
一

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た

数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か
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本
論
文
は 

１ 

、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
主
著
で
あ
る
『
差
異
と
反
復
』
の
中
で
も
、
特

１ 

本
論
文
は
、二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
（
小
泉
義
之
、鈴
木
泉
、檜
垣
立
哉
編
）『
ド
ゥ

ル
ー
ズ
／
ガ
タ
リ
の
現
在
』（
平
凡
社
）
の
た
め
に
、
お
そ
ら
く
二
〇
〇
七
年
頃
に
書

か
れ
た
草
稿
を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
草
稿
は
、
同
時
に
書
か
れ
た
も
う
一
つ
の
論

文
「『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
微
分
法
の
位
置
と
役
割
」
と
対
を
な
す
も
の
と
し
て
、

そ
の
直
前
に
書
か
れ
た
。
し
か
し
後
者
は
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
ガ
タ
リ
の
現
在
』
に
所
収

さ
れ
た
が
、
本
論
文
は
そ
の
長
さ
や
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議
論
の
多
さ
か
ら
掲
載
さ
れ
る
べ

き
場
所
を
も
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
あ
え
て
こ
れ
ま
で
掲
載
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
こ

で
の
議
論
の
正
当
性
に
た
い
し
て
こ
れ
ま
で
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら

で
も
あ
る
。
こ
の
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に
つ
い
て

の
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。本
論
文
は
ほ
と
ん
ど
書
き
換
え
て
い
な
い
が
、〈
み
る
〉

こ
と
を
「
比
喩
」
に
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
箇
所
だ
け
削
除
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
に
よ
る
本
文
全
体
の
論
理
に
は
影
響
は
な
い
。
ま
た
、
本
論
文
掲
載
に
あ
た
っ
て

付
記
し
た
註
は
、
脚
注
と
し
、
二
〇
〇
七
年
に
作
成
さ
れ
た
註
は
章
末
註
と
し
た
。

 

　

本
論
文
の
背
景
に
あ
る
の
は
、『
知
の
欺
瞞
』
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と

反
復
』
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
る
。
本
論
文
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
ソ
ー
カ

ル
ら
に
よ
る
批
判
的
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
の
点
に
お
い
て
正
し
い
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
哲
学
に
か
ん
す
る
知
見
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
も
そ
も
哲
学
に
か
ん
す
る
な
ん
ら
か
の
認
識
を
、
科
学
的

あ
る
い
は
数
学
的
な
他
の
学
問
領
域
に
お
い
て
真
で
あ
る
と
さ
れ
る
認
識
や
、
そ
の
認

識
に
お
い
て
意
味
が
確
定
さ
れ
て
い
る
概
念
を
出
発
点
と
す
る
推
論
で
も
っ
て
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
問
う
必
要
が
あ
る
。
あ
る
概
念
が
、
あ
る
特
定
科
学
領
域

に
お
け
る
理
論
内
部
の
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
よ
う
（
た
と
え
ば

シ
ャ
ル
ル
＝
ボ
イ
ル
の
法
則
）。
こ
の
概
念
と
、
た
と
え
ば
熱
量
と
い
う
概
念
を
結
び

つ
け
る
議
論
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
熱
力
学
や
化
学
に
お
け
る
理
論
や
実
験
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
こ
で
の
結
果
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
（
哲
学
の
名
に

お
い
て
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
し
て
で
あ
れ
）
も
し
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
当
然
後
者
の
ほ
う
が
誤
っ
て
い
る
蓋
然
性
が
大
き
い
と
考
え
る
の
は
理
に
か
な
っ

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
熱
量
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
当
該
の
理
論
内
部
の
用
語
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
当
該
理
論
内
部
の
用
語
に
よ
っ
て
翻
訳
な
い
し

解
釈
可
能
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
用
語
（
た
と
え
ば
「
パ
タ
ー
ン
」
や
「
構

造
」、「
タ
イ
プ
」、「
物
質
」
な
ど
）
と
の
結
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

結
合
に
お
い
て
、
当
該
の
諸
科
学
以
上
の
こ
と
を
、
哲
学
が
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
の
は
傲
慢
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傲
慢
が
哲
学
に
可
能
で
あ

る
た
め
に
は
、
哲
学
が
扱
う
哲
学
的
概
念
が
「
普
遍
者
」
で
あ
る
と
想
定
す
る
必
要
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
、
す
べ
て
の
学
問
を
横
断
し
、
か
つ
そ
れ
を
超
越
す
る
「
普

遍
者 universaux

」
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
哲
学
が
扱
う
概
念
は
、
指
示
対
象
を
も
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
強
度
的
な
も
の
の

み
か
ら
な
る
自
己
指
示
的
な
諸
概
念
の
順
序
付
け
ら
れ
た
結
合
で
あ
る
と
考
え
る
場
合

に
、
哲
学
的
認
識
は
も
っ
ぱ
ら
哲
学
的
概
念
の
力
に
よ
る
認
識
と
な
る
と
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
最
晩
年
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
で
は
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
哲
学
に
お
け
る

認
識
は
、
場
合
に
よ
っ
て
諸
科
学
の
概
念
と
交
差
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
根
本

的
に
は
本
性
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
根
本
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と

は
、し
か
し
科
学
に
つ
い
て
哲
学
が
な
に
も
言
及
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

た
と
え
ば
、
科
学
そ
れ
自
体
が
、
人
間
の
認
識
や
存
在
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
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づ
け
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
、
認
識
、
存
在
、
と
い
っ

た
そ
れ
自
体
が
哲
学
的
概
念
と
し
て
の
位
置
を
与
え
う
る
諸
概
念
と
の
結
合
の
問
題
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
科
学
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
を
規
定
す
る
際
に
、
科
学
の

側
の
用
語
に
翻
訳
可
能
な
概
念
と
の
結
合
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

と
き
、
そ
の
翻
訳
先
に
お
い
て
矛
盾
を
帰
結
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
科
学
」
と
い
う
概

念
そ
れ
自
体
に
瑕
疵
が
伴
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
「
科
学
」
概
念

を
含
む
当
該
の
哲
学
的
認
識
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
。

 

　

本
論
文
で
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
瑕
疵
の
程
度
を
は
か
り
、
可
能
な
限

り
外
科
的
な
切
除
手
術
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
哲
学
的
認

識
の
正
し
さ
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
の
続
き
が
書
か

れ
た
な
か
っ
た
こ
と
や
、
わ
た
し
自
身
が
こ
の
あ
と
『
哲
学
と
は
何
か
』
を
中
心
と
す

る
後
期
思
想
の
検
討
に
う
つ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
瑕
疵

か
ら
『
差
異
と
反
復
』
を
完
全
に
す
く
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
判

