
は
関
係
の
定
義
域
の

拡
張
等
を
意
味
す
る
。

　
筆
者
は
（
八
杉
・
。
〇
一
。
。
）
に
お
い
て
デ
デ
キ
ソ
ト
の
『
資
格
論
文
』
の
分
析
を
行
い
、
概
念
拡
張
に
関
す
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
観
点
を
壊
さ

な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
現
代
の
数
学
の
立
場
で
そ
の
本
質
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
様
々
な
数
学
の
場
面
で
概
念
拡
張
の

妥
当
性
の
説
明
を
可
能
に
す
る
原
理
は
、
以
下
の
二
点
か
ら
成
る
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
初
期
理
論
の
内
的
要
求
に
よ
っ
て
の
拡
張

で
あ
る
こ
と
（
内
的
必
要
性
）
お
よ
び
概
念
の
基
本
性
質
を
保
存
す
る
こ
と
（
保
存
性
）
で
あ
る
。

　
保
存
性
に
は
二
面
あ
る
。
一
面
は
拡
張
後
の
概
念
が
初
期
領
域
に
制
限
さ
れ
た
と
き
に
も
と
の
意
味
を
持
つ
こ
と
（
実
質
保
存
性
）
で
あ

り
、
こ
れ
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
言
を
借
り
る
な
ら
ぽ
、
内
容
的
（
一
昌
げ
9
二
一
け
目
O
ゴ
）
保
存
性
と
も
言
え
る
。
（
野
本
b
。
O
H
O
）
で
も
内
容
的
と
い
う
表

現
を
使
っ
て
い
る
。
な
お
、
（
ヒ
ル
ベ
ル
ト
お
⑩
。
。
）
で
は
一
夢
巴
慈
。
げ
を
ヨ
簿
Φ
ユ
巴
と
訳
し
て
い
る
。
他
の
一
面
は
も
と
の
概
念
を
規
定

す
る
、
形
式
的
に
表
現
さ
れ
た
法
則
の
普
遍
妥
当
性
が
成
り
立
つ
こ
と
（
形
式
ま
た
は
法
則
保
存
性
）
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ

ら
二
種
の
保
存
性
は
い
わ
ば
一
つ
の
事
象
の
表
裏
と
い
え
る
。

　
（
八
杉
b
。
O
ド
。
。
）
で
は
、
概
念
拡
張
に
お
け
る
内
的
必
要
性
、
実
質
保
存
性
、
形
式
保
存
性
を
総
称
し
て
「
同
質
性
原
理
」
と
呼
ん
だ
が
、

本
論
で
は
「
接
続
性
原
理
」
と
名
付
け
る
（
六
節
と
八
節
を
参
照
）
。

　
（
八
杉
b
。
O
お
）
お
よ
び
本
論
に
お
け
る
「
拡
張
の
妥
当
性
」
と
い
う
の
は
基
礎
づ
け
的
な
構
成
性
あ
る
い
は
無
矛
盾
性
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
数
学
の
各
々
薗
で
そ
の
拡
張
が
数
学
的
に
自
然
で
あ
る
こ
と
の
説
明
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
妥
当
性
は

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
。
こ
の
よ
う
な
妥
当
性
の
意
味
付
け
は
『
資
格
論
文
』
の
趣
旨
に

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

三
五
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も
適
う
も
の
と
考
え
る
。

　
「
接
続
的
な
概
念
拡
張
」
は
、
理
論
の
領
域
や
演
算
の
本
質
が
保
存
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
妥
当
な
拡
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
接

続
性
を
内
的
必
要
性
と
保
存
性
に
絞
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
㎎
資
格
論
文
』
の
内
容
全
体
か
ら
汲
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は

「
接
続
性
原
理
」
が
さ
ら
に
『
建
築
術
』
の
数
学
論
に
も
適
用
可
能
な
こ
と
を
示
す
。

　
非
常
に
単
純
な
具
体
例
で
、
接
続
性
原
理
の
説
明
を
し
よ
う
。
な
お
、
（
八
杉
b
。
O
H
ω
）
に
は
『
資
格
論
文
』
か
ら
の
例
に
加
え
、
独
自
の

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
正
整
数
を
領
域
と
す
る
加
法
の
算
術
を
初
期
理
論
と
し
て
、
加
法
に
関
す
る
逆
演
算
と
し
て
の
減
法
の
導
入
を
考
え
る
。
加
法
に
関
す
る

方
程
式
が
常
に
解
け
る
よ
う
な
理
論
を
求
め
る
こ
と
が
内
的
要
求
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
は
領
域
の
拡
張
と
減
法
と
い
う
逆

演
算
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
。
領
域
が
整
数
領
域
に
拡
張
さ
れ
、
減
法
が
導
入
さ
れ
た
算
術
が
薪
理
論
に
な
る
。
そ
の
際
に
加
法
は
拡
張
さ

れ
た
領
域
で
定
義
し
直
さ
れ
る
。
し
か
し
拡
張
さ
れ
た
加
法
を
正
整
数
上
に
限
定
す
れ
ば
、
も
と
の
加
法
の
意
味
を
持
つ
。
加
法
に
関
す
る

基
本
性
質
は
等
式
で
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
拡
張
さ
れ
た
加
法
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
。
こ
れ
ら
が
実
質
保
存
と
形
式
保
存
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
加
法
の
意
味
と
は
、
い
わ
ゆ
る
足
し
算
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
計
算
で
あ
り
、
そ
の
際
に
数
値
計
算
だ
け
で
な
く
、
加
法
の
可
換
性

な
ど
の
性
質
も
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
そ
れ
が
加
法
の
法
身
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
質
と
し
て
の
加
法
の
恵
換
性
と
法
則
と

し
て
の
可
換
性
の
区
溺
を
論
じ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
事
柄
の
表
襲
と
表
現
す
る
に
留
め
る
。

　
鳴
資
格
論
文
撫
に
お
い
て
も
『
建
築
術
』
に
お
い
て
も
、
直
接
に
哲
学
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
数
学
の
発
展
あ
る
い
は
数

学
の
理
論
構
造
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
洞
察
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
あ
る
デ
デ
キ
ソ
ト
や
ブ
ル
バ
キ

の
数
学
発
展
に
関
す
る
哲
学
的
思
考
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
『
資
格
論
文
緬
は
十
九
世
紀
半
ば
、
『
建
築
術
』
は
二
十
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
し
て
い



る
。　

『
資
格
論
文
』
の
概
念
拡
張
の
特
色
は
具
体
的
な
一
段
階
の
拡
張
で
あ
り
、
遺
伝
的
拡
張
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
拡
張
様
式
か
ら
、

一
節
で
述
べ
た
不
連
続
関
数
の
心
算
可
能
性
研
究
の
三
手
法
の
う
ち
の
（
3
）
が
、
連
続
関
数
の
場
合
か
ら
の
自
然
な
つ
な
が
り
を
持
ち
、