断
さ
れ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
第
四
章
」
の
議
論
を
救
う
こ
と
に
つ
い
て
は
不
可
能

と
は
い
え
ず
、実
際
に
本
論
文
と
「『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
微
分
法
の
位
置
と
役
割
」

に
よ
っ
て
そ
れ
は
か
な
り
実
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
問
題
が
い
っ
そ
う

深
刻
な
の
は
『
差
異
と
反
復
』
の
「
第
五
章
」
の
ほ
う
で
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思

わ
れ
る
。細
か
い
論
点
は
無
数
に
あ
る
が
、端
的
に
、そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

自
然
的
宇
宙
の
発
生
の
記
述
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
と
し
て
そ
れ
を
救
う
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
議
論
は
、「
第
五
章
」
で
実
際
に
参
照
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
宇
宙
物
理
学
、
素
粒
子
論
、
量
子
力
学
、
熱
力
学
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク

ス
と
い
っ
た
自
然
科
学
の
内
部
で
の
議
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で

の
議
論
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
個
体
発
生
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

問
題
は
こ
の
「
個
体
」
概
念
が
、真
に
哲
学
的
概
念
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、「
個
体
」
概
念
を
哲
学
的
概
念
だ
け
か
ら
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
を
、「
齟
齬
を
含
む
二
項
（
あ
る
い
は
二
系
列
）
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
」
だ
、と
い
っ

た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
齟
齬
や
二
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
概
念

の
規
定
を
、
熱
力
学
や
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
に
依
拠
す
る
の
だ
か
ら
、
す
で
に
み
た
意

に
問
題
の
多
い
「
第
四
章
」
の
読
解
の
足
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
書
か
れ
た
。「
第

一
章
」お
よ
び「
第
二
章
」の
読
解
が
前
進
し
つ
つ
あ
る
昨
今
、そ
れ
と
比
較
し
て「
第

四
章
」
の
研
究
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
は
い
く
つ
か
原
因
が

あ
る
。
そ
れ
ら
の
原
因
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
主
要
な
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

は
、
そ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
る
数
学
的
な
言
説
の
妥
当
性
を

判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。「
第
四
章
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
、「
理
念
」、「
多
様
体
」、「
微
分
」、「
特
異
点
」、「
問
題 

― 

問
い
」 ２ 

、「
弁
証
法
」

な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
用
語
の
定
義
的
説
明
に
お
い
て
、
か
な
り
問
題
含

み
と
な
る
数
学
的
な
記
述
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
字
義
通
り
受
け
取
る
こ
と
が
困

難
な
状
態
に
あ
る
。
こ
の
数
学
的
な
記
述
が
い
か
な
る
意
味
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の

味
で
そ
の
概
念
を
哲
学
的
概
念
と
し
て
自
己
措
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
第
四
章
」
の
議
論
に
お
い
て
中
心
と
な
る
「
理
念
」
は
、

そ
れ
自
体
哲
学
的
概
念
と
し
て
の
出
自
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
科
学
や
数
学
に
依
拠
し
な

い
し
か
た
で
も
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（「『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
微
分

法
の
位
置
と
役
割
に
つ
い
て
」
で
試
み
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
）。
し
か
し
も
し
「
第

五
章
」
に
つ
い
て
も
、こ
れ
と
同
様
の
仕
方
で
の
救
済
策
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
戦
略
に
お
い
て
重
要
な
基
点
と
な
る
の
は
、
シ

モ
ン
ド
ン
の
『
個
体
化
の
哲
学
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
当
に
シ
モ

ン
ド
ン
の
議
論
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
今
度
は
逆
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自

身
に
よ
る
理
論
的
寄
与
分
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
評
価
抜
き
に
は
『
差
異
と
反
復
』
の
議
論
が
含
む

瑕
疵
か
ら
そ
れ
を
完
全
に
救
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

２ 

「
問
題
‐
問
い
」
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
扱
っ
て
い
な
い
が
、
近
藤
和
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『〈
内
在
の
哲

学
〉
へ
―
―
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
』（
青
土
社
、
２
０
１
９
年
）

の
第
二
章
で
議
論
し
て
い
る
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

三

意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
さ
え
あ
る
。
以
上

が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
者
の
数
が
増
え
た
現
在
に
お
い
て
も
、「
第

四
章
」に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
原
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
論
文
で
は
、そ
の
よ
う
な
内
的
な
説
明
は
必
要
最
小
限
に
抑
え 

３ 

、む
し
ろ
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
参
照
し
て
い
る
数
学
の
事
例
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
提
示
し 

一 

、

そ
れ
に
つ
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
何
を
言
っ
て
い
る
か
を
併
記
す
る
こ
と
で
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
そ
の
事
例
に
対
し
て
何
を
〈
み
て
〉
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
指
す
。
そ
の
と
き
、
そ
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
討

し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
妥
当
性
の
与
奪
は
、
解
釈
の
た
め
の
い
か
な
る
真
理
性
の
軸

も
今
の
と
こ
ろ
共
有
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
慎
重
に
差
し
控
え
ら
れ
る
べ
き
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
差
異
と
反
復
』
の
「
第
四
章
」
に
お
け
る
数
学
の
事
例
は
、大
き
く
分
け
て
、デ
ー

デ
キ
ン
ト
の
切
断
あ
る
い
は
連
続
性
（
実
数
の
完
備
性
）
と
極
限
、
微
分
、
多
様
体
、

級
数
展
開
と
特
異
点
と
解
析
接
続
、
ガ
ロ
ア
体
理
論
、
微
分
方
程
式
論
な
ど
で
あ
る
。

全
般
的
に
、数
学
史
的
に
は
19
世
紀
の
研
究
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、こ
れ
は
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
引
用
し
て
い
る
数
学
の
哲
学
者
（
ザ
ロ
モ
ン
・
マ
イ
モ
ン
、
ヘ
ー
ネ
・
ウ

ロ
ン
ス
キ
、
ボ
ル
ダ
ス
＝
ド
ゥ
ム
ー
ラ
ン
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン
、
ジ
ュ
ー
ル
・

ヴ
ュ
イ
ユ
マ
ン
ら
。
こ
の
中
で
、
ロ
ト
マ
ン
と
ヴ
ュ
イ
ユ
マ
ン
だ
け
が
20
世
紀
の
哲

学
者
で
あ
る
）
の
多
く
が
、
19
世
紀
に
著
作
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
思