し
た
が
っ
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
な
く
妥
当
な
手
段
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
状
況
を
五
節
で
具
体
的
に
説
明
す
る
。
（
1
）
に
つ
い
て
は

次
節
以
下
の
構
造
理
論
か
ら
導
か
れ
る
拡
張
様
式
で
説
明
さ
れ
る
。

三
　
構
造
理
論
的
数
学
論
の
概
説

　
デ
デ
キ
ソ
ト
の
数
学
論
か
ら
得
ら
れ
た
接
続
的
概
念
拡
張
と
い
う
知
見
は
、
さ
ら
に
ブ
ル
パ
キ
構
造
理
論
と
い
う
劉
の
数
学
論
に
つ
い
て

も
適
用
可
能
で
あ
る
。
ブ
ル
バ
キ
の
数
学
論
に
つ
い
て
は
、
『
建
築
術
』
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
実
践
で
あ
る
数
学
の
テ
キ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ

「
数
学
原
論
」
を
通
し
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
論
に
必
要
な
説
明
に
留
め
る
。

　
『
資
格
論
文
』
と
並
ん
で
『
建
築
術
』
を
と
り
上
げ
る
理
由
は
、
一
節
で
述
べ
た
発
端
の
問
題
、
と
く
に
そ
の
（
1
）
、
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
お
。
。
O
）
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
解
析
学
お
よ
び
物
理
学
に
お
け
る
計
算
可
能
性
理
論
に
関
す
る
視

点
が
、
構
造
理
論
あ
る
い
は
公
理
的
方
法
論
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
バ
キ
の
数
学
論
の
核
心
は
「
構
造
」
概
念
で
あ
る
。
構
造
と
は
個
別
の
数
学
理
論
か
ら
個
別
性
を
捨
象
し
て
得
ら
れ
る
、
多
く
の
理

論
に
共
通
な
性
質
の
公
理
的
規
定
と
言
え
る
。
公
理
を
増
や
す
に
し
た
が
っ
て
「
下
部
構
造
」
が
定
義
さ
れ
る
。

　
本
論
で
は
個
劉
の
数
学
理
論
が
あ
る
構
造
の
公
理
系
を
満
た
す
と
き
に
、
そ
れ
は
「
そ
の
構
造
に
所
属
す
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
建
築
術
』
は
「
数
理
科
学
は
一
見
多
様
で
あ
る
が
、
異
な
る
諸
数
学
理
論
間
に
存
在
す
る
諸
関
係
の
系
統
的
研
究
と
い
う
内
的
進
化

（一㌣

@
＜
O
一
＝
け
一
〇
鵠
凶
づ
け
Φ
吋
口
Φ
）
が
、
我
々
を
公
理
的
方
法
へ
と
導
い
た
」
と
い
う
趣
旨
で
始
ま
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
公
理
と
は
、
一
つ
の
数

学
的
対
象
を
決
め
る
規
約
と
し
て
の
公
理
で
あ
り
、
式
や
文
章
で
明
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
真
理
と
し
て
の
公
理
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

三
七
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こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
公
理
的
方
法
論
で
重
要
な
こ
と
は
、
対
象
領
域
の
個
々
の
要
素
の
性
質
は
完
全
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
構
造
に
お

け
る
諸
概
念
の
共
通
の
特
性
は
、
そ
れ
ら
を
性
質
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
要
素
の
集
合
に
適
用
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
明
示
的
に

表
現
さ
れ
た
公
理
か
ら
の
論
理
的
諸
帰
結
が
そ
の
構
造
の
理
論
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
簡
単
な
例
で
説
明
し
よ
う
。
整
数
全
体
の
集
合
N
上
で
は
加
法
と
い
う
演
算
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
特

殊
な
性
質
を
も
つ
0
（
加
法
の
単
位
発
）
お
よ
び
各
要
素
蕊
に
対
し
て
§
＋
§
聾
O
と
な
る
要
素
§
が
あ
る
。
§
は
§
の
逆
元
と
呼
ば

れ
、
1
§
と
記
さ
れ
る
。
演
算
と
N
の
要
素
に
関
し
て
周
知
の
性
質
が
成
り
立
つ
。
た
と
え
ぽ

　
　
遷
十
〇
”
§
論
十
（
一
蕊
）
聾
ρ
謡
十
§
畦
§
十
§
蕊
十
（
§
÷
回
）
目
（
ミ
＋
§
）
÷
H

な
ど
で
あ
る
。

　
次
に
「
整
数
」
を
「
整
数
を
係
数
に
も
つ
一
変
数
多
項
式
」
（
た
と
え
ば
逡
を
変
数
と
す
る
）
と
読
み
替
え
、
そ
の
よ
う
な
多
項
式
全
体

の
集
合
を
N
［
邑
と
表
す
。
N
［
益
上
で
加
法
と
い
う
演
算
が
定
義
可
能
で
あ
り
、
整
数
は
零
次
の
多
項
式
な
の
で
、
単
位
元
0
も
存
在
す
る
。

前
記
の
諸
式
は
多
項
式
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
空
で
な
い
集
合
の
上
で
加
法
に
盗
た
る
演
算
、
加
法
に
関
す
る
逆
元
と
単
位
元
0
を
持
ち
、

整
数
で
成
り
立
つ
典
型
的
な
諸
性
質
を
公
理
と
す
る
構
造
を
定
義
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
は
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
N
や
N
〔
邑
は
群

と
い
う
構
造
に
所
属
す
る
個
劉
の
理
論
で
あ
る
。
群
と
い
う
構
造
に
は
整
数
と
か
多
項
式
な
ど
と
い
う
要
素
の
指
定
は
一
切
な
く
、
集
合
の

要
素
を
一
般
に
表
す
記
号
、
演
算
を
表
す
記
号
、
特
殊
要
素
を
表
す
記
号
お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
公
理
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
要

素
も
演
算
も
未
定
義
対
象
で
あ
る
こ
と
が
、
「
構
造
」
の
意
義
な
の
で
あ
る
。
群
に
関
す
る
数
学
を
展
開
し
て
お
け
ば
、
そ
の
結
果
は
整
数
、

多
項
式
、
そ
の
他
多
く
の
個
別
の
理
論
に
た
だ
ち
に
適
用
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
燗
別
性
の
捨
象
の
結
果
得
ら
れ
る
構
造
は
、
個
別
理
論
の
あ
る
側
面
の
本
質
を
示
す
と
と
も
に
、
数
学
遂
行
の
道
具
と
し



て
数
学
の
発
展
の
原
動
力
に
な
っ
た
。
そ
し
て
計
算
可
能
性
研
究
に
お
い
て
も
、
構
造
理
論
は
道
具
と
し
て
有
効
に
働
く
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
バ
キ
は
、
構
造
理
論
は
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
お
り
、
「
数
学
者
の
研
究
に
お
け
る
特
殊
な
直
観
の
役
割
を
強
調

し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
も
い
う
。
本
質
的
に
は
形
式
と
実
質
の
協
働
を
説
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ブ
ル
バ
キ
は
ま
た
『
建
築
術
』
に
お
け
る
描
写
は
非
常
に
大
ま
か
な
近
似
に
過
ぎ
ず
、
「
図
式
的
で
理
想
化
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
凍
結

さ
れ
て
い
る
」
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。
数
学
は
流
動
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
喚
起
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
数
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、

我
々
は
そ
の
こ
と
に
十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
意
味
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

　
　
図
式
的
（
ω
O
げ
Φ
日
P
け
一
〇
）
”
数
学
の
実
践
に
お
い
て
、
物
事
は
そ
ん
な
に
単
純
に
組
織
的
に
は
起
こ
ら
な
い
。

　
　
理
想
化
さ
れ
て
い
る
（
H
瓜
Φ
9
0
一
凶
N
Φ
α
）
”
整
数
や
実
数
の
諸
性
質
な
ど
、
構
造
理
論
に
乗
ら
ず
個
別
に
工
夫
が
必
要
な
分
野
も
多
い
。

　
　
凍
結
さ
れ
て
い
る
（
写
。
N
零
）
”
構
造
の
種
類
は
数
学
の
発
展
や
視
点
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
。
数
学
は
つ
ね
に
未
完
成
な
の
で
あ
る
。

　
公
理
的
方
法
の
効
力
は
そ
の
後
の
数
学
の
発
展
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
抽
象
の
際
に
何
を
捨
象
し
何
を
保
存
す
る
か
、
は
、

一
意
的
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
的
必
要
性
に
沿
っ
て
数
学
者
が
選
び
取
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
『
建
築
術
』
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
こ
ま
で
に
す
る
。

　
『
建
築
術
』
で
主
張
さ
れ
る
構
造
理
論
の
現
代
数
学
へ
の
貢
献
は
多
大
で
あ
り
、
ま
た
、
五
節
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
本
論
の
目
的
に
と
っ

て
も
有
効
で
あ
る
故
に
、
『
建
築
術
』
の
見
解
に
即
し
て
次
節
の
議
論
を
進
め
る
。

四
構
造
理
論
に
お
け
る
接
続
性
原
理

　
（
八
杉
さ
。
O
お
）
で
は
、
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
具
体
例
に
即
し
て
接
続
性
の
確
認
を
行
っ
た
（
本
論
二
節
も
参
照
）
。

論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張
原
理
に
つ
い
て
、
前
節
の
例
で
説
明
し
、
そ
れ
を
参
考
に
一
般
論
を
導
く
。

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

本
節
で
は
構
造
理

三
九
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三
節
で
整
数
の
集
合
N
の
加
法
に
つ
い
て
の
理
論
は
群
と
い
う
構
造
に
所
属
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
N
で
は
乗
法
も
定
義
で
き
る
。

さ
ら
に
乗
法
に
関
す
る
方
程
式
を
解
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
内
的
必
要
性
が
生
じ
る
と
き
に
、
有
理
数
の
集
合
O
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
領
域
と
し
て
N
の
拡
張
に
な
り
乗
法
と
除
法
と
い
う
演
算
が
導
入
さ
れ
る
。
N
は
◎
の
中
に
「
加
法
に
関
し
て
同
型
に

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
N
の
拡
張
で
あ
る
。
O
の
理
論
は
加
法
の
群
に
乗
法
と
除
法
に
関
す
る
公
理
を
加
え
た

体
と
い
う
構
造
に
所
属
す
る
。
体
は
群
の
下
部
構
造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
群
の
公
理
を
継
承
す
る
。
つ
ま
り
形
式
保
存
性
が
成
り
立
つ
。

の
に
お
け
る
加
法
を
N
に
限
定
す
れ
ぽ
、
も
と
の
加
法
と
澗
じ
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
実
質
保
存
が
成
り
立
つ
。
以
上
に
よ
り
◎
は
N

の
接
続
的
拡
張
と
い
え
る
。

　
も
う
一
つ
、
後
の
節
で
使
う
例
を
挙
げ
る
。
詳
細
は
省
略
し
て
理
論
の
拡
張
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。
バ
ナ
ッ
ハ
空
間
は
ノ
ル
ム
を
持
つ

線
形
空
問
に
完
備
性
（
ノ
ル
ム
に
関
す
る
収
束
に
つ
い
て
閉
じ
て
い
る
）
公
理
を
加
え
た
構
造
で
あ
る
。
単
位
閉
区
間
上
の
連
続
関
数
の
理

論
O
は
最
大
値
ノ
ル
ム
に
よ
っ
て
パ
ナ
ッ
ハ
空
間
に
所
属
す
る
。
あ
る
種
の
不
連
続
関
数
も
同
時
に
扱
い
た
い
と
い
う
内
的
必
要
性
に
こ

た
え
る
の
が
、
た
と
え
ぽ
単
位
閉
区
間
上
の
工
乗
可
積
分
実
関
数
の
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
ト
と
呼
ぼ
う
。
ト
は
二
乗
積
分
の
平
方
根
を

ノ
ル
ム
と
し
て
バ
ナ
ッ
ハ
空
間
に
所
属
す
る
。
O
の
領
域
は
ト
の
領
域
に
岡
型
に
埋
め
込
ま
れ
、
線
形
結
合
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る
。
ゆ

え
に
ト
の
線
形
結
合
と
い
う
演
算
を
O
に
限
定
す
れ
ば
、
元
の
意
味
を
持
つ
。
G
に
お
け
る
ノ
ル
ム
と
ト
に
お
け
る
ノ
ル
ム
は
異
な
る
の

で
あ
る
が
、
O
の
ノ
ル
ム
に
関
す
る
収
葉
列
は
ト
の
ノ
ル
ム
で
も
収
束
列
と
な
る
の
で
、
O
に
お
け
る
「
収
束
列
で
あ
る
」
と
い
う
述
語

の
外
延
は
ト
に
お
け
る
収
束
朔
の
部
分
集
合
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
で
実
質
保
存
が
成
り
立
つ
。
同
じ
構
造
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
6

と
ト
は
公
理
（
法
鋼
）
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
形
式
保
存
も
成
り
立
つ
。
以
上
よ
り
ト
は
O
の
接
続
的
拡
張
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
が
示
唆
す
る
一
般
論
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
＝
つ
の
数
学
理
論
に
関
し
て
領
域
の
拡
張
、
新
し
い
演
算
や
関
係
の
導
入
、

あ
る
い
は
既
存
の
演
算
の
定
義
域
の
拡
張
や
関
係
の
外
延
の
拡
張
へ
の
内
的
必
要
性
が
生
じ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
要
求
に
応
え
て
得
ら
れ
る