わ
れ
る
。
確
か
に
、集
合
論
の
登
場
以
前
で
あ
る
19
世
紀
の
数
理
哲
学
に
お
い
て
は
、

解
析
学
こ
そ
が
数
学
の
哲
学
の
主
た
る
思
考
の
対
象
で
あ
っ
た 

二  

。
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
解
析
学
偏
重
の
言
説
の
根
拠
は
、
本
文
中
に
は
ほ
と
ん
ど
明
示
さ
れ
な
い
が 

三 

、

３ 

こ
こ
で
い
う
内
的
な
説
明
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
、
同
時
に
書
か
れ
た
拙
著

「『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
微
分
法
の
位
置
と
役
割
」
で
あ
る
。

そ
う
な
る
理
由
を
（
あ
く
ま
で
そ
れ
は
外
的
な
理
由
に
過
ぎ
な
い
が
）、
彼
が
参
照

し
て
い
る
数
理
哲
学
者
た
ち
に
見
出
す
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
は
、20
世
紀
の
後
半
に
『
差
異
と
反
復
』
を
書
い
て
い
る
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
解
析
学
偏
重
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
、
上
に
挙
げ
た
主
題
の
う
ち
、
理
念
の
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
直
接
関

係
す
る
、
連
続
性
、
極
限
、
微
分
、
多
様
体
、
特
異
点
、
級
数
展
開
、
解
析
接
続
に

つ
い
て
、
実
際
の
数
学
と
し
て
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の

上
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　

２
． 

デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
切
断
と
連
続
性

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
切
断
と
連
続
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
言
説
に
次
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。「

つ
ま
り
、
そ
の
極
限
は
連
続
的
な
変
数
や
無
限
の
近
似
と
い
っ
た
理
念
を
も

は
や
前
提
に
し
て
い
な
い
。
反
対
に
、
極
限

4

4

の
基
礎
概
念

4

4

4

4

こ
そ
が
、
連
続
性
に

つ
い
て
の
静
的
で
純
粋
に
理
念
的
な
新
し
い
定
義
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
基
礎
概
念
が
そ
れ
自
体
定
義
さ
れ
る
た
め
に
含
意
し
て
い
る
の
は
、
数
あ
る

い
は
む
し
ろ
数
に
お
け
る
普
遍
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
数
の
普
遍
の
本

性
を
、（
デ
ー
デ
キ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
）「
切
断

4

4

」
を
成
す
も
の
と
し
て
明
確

に
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
現
代
数
学
に
お
い
て
現
れ
る
」（D

R
223/265

） 四 

　

こ
れ
は
微
分
の
「
第
一
の
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
述
で
あ
る



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

四

が
、
こ
の
言
説
自
体
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
「
極
限
」

と
「
連
続
性
」
と
「
切
断
」
と
い
う
概
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
に
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

連
続
性
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
古
代
よ
り
数
学
に
と
っ
て
一
群
の
重
要
な
問
題
を

形
成
し
続
け
て
き
た
。
も
っ
と
も
古
く
、
そ
し
て
哲
学
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
お
け
る
無
理
数
の
発
見
で
あ
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
幾
何
学
的
に
は
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
代
数
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
量
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
幾
何
学
そ
の
も
の
が

19
世
紀
に
大
き
く
形
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
経
験
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
幾

何
学
に
対
し
て
当
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
連
続
性
そ
の
も
の
を
数
の

構
造
自
体
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
連
続

性
の
構
造
に
、
多
く
の
数
学
的
事
実
（
級
数
の
収
束
、
関
数
の
連
続
性
、
微
分
の
可

能
性
な
ど
）
が
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

極
限
の
定
義
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。a

1 , a
2 , ..., an , ...

の
よ
う
に
、
無
数

の
項
に
添
え
字
を
つ
け
て
順
序
付
け
た
も
の
数
列
と
い
う
。
そ
の
項 an  

は
自
然
数

の
範
囲
内
に
お
い
て
変
動
す
る
n 

の
関
数
で
あ
る
。
こ
の
と
き
n 

が
限
り
な
く
増

大
す
る
に
つ
れ
て
、an  

が
一
定
の
数 α

に
限
り
な
く
近
づ
く
な
ら
ば
、
こ
の
数
列

は α

に
収
束
す
る
と
い
い
、
ま
た α

を an  

の
極
限
値
と
い
う
。
記
号
で
は
以
下
の

よ
う
に
か
く
。

あ
る
い
は
以
下
で
あ
る 

五 

。

　

の
と
き　

　

こ
の
段
階
で
は
、ま
だ
収
束
す
る
極
限
α
な
る
数
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
数
は
例
え
ば
、
0
や
１
の
よ
う
な
自

然
数
以
外
に
も
、
無
理
数
や
そ
の
他
の
数
を
と
り
う
る
。
結
局
、
極
限
の
操
作
が
可

能
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
数
の
領
域
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に

制
約
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
領
域

上
の
存
在
者
を
構
成
す
る
方
法
が
、
デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
切
断
で
あ
る
。

　

デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
切
断
と
は
、
要
領
を
簡
単
に
言
え
ば
、
有
理
数 

六 

の
連
続
構

造
を
仮
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
切
断
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
切
断
（
の
切
断
さ
れ
た
ペ
ア

あ
る
い
は
そ
の
下
組
だ
け
）
に
対
し
て
記
号
を
付
与
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
切
断
の
切
断
面
に
数
（
こ
こ
で
は
有
理
数
し
か
仮
定
し
て
い
な
い
の
で
有

理
数
）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
切
断
に
よ
っ
て
一
つ
の
有
理
数
を
表
現

す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
あ
る
切
断
に
お
い
て
、
そ
の
切
断
さ
れ
た
両
方
の

組
に
、
切
断
面
と
な
る
有
理
数
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
数
論
的
に

証
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
切
断
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
記
号
を
無
理
数
と

名
づ
け
、
そ
れ
と
有
理
数
と
を
あ
わ
せ
て
実
数
と
し
て
定
義
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

実
数
領
域
上
で
も
、
有
理
数
上
で
可
能
で
あ
っ
た
す
べ
て
の
四
則
演
算
が
成
り
立
つ

よ
う
に
計
算
規
則
を
決
め
て
や
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
数
体
が
定
義
さ
れ
る
。
実

際
、
デ
ー
デ
キ
ン
ト
自
身
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
み

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

「
直
線
L
の
中
に
は
い
か
な
る
有
理
数
に
も
対
応
し
な
い
よ
う
な
無
限
に
多
く

の
点
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
…
…
直
線

L
は
点 

― 

個
体
に
お
い
て
は
、
数 

― 

個
体
に
お
け
る
有
理
数
の
領
域
Ｒ
よ
り

も
よ
り
豊
か
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
、
た
と
え
空
間
が
不
連
続
で
あ
る
こ
と
を