新
理
論
が
、
初
期
理
論
が
所
属
す
る
構
造
と
岡
じ
構
造
あ
る
い
は
そ
の
下
部
構
造
に
所
属
し
、
そ
の
領
域
に
初
期
理
論
の
領
域
が
同
型
に
埋



め
込
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
新
理
論
は
初
期
理
論
の
接
続
的
な
拡
張
と
い
え
る
。
」
初
期
理
論
の
所
属
す
る
構
造
の
公
理
が
保
存
さ
れ
る
べ

き
法
則
で
あ
る
。
下
部
構
造
が
公
理
を
形
式
的
に
引
き
継
ぐ
の
で
、
法
則
保
存
性
あ
る
い
は
形
式
保
存
性
は
成
り
立
つ
。
埋
め
込
み
の
定
義

か
ら
、
実
質
保
存
性
も
成
り
立
つ
。

五
　
発
端
の
問
題
へ
の
応
用

　
実
数
上
の
関
数
に
つ
い
て
の
自
然
な
計
算
鳶
能
性
概
念
は
連
続
関
数
に
対
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
関
数
の
定
義
（
入
力
値
に
対
す
る

｝
意
的
出
力
値
の
存
在
）
と
連
続
性
の
定
義
（
連
続
率
）
を
再
帰
関
数
で
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
し
か
し
「
連
続
に
近
い

不
連
続
関
数
」
を
連
続
関
数
と
統
一
的
に
扱
い
た
い
と
い
う
数
学
の
要
求
と
同
様
に
、
「
連
続
に
近
い
不
連
続
関
数
の
計
算
可
能
性
概
念
」

を
確
立
し
た
い
と
い
う
内
的
必
要
性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
応
答
か
ら
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
方
法
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
当
初
我
々

が
採
用
し
研
究
し
た
の
は
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
H
㊤
。
。
⑩
）
の
「
関
数
空
間
論
に
よ
る
手
法
」
で
あ
る
（
一
節
の
（
1
）
）
。
そ
の
後

「
極
限
再
帰
関
数
」
に
よ
る
手
法
　
（
八
杉
卜
。
O
O
ω
）
（
一
節
の
（
3
）
）
と
「
実
効
的
一
様
位
相
」
に
よ
る
手
法
（
辻
井
・
八
杉
・
森
卜
。
O
O
回
）

（一

ﾟ
の
（
2
）
）
を
開
発
し
た
。
本
論
で
は
（
3
）
と
（
1
）
を
取
り
上
げ
る
。
極
限
再
帰
関
数
論
の
手
法
に
お
け
る
計
算
可
能
性
概
念

の
拡
張
の
接
続
性
は
、
『
資
格
論
文
』
で
検
討
さ
れ
た
数
学
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
関
数
空
間
論
の
手
法
に
お
け
る
接
続
性
は
『
建
築

術
』
で
展
開
さ
れ
た
数
学
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　
連
続
関
数
に
つ
い
て
の
「
計
算
可
能
な
引
数
か
ら
計
算
可
能
な
関
数
値
を
得
る
再
帰
的
（
実
効
的
）
な
方
法
の
存
在
」
の
拡
張
と
し
て
、

計
算
可
能
な
入
力
値
に
対
し
て
関
数
値
の
評
価
が
極
限
再
帰
関
数
に
依
存
す
る
も
の
を
容
認
す
る
方
法
が
（
3
）
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
そ
の
数
学
的
評
価
自
体
は
省
き
、
極
限
再
帰
関
数
が
再
帰
関
数
の
概
念
拡
張
と
し
て
接
続
性
を
持
つ
こ
と
を
見
よ
う
。
両
者
の

相
違
は
、
所
与
の
再
帰
関
数
に
関
す
る
停
止
性
（
び
四
悪
叶
一
づ
α
q
O
触
O
”
Φ
吋
け
く
）
と
極
限
岡
定
可
能
性
（
建
Φ
⇒
藻
鑓
σ
ヨ
薙
ぎ
昏
①
信
望
け
）
の
相
違
に

あ
る
。
前
者
は
ゼ
ロ
点
の
存
在
保
証
、
す
な
わ
ち
関
数
値
が
0
に
な
る
点
（
入
力
値
）
の
存
在
の
保
証
を
意
味
す
る
。
後
者
は
定
常
点
の
存

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

四
一
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在
保
証
、
す
な
わ
ち
そ
の
先
は
関
数
値
が
一
定
に
な
る
よ
う
な
点
の
存
在
保
証
を
意
味
す
る
。
両
者
は
そ
の
表
現
が
明
ら
か
に
異
な
り
、
実

際
に
論
理
的
な
強
さ
が
異
な
る
。
し
か
も
こ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
後
者
が
前
者
の
概
念
的
に
自
然
な
拡
張
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
論
じ
る

の
は
難
し
い
。

　
こ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う
な
形
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
還
元
は
数
学
的
な
事
実
で
あ
り
、
そ
の
還
元
過
程
は
省
略
す
る
が
、
筆
者
は
数
学
的

に
同
値
な
形
で
接
続
性
が
成
り
立
て
ば
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
命
題
、
に
つ
い
て
、
切
と
い
う

主
張
を
す
る
べ
き
と
き
に
、
、
と
数
学
的
に
岡
値
な
命
題
O
に
つ
い
て
切
が
主
張
で
き
れ
ば
良
い
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
、

切
に
関
し
て
㌔
を
◎
に
還
元
す
る
、
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
初
期
理
論
の
全
体
領
域
を
自
然
数
の
再
帰
的
な
集
合
列
全
体
と
し
、
そ
の
上
で
の
述
語
「
有
界
で
あ
る
」
と
は
、
「
集
合
列
の
共
通
部
分
、

す
な
わ
ち
そ
の
列
に
属
す
る
す
べ
て
の
集
合
の
共
通
部
分
（
無
限
積
）
は
、
あ
る
長
さ
≧
の
有
限
部
分
列
の
共
通
部
分
（
有
界
積
）
に
等

し
い
」
こ
と
と
す
る
。
こ
の
述
語
を
切
と
表
記
す
る
な
ら
ぽ
、
集
合
列
｛
O
む
に
つ
い
て
、
切
（
｛
9
島
）
が
成
り
立
つ
こ
と
は

　
　
田
」
く
．
P
も
醤
聾
？
沢
≧
9
胸

と
い
う
式
（
有
界
性
法
期
）
で
表
現
さ
れ
る
。
（
田
≧
’
は
「
以
下
の
よ
う
な
≧
が
存
在
す
る
」
を
意
味
す
る
。
）
初
期
理
論
で
は
有
界
性
述
語

しd

ﾌ
外
延
を
、
上
界
≧
を
実
効
的
（
具
体
的
・
再
帰
的
）
に
提
供
す
る
列
｛
9
～
｝
全
体
と
す
る
。
し
か
し
、
上
界
≧
が
具
体
的
に
得
ら
れ