わ
れ
わ
れ
が
確
か
に
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
望
む
な
ら
ば
、
思

考
に
お
い
て
そ
の
隙
間
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
連
続
に
す
る
こ
と



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

五

を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
隙
間
を
満
た
す
こ
と
は
、
ま
た

新
し
い
点 

― 

個
体
を
創
造
す
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
こ

れ
は
上
の
原
理
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
…
…
さ
て
、
い

か
な
る
有
理
数
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
た
の
で
も
な
い
（A

1 , A
2

）
が
存
在
す
る

と
き
は
い
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
新
た
な
数
、
一
つ
の
「
無
理
数
」
α
を

創
造
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
こ
の
切
断
（A

1 , A
2

）
に
よ
っ
て
余
す
と
こ
ろ

な
く
定
義
さ
れ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。こ
の
数
α
は
切
断
に
対
応
す
る
と
か
、

こ
の
数
が
こ
の
切
断
を
生
み
出
す
と
か
言
う
こ
と
に
す
る
」 七 

　

以
上
の
説
明
と
引
用
か
ら
デ
ー
デ
キ
ン
ト
が
、
実
数
を
定
義
す
る
た
め
に
用
い
た

切
断
と
い
う
方
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
理
解
で
き
た
と
し
よ
う
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
実
際
ど
の
よ
う
な
結
果
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
二
次
以
上

の
多
項
式
に
、
例
え
ば 

 

の
よ
う
な
式
に
対
し
て
も
、
解
が
存
在
す
る
こ
と

が
保
証
さ
れ
（
さ
ら
に
、
虚
数
ま
で
含
め
ば
、
一
般
的
に
解
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
に
は
な
る
）、
ま
た
、
先
の
極
限
に
お
い
て
、
収
束
す
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
収

束
す
る
項
が
領
域
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
よ
う
な
構
造
体
と

し
て
の
領
域
が
構
成
さ
れ
る
。
実
数
領
域
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
備
性
の
公
理
を
満

足
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る 

八 

。

　

切
断
、
極
限
、
連
続
性
と
い
う
こ
れ
ら
の
三
つ
の
概
念
の
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、

切
断
の
方
法
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
た
領
域
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た

実
数
が
連
続
性
と
い
う
性
質
を
有
し
、
そ
の
結
果
、
極
限
（
と
い
う
操
作
）
の
値
が

存
在
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
連
続
性
と
切
断
と
の

関
係
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
は
デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
引
用

の
前
半
を
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
了
解
さ
れ
る
と
思
う
。
実
際
、デ
ー
デ
キ
ン
ト
は「
連

続
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
実
現
す
る
た
め
に
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
幾
何
学
的
な
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
従
っ
て
、「
切
断
」
と
い
う
方
法
を
開
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

実
数
体
の
〈
具
体
的
な
連
続
性
〉
を
構
築
し
た
の
で
あ
る 

九 

。
そ
し
て
、
こ
の
ア

イ
デ
ア
と
し
て
の
「
連
続
」
と
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
実
数
体
の
〈
具
体
的
な
連
続
性
〉

と
は
〈
同
一
〉
で
は
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
具
体

的
に
思
考
可
能
な
連
続
性
と
は
、
こ
の
場
合
、〈
具
体
的
な
連
続
性
〉
で
あ
り
、
そ

れ
を
「
切
断
」
の
方
法
が
実
現
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
に
何
を
〈
み
て
〉
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
要
す
る
に
、
極
限
は
、
関
数
の
極
限
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ

は
あ
る
真
の
切
断

4

4

、
関
数
そ
れ
自
身
に
お
け
る
変
化
す
る
も
の
と
変
化
し
な
い

も
の
と
の
極
限
、
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

R
223/264-5

） 

　

こ
こ
で
彼
が
言
う
関
数
の
極
限
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
と
り
あ
え
ず
、
極
限
を
切
断
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
先
の
切
断
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
至

極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
極
限
操
作
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、

切
断
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
領
域
上
に
そ
の
操
作
さ
れ
る
対
象
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
極
限
の
用
語
そ
の
も
の
が
、
全
く
意
味
を
変
え
る
だ
ろ
う
。
…
…
そ
の
用
語

が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
一
つ
の
形
式
の
制
約
で
は
な
く
、
一
つ
の
根

拠
へ
向
か
っ
て
の
収
束
で
あ
り
、も
は
や
諸
形
式
の
あ
い
だ
の
区
別
で
は
な
く
、

根
拠
付
け
ら
れ
る
も
の
と
根
拠
と
の
相
関
関
係
で
あ
る
。
こ
の
用
語
が
参
照
し



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

六

て
い
る
の
は
、
も
は
や
冪
（
あ
る
い
は
力
能 puissance

）
の
停
止
で
は
な
く
、

冪
（
あ
る
い
は
力
能
）
が
実
現
さ
れ
、根
拠
付
け
ら
れ
る
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
」

（D
R

62/79

）

　

こ
の
引
用
も
あ
る
意
味
で
、
字
義
通
り
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
限
と
い
う

概
念
が
、
近
世
の
よ
う
に
無
限
小
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
数
列

の
上
限
あ
る
い
は
下
限
へ
の
収
束
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
収
束
す
る
極
限
の
存
在
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
「
切
断
」
の
方
法
と
と
も
に
本
質
的
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
収
束
す
る
無
限
個
の
項
を
持
つ
数
列
の
存
在

を
保
証
す
る
（
根
拠
と
な
る
）
こ
と
に
な
る
。

　
「
冪
」
あ
る
い
は
「
力
能
」
と
訳
さ
れ
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
集
合
の
「
濃
度
」

を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
）puissance 

に
つ
い
て
の
一
文
は
、
明
瞭
で
は
な
い
。

根
本
的
に
は
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
「
冪
」
を
意
味
し
て
い
る
の
か
「
力
能
」
を
意
味

し
て
い
る
の
か
が
意
図
的
か
非
意
図
的
か
も
明
示
的
で
は
な
い
仕
方
で
曖
昧
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
文
脈
的
に
は
、「
冪
」
の
操
作
（
n 

乗
な
ど
）
を
意
味
し
て

い
る
と
読
み
た
く
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
よ
う
に
も
思
う
。