な
く
て
も
有
界
性
法
則
が
成
り
立
つ
列
は
多
数
あ
る
。
し
た
が
っ
て
有
界
性
述
語
の
外
延
を
上
界
≧
の
取
得
が
非
実
効
的
で
あ
る
場
合
に

拡
張
し
た
い
、
と
い
う
内
的
必
要
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
薪
理
論
を
定
義
す
る
と
、
有
界
性
法
則
は
成
立
し
、
初
期
理

論
に
限
定
す
れ
ぽ
、
≧
が
実
効
的
に
求
ま
る
。
ゆ
え
に
形
式
保
存
性
も
実
質
保
存
性
も
満
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
接
続
的
な
拡
張
が
得

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
再
帰
関
数
の
停
止
性
が
こ
の
場
合
の
初
期
理
論
に
、
極
限
同
定
可
能
性
が
新
理
論
に
当
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
極
限
再

帰
関
数
の
理
論
は
再
帰
関
数
の
理
論
の
接
続
的
拡
張
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
方
法
（
1
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
関
数
空
聞
論
に
よ
る
不
連
続
関
数
の
計
算
可
能
性
理
論
は
、
バ
ナ
ッ
ハ
空
間
の
公
理
に
計
算
可
能



性
構
造
の
公
理
を
加
え
た
構
造
の
理
論
で
実
現
さ
れ
る
。
計
算
可
能
性
構
造
と
は
バ
ナ
ッ
対
空
問
の
点
列
（
要
素
の
列
）
の
あ
る
族
で
あ
る
。

そ
れ
は
バ
ナ
ッ
ハ
空
間
の
特
性
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
以
下
の
三
個
の
公
理
か
ら
成
る
。
（
（
プ
ー
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
お
。
。
⑩
）
の
二
章

を
参
照
。
）

　
空
で
な
い
集
合
函
上
の
パ
ナ
ッ
ハ
空
間
が
計
算
可
能
性
構
造
の
を
持
つ
と
は
、
⑦
が
次
の
公
理
群
を
満
た
す
こ
と
を
い
う
。
（
バ
ナ
ッ
ハ

空
間
の
公
理
は
前
提
と
す
る
。
）
こ
こ
で
函
は
空
で
な
い
集
合
と
い
う
以
外
に
属
性
を
一
切
付
与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
※
の
要
素
の
ノ
ル
ム
に

は
ノ
ル
ム
と
し
て
の
公
理
以
外
の
制
約
が
な
い
。
の
は
※
か
ら
の
点
列
全
体
の
集
合
の
部
分
集
合
で
あ
り
、
以
下
の
公
理
は
⑦
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
の
に
属
す
る
点
列
を
「
計
算
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
　
公
理
1
（
線
形
性
n
団
器
碧
｛
o
同
ヨ
ω
）
⑦
に
属
す
る
二
個
の
石
馬
か
ら
、
計
算
可
能
実
数
列
を
係
数
と
し
て
再
帰
的
な
方
法
で
得
ら
れ

　
　
る
線
形
結
合
列
は
⑦
の
要
素
で
あ
る
。

　
　
公
理
2
（
極
限
“
＝
邑
θ
ω
）
い
は
ノ
ル
ム
に
関
す
る
実
効
的
（
収
束
率
が
再
帰
関
数
で
得
ら
れ
る
）
極
限
に
関
し
て
閉
じ
て
い
る
。

　
　
公
理
3
（
ノ
ル
ム
H
乞
O
コ
B
の
）
⑦
に
属
す
る
点
列
の
ノ
ル
ム
の
列
は
計
算
可
能
実
数
列
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
計
算
可
能
な
対
象
は
公
理
的
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
並
存
の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
三
個
の
公
理

は
、
個
別
の
性
質
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
の
未
規
定
の
集
合
※
の
要
素
列
に
つ
い
て
未
規
定
の
述
語
「
計
算
可
能
で
あ
る
」
に
よ
っ
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
昧
で
典
型
的
に
ブ
ル
バ
キ
的
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
を
念
頭
に
四
節
と
照
合
す
る
と
、
た
と
え
ば
単
位
閉
区
間
上
の
連
続
関
数
の
理
論
O
に
つ
い
て
は
、
数
学
的
詳
細
は
省

く
が
、
大
筋
次
の
よ
う
に
な
る
。
O
は
パ
ナ
ッ
ハ
空
間
に
所
属
し
、
同
じ
く
パ
ナ
ッ
ハ
空
間
に
所
属
す
る
理
論
ト
に
同
型
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
ト
は
O
の
接
続
的
拡
張
で
あ
る
。
O
の
な
か
の
計
算
可
能
連
続
関
数
列
の
集
合
⑦
H
が
計
算
可
能
性
構
造
の
公

理
を
満
た
す
こ
と
は
数
学
的
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
に
⑦
H
を
部
分
集
舎
と
し
て
含
む
計
算
可
能
性
構
造
の
“
。
が
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
、

（
プ
！
ル
ー
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
H
Φ
。
。
⑩
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
計
算
可
能
性
構
造
を
伴
う
G
と
ト
は
「
計
算
可
能
性
構
造
を
も

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

四
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
九
号

四
四

つ
バ
ナ
ッ
ハ
空
間
」
に
所
属
し
、
G
の
領
域
と
計
算
可
能
性
構
造
は
そ
れ
ぞ
れ
ト
の
領
域
と
計
算
可
能
性
構
造
に
同
型
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
。
計
算
可
能
性
を
伴
う
ト
は
計
算
可
能
性
を
伴
う
G
の
拡
張
で
あ
り
、
同
じ
構
造
に
所
属
す
る
こ
と
と
同
型
な
埋
め
込
み
に
よ
っ
て

四
節
の
一
般
条
件
を
満
た
す
。
し
た
が
っ
て
前
者
は
後
者
の
接
続
的
拡
張
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
関
数
空
間
論
的
手
法
に
よ
る
不

連
続
関
数
を
含
む
計
算
可
能
性
理
論
が
連
続
関
数
に
関
す
る
計
算
可
能
性
理
論
の
自
然
な
延
長
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

六
　
接
続
性
原
理
に
関
す
る
考
察

　
（
八
杉
b
。
O
誌
）
で
は
概
念
拡
張
の
妥
当
性
の
条
件
と
し
て
内
的
必
要
性
、
（
法
則
の
）
保
存
性
、
お
よ
び
（
内
容
が
不
変
と
言
う
意
味
の
）

健
全
性
の
三
項
匿
を
提
案
し
、
総
合
し
て
同
質
性
と
名
付
け
た
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
用
語
を
多
少
変
更
し
て
お
り
、
そ
れ
は
以
下
に
述
べ

る
理
由
に
よ
る
。

　
保
存
性
と
健
全
性
は
共
に
初
期
理
論
の
保
存
性
を
愚
昧
し
て
い
て
、
た
だ
そ
の
質
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
で
は
仕
置
に
お

い
て
両
者
を
「
保
存
性
」
と
い
う
　
つ
の
原
理
に
統
一
し
、
そ
の
う
ち
法
則
遵
守
の
ほ
う
を
「
法
則
保
存
性
」
あ
る
い
は
「
形
式
保
存
性
」

と
名
付
け
、
健
全
性
を
「
実
質
保
存
性
」
と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
現
象
の
表
裏
を
「
形
式
」
と
「
実
質
」
と
見
る
こ
と
で
あ
り
、
デ

デ
キ
ソ
ト
が
様
々
な
表
現
で
述
べ
て
い
る
条
件
が
、
数
学
理
論
の
本
質
の
不
変
性
の
こ
の
二
面
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
保

存
性
が
成
り
立
つ
と
き
に
、
理
論
拡
張
の
前
後
に
お
け
る
諸
対
象
が
「
漏
壷
」
で
あ
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
内
的
必
要
性
に
よ
る

拡
張
で
あ
れ
ぽ
、
単
に
同
質
と
い
う
だ
け
で
な
く
拡
張
過
程
に
つ
な
が
り
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
三
要
件
を
総
称
し
て
「
接
続
性
」
原
理
と

名
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
形
式
保
存
性
と
は
理
論
の
概
念
規
定
と
し
て
式
ま
た
は
文
章
で
表
現
さ
れ
て
い
る
法
則
あ
る
い
は
公
理
が
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
理
解

し
や
す
い
。
他
方
「
実
質
保
存
性
」
は
実
は
難
し
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
『
資
格
論
文
』
に
お
い
て
は
実
質
保
存
は
比
較
的
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
正
整
数
上
の
加
法
の
逆
演
算
と
し



て
の
減
法
の
導
入
の
際
に
、
対
象
領
域
の
拡
張
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
加
法
の
定
義
の
拡
張
も
必
要
に
な
る
が
、
拡
張
後
の
加
法
を
元
の

領
域
に
限
定
す
る
と
元
の
加
法
と
岡
じ
内
容
を
も
つ
。
こ
れ
が
『
資
格
論
文
』
で
意
図
さ
れ
て
い
る
加
法
の
実
質
保
存
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
実
質
保
存
性
は
『
資
格
論
文
』
に
お
い
て
も
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
で
は
（
八
杉
b
。
O
一
ω
）
と
同
様
に
、
『
資

格
論
文
』
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
加
法
の
例
の
よ
う
な
「
元
の
領
域
で
の
機
能
・
意
味
の
一
致
」
を
実
質
保
存
と
し
て
話
を
進
め
た
が
、

機
能
と
か
意
味
の
内
容
は
自
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
構
造
理
論
に
お
い
て
は
、
四
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
初
期
理
論
に
お
け
る
個
体
領
域
、
演
算
の
定
義
域
、
述
語
の
外
延
等
が
新
理
論
の

対
応
す
る
集
合
内
に
同
型
に
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
を
実
質
保
存
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
デ
デ
キ
ン
ト
が
何
故
「
内
的
必
要
性
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
本
論
参
照
の
文
献
の
範
囲
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
実
数
お
よ

び
そ
の
上
の
初
等
演
算
が
有
理
数
と
そ
の
上
の
演
算
の
み
か
ら
定
義
可
能
で
あ
る
こ
と
を
（
デ
デ
キ
ン
ト
一
。
。
詰
）
で
明
輝
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
有
理
数
か
ら
実
数
へ
の
拡
張
が
内
的
必
要
性
か
ら
生
じ
て
い
る
ゆ
え
に
可
能
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
自
然
数
の
構
成
は
集
合
論
の
枠

組
み
で
行
わ
れ
て
い
る
（
デ
デ
キ
ン
ト
H
。
。
。
。
。
。
）
。
そ
れ
を
デ
デ
キ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
目
的
を
越
え

る
の
で
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
構
造
理
論
に
お
い
て
は
、
内
的
必
要
性
も
保
存
性
も
明
示
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ

の
含
意
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
、
四
節
の
よ
う
に
接
続
性
原
理
が
構
造
理
論
に
お
い
て
成
り
立
つ
条
件
を
規
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張
は
何
等
か
の
必
要
性
が
契
機
に
な
る
が
、
現
実
に
は
そ
れ
が
対
象
理
論
以
外
の
数
学
か
ら
、
あ
る
い
は
数
学
外

か
ら
の
要
請
で
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
目
的
が
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張
で
あ
る
限
り
は
そ
の
必
要
性
は
数
学
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る

訳
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
内
的
必
要
性
は
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
他
方
、
内
的
必
要
性
な
く
し
て
も
二
つ
の
保
存
性
は
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
数
学
は
自
由
と
い
っ
て
も
意
味
あ
る
成
果
を
得

る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
方
向
性
を
持
つ
数
学
観
、
方
法
論
、
目
的
等
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
理
論
の
拡
張
の
際

に
初
期
理
論
か
ら
の
要
求
に
し
た
が
う
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
保
証
に
な
る
。
本
論
で
は
内
的
必
要
性
を
起
源
に
も
つ
拡
張
に
考
察

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

四
五
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の
対
象
を
限
定
し
て
い
る
。

　
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
数
学
観
に
よ
れ
ぽ
、
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
賢
的
が
自
ず
と
生
じ
る
こ
と
と
も
雷
え
る
。
そ
し
て
生
成
さ
れ
る
見
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
。
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
る
。

『
資
格
論
文
蜘
は
そ
の
よ
う
な
視
点
の
源
流
と
い
え
る
し
、
現
在
で
も
そ
の
意
義
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。

　
三
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
建
築
露
霜
の
第
二
節
に
、
「
異
な
る
諸
数
学
理
論
問
に
存
在
す
る
諸
関
係
の
系
統
的
研
究
と
い
う
内
的
進
化

が
我
々
を
公
理
的
方
法
に
導
い
た
」
と
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
内
的
進
化
を
内
的
必
要
性
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
内
的
必
要
性
が
生
じ

る
過
程
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
内
的
必
要
性
の
帰
結
は
、
一
つ
の
理
論
の
領
域
や
関
数
の
拡
張
で
は
な
い
が
、
数
学

の
新
し
い
見
方
が
数
学
の
内
か
ら
の
要
請
で
生
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

七
二
つ
の
数
学
論
に
つ
い
て

　
隅
資
格
論
文
』
と
㎎
建
築
術
睡
に
お
け
る
数
学
論
は
、
両
者
と
も
に
現
実
の
数
学
活
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
二
節
お
よ
び
三
節
の

内
容
か
ら
も
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
に
接
続
的
拡
張
と
い
う
拡
張
様
式
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
二
節
と
四
節
で