も
し
こ
れ
を
集
合
論
に
お
け
る
冪
の
操
作
だ
と
考
え
る
な
ら
、
２ 

↓ 

N 
の
関
数
と

し
て
解
釈
し
、
そ
の
全
体
を
連
続
体
と
考
え
て
み
る
と
い
う
解
釈
も
あ
り
う
る
か
も

し
れ
な
い
。
つ
ま
り
極
限
の
操
作
は
、
そ
の
よ
う
な
「
冪
」
に
対
応
す
る
数
、
つ
ま

り
実
数
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
デ
ー
デ
キ
ン
ト

の
極
限
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
保
証
を
可
能
に
す
る
構
造
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
一
定
程
度
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
し
か
し
こ
の
解
釈
が
、
か
な
り
好
意
的
な
読
解
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
一
意
的
に
読
み
取
れ
な
い
だ
け
で

な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
れ
ば
留
意
す
べ
き
説
明
も
表
現

も
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
は
筆
者
と
し
て
の
瑕
疵
が
あ

る
こ
と
は
否
め
な
い
）。

　

し
か
し
、こ
れ
ら
の
理
解
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説
の
解
釈
で
は
な
く
て
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
参
照
し
て
い
る
事
例
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
極
限
、
切
断
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
悟
性
と
感
性
の
領

域
を
超
え
た
別
の
領
域
、
す
な
わ
ち
理
念
の
領
域
が
開
か
れ
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く

数
学
的
で
は
な
く
、
端
的
に
哲
学
的
で
あ
る
内
容
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の

数
学
の
議
論
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
デ
ー
デ
キ
ン
ト
も

言
っ
て
い
な
い
し
、
数
学
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
で
も
な
い 

４ 

。
そ
の
こ
と

４ 

合
田
正
人
「『
差
異
と
反
復
』
を
さ
ま
よ
う
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
の
亡
霊
」（『
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
21
世
紀
』
河
出
書
房
新
社
、
２
０
１
９
年
、
５
５ 

― 

７
４
頁
）
に
お
い
て
、

こ
の
一
般
的
で
は
な
い
数
学
と
哲
学
の
関
連
付
け
を
主
に
、
新
カ
ン
ト
派
、
と
く
に
ヘ

ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
る
解
析
学
に
か
ん
す
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
解
釈
や
、
数
学
的

無
限
に
か
ん
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特

殊
な
議
論
の
文
脈
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
指
定
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
論
を
ま
た
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
の
正
し
さ
を
主
張

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
全
体
で
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
数

学
に
つ
い
て

0

0

0

0

哲
学
的
関
心
の
も
と
で
な
に
か
哲
学
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
と
、
数
学

か
ら

0

0

哲
学
的
関
心
に
も
と
づ
い
て
哲
学
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
全
く
同
じ
で
は

な
い
。
前
者
で
は
数
学
が
哲
学
的
な
主
張
の
根
拠
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
根
拠
は

哲
学
の
な
か
か
ら
提
示
さ
れ
る
が
、
後
者
は
数
学
自
体
が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
数
学
か
ら
い
え
る
こ
と
は
数
学
だ
け
な
の
で
、
あ
る
い
は
数
学
か

ら
い
え
る
こ
と
は
数
学
で
あ
る
の
で
、
後
者
の
場
合
、
そ
の
主
張
は
数
学
内
で
の
検
証

の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
真
偽
を
数
学
内
の
根
拠
に
基
づ
い
て
判
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
数
学
を
観
察
し
、
数
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
考



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

七

を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
潜
在
的
な
理
念
の

領
域
の
存
在
を
主
張
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
哲

学
に
お
い
て
理
念
の
領
域
と
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
が

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
議
論
す
る
「
問
題
的
な
も
の
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
の

上
で
、
こ
れ
が
仮
言
的
な
も
の
と
混
同
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
異
な

り
問
題
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
の
領
域
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
パ
イ
ド

え
た
と
き
に
、
そ
れ
が
宇
宙
の
形
相
で
あ
る
と
考
え
（
た
と
え
ば
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
）、

そ
の
根
拠
を
形
相
の
不
変
性
に
お
く
議
論
は
、
数
学
と
は
関
係
が
な
い
。
つ
ま
り
数
学

か
ら
は
そ
の
主
張
が
導
か
れ
な
い
の
で
（
つ
ま
り
形
相
も
宇
宙
も
そ
れ
自
体
は
数
学
的

概
念
で
は
な
い
の
で
）、
そ
の
肯
定
も
否
定
も
数
学
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
逆
に
、
形

相
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
数
学
的
概
念
と
し
て
数
学
内
部
に
お
い
て
限
定
で
き
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
の
不
変
性
に
つ
い
て
は
数
学
内
部
で
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
も
は
や
数
学
で
あ
っ
て
哲
学
で
は
な
い
。『
差

異
と
反
復
』
の
議
論
の
最
大
の
欠
点
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
サ
イ
エ
ン
ス
・
ウ
ォ
ー

ズ
に
お
い
て
批
判
さ
れ
た
点
は
、
お
も
に
こ
の
数
学
と
哲
学
の
あ
い
だ
の
関
係
性
の
置

き
方
に
あ
る
。『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
の
表
現
を
借
り
る
な

ら
、『
差
異
と
反
復
』
に
お
い
て
は
彼
の
哲
学
に
「
普
遍
者
」
が
入
り
込
み
、そ
れ
に
よ
っ

て
数
学
を
哲
学
に
し
て
し
ま
え
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
過
ち
（
こ
れ
は
実
際
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
『
哲
学
と
は
何
か
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
お
こ
な
う
批
判
で
あ
る
）
を
犯

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
哲
学
と
は
何
か
』
で
は
、
哲
学
的
概
念

と
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
あ
い
だ
で
の
徹
底
し
た
区
別
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
問

題
を
回
避
し
て
る
点
で
、
根
本
的
に
改
善
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味

で
、
本
論
文
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
数
学
か
ら
哲
学
的
な
こ
と
を
述
べ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
い
ち
い
ち
留
保
を
つ
け
、
そ
れ
を
数
学
と
哲
学
に
あ
ら
た
め
て
峻

別
し
な
お
し
た
う
え
で
、
そ
の
あ
い
だ
に
ど
う
い
う
関
連
付
け
、
つ
ま
り
解
釈
が
な
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、『
差
異
と
反
復
』
の
深
刻
な

瑕
疵
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ン
』
の
知
識
論
に
お
い
て
知
識
の
根
拠
と
し
て
主
張
し
て
い
る
真
な
る
知
の
領
域
で

あ
る
。
数
学
に
お
け
る
実
数
の
構
成
そ
れ
自
体
が
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
な
議
論
そ