既
に
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
異
体
例
で
は
両
方
の
様
式
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
数
学
の
発
展
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
い

う
哲
学
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
両
数
学
論
に
は
基
本
的
な
相
違
が
あ
る
。

　
二
つ
の
数
学
論
に
つ
い
て
は
有
意
義
な
研
究
が
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
本
論
で
は
概
念
拡
張
に
お
い
て
初
期
理
論
と
新
理

論
が
自
然
に
接
続
す
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
そ
の
類
似
性
と
相
違
性
を
考
察
し
て
い
る
。
す
で
に
処
々
で
述
べ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
再
考
し
て
お
こ
う
。



　
『
資
格
論
文
』
で
示
さ
れ
て
い
る
概
念
拡
張
と
い
う
意
味
の
数
学
観
は
遺
伝
的
で
あ
り
、
『
建
築
術
』
で
示
さ
れ
て
い
る
数
学
観
は
構
造

理
論
的
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
は
同
じ
場
面
の
異
な
る
見
方
で
は
な
い
。
『
資
格
論
文
』
に
お
け
る
考
察
は
数
お
よ
び
数
に
密
着
し
た
数
学

と
い
う
原
初
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
必
要
最
小
限
の
新
し
い
対
象
の
構
成
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
ブ
ル
バ
キ
の
数
学
観
の
特
徴
は
、
多
く
の
理
論
の
個
別
的
詳
細
を
捨
象
し
、
そ
れ
ら
の
共
通
項
を
一
つ
の
構
造
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
『
資
格
論
文
』
で
問
題
に
さ
れ
た
数
体
系
や
そ
の
上
の
数
学
は
、
基
本
的
対
象
と
し
て
常
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
ブ
ル
バ
キ
の
構
造
理
論
は
概
念
拡
張
自
体
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
構
造
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
概
念
拡
張
が
同
構
造
ま
た
は
下
部
構
造
と
し
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
概
念
拡
張
と
い
う
視
点
か
ら
見

る
と
き
に
、
こ
の
点
が
『
資
格
論
文
』
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
他
方
、
概
念
拡
張
に
お
け
る
接
続
性
と
い
う
原
理
に
つ
い
て
は
、
双
方

に
お
い
て
同
じ
表
現
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
バ
キ
の
構
造
理
論
に
集
約
さ
れ
た
数
学
観
の
背
景
に
は
、
数
学
の
多
大
な
発
展
と
分
岐
の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
再
整
備
が
求

め
ら
れ
、
個
別
の
多
様
な
理
論
に
共
通
な
本
質
を
見
出
す
と
い
う
、
数
学
自
体
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
デ
キ
ン
ト
に
見
ら
れ

る
個
別
理
論
の
、
よ
り
広
い
領
域
へ
の
発
展
と
い
う
要
請
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
代
的
相
違
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ

う
。
当
然
な
が
ら
デ
デ
キ
ン
ト
的
数
学
論
が
そ
の
後
無
効
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
デ
デ
キ
ソ
ト
の
考
察
対
象
と
同
じ
場
面
に
遭
遇
す
れ

ぽ
、
そ
れ
は
よ
み
が
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
ブ
ル
バ
キ
は
『
建
築
術
』
の
な
か
で
自
分
た
ち
の
数
学
論
を
構
造
「
主
義
」
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
ブ
ル
バ
キ
は
、
他
の
方
法
を

排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
主
義
」
に
し
た
が
っ
て
数
学
を
展
開
し
た
の
で
は
な
く
、
数
学
の
扱
い
方
の
重
要
な
一
つ
が
「
構
造
」
に
よ

る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
構
造
「
主
義
」
と
い
う
表
現
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
、
構
造
理
論
と
記
し
て
き
た
。
他

方
「
ブ
ル
バ
キ
の
構
造
主
義
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張
の
様
式
は
当
然
本
論
で
扱
っ
た
二
種
類
に
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
筆
者
の
目
的
で
あ
る
、
不
連
続
関
数
の

数
学
理
論
に
お
け
る
接
続
的
概
念
拡
張

四
七
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計
算
可
能
性
理
論
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
妥
当
性
の
説
明
が
依
拠
で
き
る
二
様
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

性
に
拘
ら
な
い
概
念
発
展
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
た
溺
の
課
題
で
あ
る
。

四
八

他
の
様
式
の
驚
能
性
や
、
接
続

八
　
お
わ
り
に

　
以
下
で
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張
に
関
す
る
雑
感
を
記
し
て
、
本
論
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
数
学
の
発
展
に
は
様
々
な
様
式
が
あ
る
。
数
学
活
動
は
多
彩
で
あ
り
、
分
野
や
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
様
根
を
遷
す
る
。
し
た
が
っ
て

数
学
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に
は
、
取
り
こ
ぼ
し
も
覚
悟
で
広
く
「
数
学
と
は
」
と
語
る
か
、
目
的
に
し
た
が
っ
て
扱
う
範
囲
を
明
確
に
限

定
す
る
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
筆
者
は
、
数
学
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
は
立
て
な
い
が
、
数
学
は
数
学
者
た
ち
の
広
範
な
活
動
の
総
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
数
学
者
た
ち
が
数
学
の
問
題
や
そ
の
解
決
へ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ど
を
思
い
つ
く
こ
と
、
そ
れ
ら
を
言
語
化
・
記
号
化
し
て
計
算
、
証

明
な
ど
に
よ
る
検
証
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
数
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
あ
る
い
は
よ
り
広
い
社
会
へ
様
々
な
形
で
発
信
・
交
流
す

る
こ
と
等
々
、
時
聞
・
空
聞
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
活
動
の
総
体
が
数
学
で
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
数
学
観
で
あ
る
。
そ
れ
ら
個
々

の
活
動
の
意
味
・
意
義
が
相
互
に
関
係
し
、
大
局
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
に
応
じ
て
広
が
り
得
る

と
い
う
意
味
で
、
数
学
は
開
か
れ
た
世
界
を
作
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
活
動
と
は
入
の
動
き
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
の
活
動
か
ら
生
じ

る
、
数
学
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
、
を
意
図
し
て
い
る
。

　
数
学
の
「
健
全
性
」
は
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
破
綻
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
活
動
に
意
味

が
あ
り
、
全
体
と
し
て
成
功
し
て
い
て
、
問
題
が
生
じ
た
ら
局
所
的
に
解
決
で
き
、
不
都
舎
な
事
柄
は
と
り
あ
え
ず
枠
外
に
置
く
こ
と
が
可

能
で
あ
る
、
と
い
う
状
態
を
指
す
。
い
わ
ゆ
る
無
矛
盾
性
問
題
で
は
な
い
。
健
全
性
も
含
め
て
、
数
学
と
は
前
述
の
よ
う
に
柔
軟
で
包
括
的

で
活
動
的
な
営
み
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
数
学
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
考
察
対
象
の
範
囲
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の



で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
筆
者
の
数
学
観
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
保
存
性
に
関
連
し
て
は
、
（
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
㊤
一
〇
）
に
お
け
る
見
解
が
興
味
深
い
。
た
と
え
ぽ
「
空
間
概
念
と
幾
何
学
」
の
な
か
で
ポ
ン
ス

レ
の
「
連
続
性
の
原
理
」
（
図
8
鉱
一
三
叶
警
ω
目
窪
N
6
）
、
後
に
「
数
学
的
関
係
不
易
の
原
理
」
（
℃
鼠
嵩
ぢ
鳥
㊤
℃
興
導
き
Φ
農
α
臼
ヨ
簿
冨
二
巴
甲

。
び
Φ
鵠
菊
Φ
聾
δ
器
p
）
、
と
定
式
化
さ
れ
た
見
解
を
参
照
し
て
「
わ
れ
わ
れ
が
出
発
点
に
お
い
た
唯
一
の
要
請
は
、
一
度
定
義
さ
れ
た
あ
る
関

係
の
妥
当
性
を
、
個
々
の
関
係
項
の
内
容
が
変
化
し
て
も
保
存
可
能
と
い
う
こ
と
で
、
概
念
的
に
表
現
さ
れ
う
る
」
と
述
べ
、
形
式
保
存
性

を
重
視
し
て
い
る
。
実
質
あ
る
い
は
内
容
の
問
題
の
難
し
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
筆
者
は
、
概
念
拡
張
に
お
け
る
実
質
保
存
と
は
、
い
わ
ぽ
数
学
者
た
ち
の
想
念
の
保
存
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
概
念
拡
張
の
各
場
面
に
お

い
て
具
体
的
に
記
述
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
デ
デ
キ
ン
ト
は
『
資
格
論
文
』
で
、
概
念
拡
張
に
お
け
る
内
容
の
変
化

の
許
容
範
囲
を
注
意
深
く
観
察
し
て
い
る
。
本
論
の
三
節
で
は
、
構
造
理
論
に
関
し
て
、
同
型
な
埋
め
込
み
可
能
性
に
よ
っ
て
実
質
保
存
性

を
記
述
で
き
た
。

　
最
後
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
本
論
の
二
つ
の
様
式
は
、
数
学
に
お
け
る
概
念
拡
張
様
式
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
自
分

た
ち
の
問
題
解
決
の
た
め
に
有
用
な
二
つ
の
拡
張
様
式
を
採
用
し
研
究
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
多
く
の
数
学
の
場
面
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
は
我
々
の
個
劉
の
目
的
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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remarkable　confirmation　of　the　existence　of　atoms）　．　Their　positions　based　on　such

information　may　not　be　the　same　as　those　without　it，　and　we　can　find　hints　in　their

writings　on　what　would　be　their　reactions．

The　Conjunctive　Concept　Extension

　　　　　in　Mathematical　Theories

　　　　　　　　　　　　　　　Two　Types

　　IV（ariko　YAsuGI

　　　Professor　emeritus

Kyoto　Sangyo　University

　　1　consider　two　types　of　a　certain　concept　extension　in　mathematical　theories，

Dedel〈ind’s　“genetic”　type　and　Bourbal〈i’s　“structural”　type，　and　propose　a　princi－

ple，　called　“the　conjunctive　principle”，　common　to　those　two　types．　The　princip｝e

secures　a　natural　conjunction　between　the　original　theory　and　the　extended　theory．

　　In　a　preceding　article，　1　studied　Dedekind’s　“Habilitationsrede”　and　was　led　to

t］he　three　conditions　of　the　conjunctive　concept　extension：　inner　necessity　（neces－

sity　from　within　a　mathematical　theory）；　soundness　（conservation　of　the　content）；

conservation　（conservation　of　the　laws　characterizing　the　original　concepts）．

“Soundness”　will　be　renamed　as　“substantia｝　conservation”　and　“conservation”　as

“formal　conservation”　in　this　article．　The　conjunctive　principle　consists　of　those

three　conditions．

　　A　detailed　analysis　of　Bourbaki’s　article　“The　Architecture　of　Mathematics”　has

revealed　that　the　conjunctive　principle　can　be　interpreted　also　in　the　theory　of

structures．

　　The　background　of　all　this　is　the　author’s　mathematical　interest　in　computable

aspects　of　the　mathematics　on　the　continuum．　Computability　of　continuous　func－

tions　has　a　natural　definition，　which　is　generally　agreed．　There　had　been　a　demand

from　inside　mathematics　that　some　of　the　discontinuous　functions　be　also　endowed

with　some　notion　of　computability．　Among　several　methods　of　extending　the

computability　concept　to　discontinuous　functions，　1　have　employed　three　of　them．

In　order　to　guarantee　that　they　are　not　ad　hoc　methods，　1　needed　a　ground　which

can　give　an　acceunt　of　the　validity　of　those　extensions．
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　　The　conjunctive　principle　applies　to　those　methods　via　the　two　types　of　concept

extensions　as　described　above．

　　1　will　also　mention　some　of　my　thoughts　on　the　two　types　of　concept　extensions，

genetic　one　and　structural　one．

What　is　it　for　one　to　mean？

　　　　　　Nayuta　MIKi

JSPS　feilow／Nihon　University

What　is　it　for　one　to　mean　something　by　uttering　something？　This　is　the　problem

of　“utterer’s　meaning”．　ln　this　article，　1　propose　a　new　approach　to　this　problem，

according　to　which　utterer’s　meaning　is　based　on　evidence－relation　between　utter－

er’s　utterance　and　her　belief．　This　view　is　contrasted　with　so　far　the　most　influen－

tial　approach　to　utterer’s　meaning，　which　is　called　intention－based　semantics．

Theorists　of　intention－based　semantics　hold　that　utterer’s　meaning　is　essentially　a

kind　of　her　intention．

　　This　article　consists　of　three　sections．　The　first　section　gives　an　overview　of

intention－based　semantics　and　the　reason　why　this　view　is　problematic．　The　se¢ond

section　introduces　my　approach　which　1　call　“belief－evidence　semantics”．　This

section　also　contains　a　characterization　of　the　concept　of　evidence　in　terms　of

abductive　reasoning．　The　third　section　is　a　supplementary　one，　where　an　irnplica－

tion　of　belief－evidence　semantics　is　examined．　Belief－evidence　semantics，　together

with　Peirce’s　idea　of　the　continuity　between　perception　and　abduction，　makes　it

possible　that　we　sometimes　misperceive　an　utterer’s　meaning．　This　happens　when，

for　example，　we　read　a　novel，　watch　a　theater　performance，　or　see　a　robot　talking．

　　This　article　concludes　that　utterer’s　meaning　is　accounted　in　terms　of　evidence－

relation　between　uttering　and　believing，　and　that　this　view　has　several　advantages

over　the　traditional　intention－based　view．
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