の
も
の
で
あ
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
哲
学
に
お
い
て
な

さ
れ
て
き
た
議
論
を
、
数
学
の
中
の
一
事
例
を
介
し
て
〈
み
る
〉
と
い
う
こ
と
は
あ

り
う
る
。
こ
の
二
つ
の
事
態
は
、
同
じ
よ
う
で
い
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
〈
み
る
〉
と
は
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、「
出
来
事
」
で
あ
り
、「
出
来
事
」
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
平
明
に
い

え
ば
、
モ
デ
ル
を
と
お
し
た
解
釈
的
な
思
考
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た

め
に
は
、
脚
注
１
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
的
概
念
の
ほ
う
を
、
そ
れ
を
と
お
し

て
〈
み
る
〉
モ
デ
ル
か
ら
独
立
に
措
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に

措
定
さ
れ
た
概
念
を
理
解
す
る
助
け
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
解
釈
あ
る
い
は
例
証
と

し
て
、
数
学
的
な
事
例
の
記
述
を
通
過
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

５ 

。

　
　

３
．
微
分

　

実
際
の
と
こ
ろ
、『
差
異
と
反
復
』
の
第
四
章
を
み
れ
ば
、「
第
一
の
ア
ス
ペ
ク
ト
」

で
、
極
限
と
微
分
と
が
ほ
と
ん
ど
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、「
無
限
小
が
微
分
計
算
に
必
要
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
こ

と
も
含
め
て
考
え
て
、
微
分
計
算
一
般
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く 

一
〇 

。

５ 

こ
こ
で
の
議
論
が
例
証
で
し
か
な
い
の
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
差
異
と
反
復
』
で
は
、

実
際
に
は
数
学
の
本
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
身
の
哲
学
の
な
か
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
を
本
気
で
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

つ
ま
り
数
学
や
数
学
的
概
念
そ
れ
自
体
が
論
述
の
主
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
数
学
へ
の
言
及
は
単
な
る
例
証
以
上
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
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無
限
小
量
に
依
存
し
た
説
明
は
実
際
の
と
こ
ろ
感
覚
的
で
図
像
的
な
理
解
を
介
す

る
た
め
に
、
極
限
に
よ
る
理
解
よ
り
も
ず
っ
と
わ
か
り
や
す
い
し
、
簡
単
な
計
算
に

関
し
て
は
十
分
な
威
力
を
発
揮
す
る
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
高
校
数
学
で
微
分
を
イ

メ
ー
ジ
的
に
教
え
る
際
に
は
、
こ
の
無
限
小
量
を
暗
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
）。
そ
の
よ
う
な
理
解
に
お
け
る
微
分
（
係
数
）
の
記
述
は
こ
の
よ

う
に
な
る
。

「
変
量 

 

が
別
の
変
量 

 
に
依
存
し
て
変
化
す
る
場
合
、  

の 
 

に
関
す
る
微

分
係
数
と
は
、  

の
変
化
に
対
す
る 

 

の
変
化
の
瞬
間
的
割
合
の
こ
と
で
あ

る
」

こ
こ
で
い
う
「
瞬
間
的
」
と
は
、

 

か
ら 

 +
 

 
へ
の
無
限
小
の
変
化 

 

を
用
い

て
定
式
化
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、  

の
変
化
は 

 

に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
依
存

が 
 

と
い
う
関
数
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、 

 

に
対
応
す

る 
 

の
変
化
量
は 

 

と
表
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
の
瞬
間
的
割
合

は 
 

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
小
を
用
い
た
微
分
係
数
の
式

は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

実
際
に
、

 

の
場
合
、
こ
の
式
は
上
の
仕
方
で
計
算
可
能
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、

 

が
計
算
さ
れ
ず
に
消
去
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は 

 

が
無

限
小
量
の
二
乗
で
あ
る
か
ら
、
無
限
小
量
で
あ
る
分
母
の 

 

と
比
べ
た
場
合
、
ゼ

ロ
と
み
な
し
う
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
無
限
小
量
と
い
う
数
は 

 

に
相

対
的
に
ゼ
ロ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、 

 

の
無
限
小
量
で
あ
る 

 

は 
 

に
相
対
的
に

ゼ
ロ
で
あ
る
と
考
え
る
の
も
（
徹
底
し
て
合
理
的
な
わ
け
で
は
な
い
が
）
そ
れ
ほ
ど

非
合
理
は
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
無
限
小
量
と
い
う
も
の
の
実
態

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
律
と
い
う
実
数
の
順
序
完
備
体
で

あ
れ
ば
満
た
さ
れ
る
性
質
を
、
無
限
小
量
は
満
た
さ
な
い 

一
一 

。
し
た
が
っ
て
、
ア

ル
キ
メ
デ
ス
律
を
満
た
す
正
の
数
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
に
小
さ
く
と
も
無
限
小
量

で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
正
の
実
数
も
無
限
小
量
に
は
な

り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
数
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
（
存
在
し
て

い
れ
ば
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
律
を
満
た
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）
そ
う
い
っ
た
数
を
用

い
て
計
算
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
無
限
小
量
を
用
い
た
微
分
計
算
の
問
題

点
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
多
少
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
厳
密
な
理
解
の
た

め
に
は
、
極
限
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
そ
の
た
め
の
定
式
を
提
示
し

て
お
く
。

　

こ
の
定
式
が
、
先
の
無
限
小
量
を
用
い
た
定
式
よ
り
も
よ
り
厳
密
で
あ
る
こ
と
の

根
拠
は
極
限
の
厳
密
な
定
式
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
極
限
は
、
す
で
に
登
場
し



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

九

て
い
る
数
列
の
極
限
（
数
列
の
上
限
の
存
在
を
示
す
極
限
）
で
は
な
く
、
関
数
の
極

限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
数
の
極
限
に
つ
い
て
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
極
限
操
作
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
条
件
は
、
関
数
の
連
続
性
に
依
存
す
る
。
連

続
性
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
、
極
限
操
作
の
結
果
で
あ
る
極
限
値
は
存
在
し
え
な
い

か
ら
だ
。
極
限
値
と
は
、
数
列
の
上
限
あ
る
い
は
下
限
の
こ
と
で
あ
り
、
数
列
が
収

束
す
る
値
で
あ
る
。
こ
こ
の
式
で
い
え
ば
、
分
数 

 

の 
 

を
ど
ん

ど
ん
小
さ
く
し
て
い
っ
た
と
き
に
、
こ
の
分
数
の
値
の
列
が
一
つ
の
値
に
限
り
な
く

近
づ
い
て
い
く
と
き
、
そ
の
近
づ
く
先
の
値
の
こ
と
を
極
限
値
と
呼
び
、
そ
の
極
限

値
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
く
こ
と
を
、
数
列
が
収
束
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
る
た
め
に
は
、

 

の
定
義
域
の
変
化
が
連
続
的
で
あ
り
、
そ
の
値
域
の

変
化
も
ま
た
連
続
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

関
数
の
連
続
性
は
い
わ
ゆ
る 

 

論
法
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
値
域
の
要
素
間
の
差
で
あ
る
ど
ん
な  

を
と
っ
て
き
て
も
、
定
義
域
の

要
素
で
あ
る
任
意
の 

 

に
対
し
て
、
定
義
域
の
要
素
間
の
差
異
で
あ
る
よ
う
な
あ

る 
 

が
存
在
し
て
、
そ
の 

 

と 
 

と
い
う
関
係
に
な
る
よ
う
な
任
意
の 

 

に
対
し
て
、

 

と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で 

 

関
数
が
連
続
で
あ
る 

一
二 

と
き
、
と
り
あ
え
ず
、  
が
具

体
的
な
値 a 

を
と
れ
ば
、そ
の
値 a 

に
対
し
て
関
数 

 

の
極
限
値
が
定
義
さ
れ
、

そ
の
値
を
、

 

関
数
に
関
す
る
値 a 

に
お
け
る
微
分
係
数
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（
し
た

が
っ
て
、
こ
の
微
分
係
数 

 

は
具
体
的
な
数
値
で
あ
る
）。
こ
の
操
作
が
、
変

数 
 

に
対
し
て
一
般
的
に
定
義
さ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
性
質
を

こ
の
関
数
が
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
例
え
ば
、
一
様
連
続
性
な
ど 

一
三 

）
が
、

以
上
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
操
作
が
微
分
計
算
の
お
お
よ
そ
の
中
身
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
以
上
の
よ
う
な
微
分
（
係
数
）
に
何
を
み
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
引
用
に
よ
っ
て
示
そ
う
。

「
例
え
ば
、
円
の
方
程
式 

 

を
み
よ
。
し
か
し
、

 

に
お
い
て
は
、
も
は
や
事
態
は
同
様
で
は
な
い
。
こ
の
式

は
、「
円
周
の
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
関
数
の
普
遍
」
を
意
味
し
て
い
る
。

 

と 
 

と
い
う
ゼ
ロ
は
、「
そ
う
し
た
普
遍
お
よ
び
そ
の
出
現
の
」
た
め
の
、

ク
ワ
ン
ト
ゥ
ム
と
ク
ワ
ン
テ
ィ
タ
ス
の
消
滅
、
特
殊
値
な
ら
び
に
一
般
値
の
消

滅
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ボ
ル
ダ
ス
＝
ド
ゥ
ム
ー
ラ
ン

の
解
釈
の
強
さ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち 

 

あ
る
い
は 

 

に
お
い
て
取
り
消
さ

れ
る
の
は
、
微
分
量
で
は
な
く
、
た
だ
関
数
に
お
け
る
個
的
な
も
の
と
、
個
的

な
も
の
同
士
の
比
の
み
で
あ
る
（
ボ
ル
ダ
ス
は
、「
個
的
な
も
の
」
と
い
う
言

葉
で
、
特
殊
値
と
一
般
値
を
同
時
に
考
え
て
い
る
）」（D

R
222/264

）

　

こ
こ
で
の
引
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
主
旨
は
、
先
の
極
限
の
と
こ
ろ
と
基
本
的
に

は
同
じ
で
、
極
限
を
介
し
た
微
分
操
作
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
は
、
無
限
小
の
一

般
値
（
一
般
値
と
は
悟
性
的
に
理
解
さ
れ
た
規
則
的
な
値
の
集
ま
り
と
理
解
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
円
の
方
程
式
の
よ
う
に
）
で
も
無
限
小
の
特
殊
値
（
感
性
に

お
い
て
、
一
般
値
を
具
体
的
に
満
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ

れ
の
値
）
で
も
な
く
、そ
れ
ら
が
消
滅
し
た
と
こ
ろ
で
（
す
な
わ
ち
極
限
操
作
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
が
0
へ
と
導
か
れ
た
後
で
）
な
お
残
る
そ
れ
ら
の
値
の
背
後
に
隠
れ
て
い

た
「
普
遍
者
」
で
あ
る
微
分
だ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
数
学
的
な
事
実
か
ら
は
、
こ
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

一
〇

は〈
正
し
い
〉と
は
い
え
な
い
。微
分
と
は
そ
の
よ
う
な
数
秘
的
な
何
事
か
で
は
な
く
、

実
数
の
順
序
完
備
体
と
そ
の
上
で
の
関
数
の
（
一
様
）
連
続
性
と
に
よ
っ
て
し
っ
か

り
と
し
た
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
（
つ
ま
り
そ
の
存
在
が
保
証
さ
れ
て
い
る
）
一
連
の

手
続
き
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
は
い
さ
さ
か
も
〈
哲
学
的
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

〉。
つ
ま
り
、

ど
の
よ
う
な
数
学
的
事
実
を
用
意
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
主
張
の
正
し
さ
を
支

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
数
学
的
事
実
が
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
正
し
さ

は
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
数
学
的
事
実
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

も
う
一
つ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
無
限
小
に
つ
い
て
の
言
及
も
引
用
に
よ
っ
て
確

認
し
て
お
こ
う
。

「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
誤
り
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
微
分
を
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
す
る
と
こ

ろ
に
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
誤
り
は
、
微
分
を
個
的
な
も
の
あ
る
い
は
変
化

可
能
性
と
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ル
ダ
ス
は
す
で

に
、
微
分
計
算
の
現
代
的
解
釈
に
近
づ
い
て
い
る
。」（D

R
223/265

）

　

結
局
、
微
分
法
の
「
現
代
的
解
釈
」
と
は
、
上
に
み
た
よ
う
に
（
そ
し
て
ド
ゥ

ル
ー
ズ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）、
極
限
を
用
い
た
定
式
化
で
あ
る 

一
四 

。
そ
し
て
、

極
限
の
と
こ
ろ
で
確
認
し
た
実
数
の
順
序
完
備
体
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
及
し
て
い
る
「
数
の
普
遍
」
と
い
う
事
柄
が
、
数
学
的
に
は
実
数

の
こ
と
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
述
べ
て
い
る

と
お
り
、
そ
れ
を
デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
に
よ
っ
て
明
確
化
す
る
の
は
、
現
代

数
学
（
と
い
っ
て
も
19
世
紀
後
半
で
あ
る
が
）
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
数
学
に
お

け
る
事
柄
そ
れ
自
体
と
し
て
、
そ
の
実
数
を
し
て
、「
普
遍
」
で
あ
る
「
理
念
」
だ

と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
普
遍
」
や
「
理
念
」
と
対
応
可
能
な

数
学
的
概
念
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ

の
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
数
学
的
な
事
柄
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
彼
が
「
普
遍
者
」
と

呼
ぶ
「
理
念
」
を
〈
み
た
〉
と
い
う
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
数
学
的
な
事
柄
自
体
が
そ
の
ま

ま
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
い
っ
て
い
る
通
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
な
数
学
の
事
例
を
と
お
し
て
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
数
学
的
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
言
説
の
正
し
さ
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
と
り
あ
げ
る
数
学
の
事
例
の
意
味
を
数
学
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

４
． 

多
様
体

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
多
様
体
」（m

ultiplicité

お
よ
びvariété

。
ど
ち
ら
も
多
様
体
を

意
味
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
る
対
象
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
多
様
体
と
考
え
る
。
ま

た
「
多
様
体
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
に
「
多
」
あ
る
い

は
「
多
数
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
と
く
に
「
一
と
多
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
あ
る

い
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
以
来
の
哲
学
的
概
念
もm

ultiplicité

が
も
ち
い
ら
れ
る
）
概
念

の
使
用
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ほ
ど
数
学
の
多
様
体
概
念
に
依
拠
し
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
が
、
こ
の
多
様
態
を
「
リ
ー
マ
ン
の
意
味

で
」 一
五 
と
述
べ
て
い
る
以
上
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
リ
ー
マ
ン
的
な
意
味
で
の
多
様
態
」

に
何
を
〈
み
て
い
る
〉
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
多
様
体
」
を
一
般
的
に
定
義
す
れ
ば
、「
局
所
的
に 

 

個
の
数
の
組
で
表



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

一
一

さ
れ
る
図
形
」（
そ
の
と
き 

 

は
自
然
数
）で
あ
る
。
実
際
に
、リ
ー
マ
ン
が
こ
の「
多

様
体
」
概
念
を
初
め
て
公
に
し
た
講
演
で
あ
る
「
幾
何
学
の
基
礎
を
な
す
仮
定
に
つ

い
て
」
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仮
定
さ
れ
た
多
様
体
の
位
置
の
規
定
作
用
は
、
一
つ
の

量
の
規
定
作
用
と
、
仮
定
さ
れ
た
多
様
体
よ
り
小
さ
い
次
元
の
多
様
体
に
お
け

る
位
置
の
規
定
作
用
に
還
元
さ
れ
る
。
今
や
、
仮
定
さ
れ
た
多
様
体
が 

 

個

の
重
ね
ら
れ
た
延
長
で
あ
る
と
き
、
こ
の
多
様
体
が 

 

次
元
を
有
す
る
こ

と
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
こ
の
操
作
を 

 

回
繰
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
、 

 

個
の
重
ね
ら
れ
た
延
長
多
様
体
に
お
け
る
位
置
の
規
定
作

用
は
、
量
の 

 

個
の
規
定
作
用
に
還
元
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
仮
定
さ
れ
た

多
様
体
の
中
の
位
置
の
規
定
作
用
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
量
の

有
限
数
の
規
定
作
用
に
還
元
さ
れ
る
」 一
六 

　

こ
こ
で
は
、
な
ぜ 

 

重
の
外
延
的
多
様
体
が
、 

 

個
の
量
に
還
元
さ
れ
る
の
か

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
重
の
外
延
多
様
体
を
一
定
の
仕
方
で
別
の
一

重
の
外
延
多
様
体
に
写
す
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
次
元
の
連
続
的
な
移
動
と
も
と
の

一
重
の
外
延
量
と
に
よ
っ
て
、
あ
わ
せ
て
二
重
の
外
延
的
多
様
体
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
を
ま
た
別
の
二
重
の
外
延
的
多
様
体
に
写
す
移
動
を
考
え
れ
ば
、

そ
の
移
動
の
一
次
元
が
加
わ
っ
て
三
重
の
多
様
体
が
形
成
さ
れ
る
。
逆
に
、
任
意
の

次
元
の
多
様
体
が
仮
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
多
様
体
に
お
い
て
、
あ
る
一
つ
の
始
点

か
ら
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
す
な
わ
ち
一
つ
の
次
元
を
動
か
さ
な
い
も
の
と
し
て
、

他
の
次
元
の
値
を
決
め
れ
ば
）、
そ
の
始
点
の
値
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
測
ら
れ
た
多
様
体
は
変
化
す
る
。
そ
の
と
き
、
測
ら
れ
た
多
様
体
は
始
点
の
一

次
元
を
除
く 

 

次
元
（
仮
定
さ
れ
た
任
意
の
多
様
体
を 

 

次
元
と
す
る
と
）
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、 

 

重
の
多
様
体
が
、 

 

個
の
量
の
決
定
に
還
元

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
多
様
体
の
定
義
と
し
て

十
分
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、「
局
所
的
に
」
と
最
初
に
述
べ
た
意
味
を
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

図
形
を
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
よ
う
に
外
在
的
な
座
標
空
間
の
中
で
考
え
れ

ば
、
た
と
え
ば
、
球
面
も
局
面
も
空
間
中
に
浮
か
ぶ
紐
も
三
次
元
の
図
形
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
ら
、
す
べ
て
の
図
形
は
三
次
元
空
間
の
中
で
し
か
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、多
様
体
の
発
想
に
お
い
て
は
、そ
の
図
形
の
持
っ

て
い
る
形
（
紐
状
で
あ
る
か
、
面
状
で
あ
る
か
、
中
身
が
詰
ま
っ
て
い
る
か
な
ど
）

に
し
た
が
っ
て
、
座
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
次
元
と
い

う
設
定
は
絶
対
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
曲
面
は
、
多
様
体
と
し
て
内

在
的
に 

一
七 

記
述
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
曲
面
が
局
所
的
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の

二
次
元
平
面
に
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
次
元
、
す
な
わ
ち
（ 

 

、  

）
の
よ
う
な
二

変
数
の
座
標
で
表
現
さ
れ
る
。
同
様
に
、
四
次
元
の
空
間
は
、
四
変
数
に
よ
っ
て
局

所
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
三
次
元
空
間
は

図
形
の
外
的
な
制
限
で
は
な
く
、
三
変
数
を
持
つ
直
交
空
間
と
し
て
、 

 

変
数
の
空

間
の
一
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
そ
の
よ
う
に
写
さ
れ
る
条
件
と
し
て
、
曲
面
の
と
き
に
近
く
に
あ
る

も
の
同
士
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面
に
写
さ
れ
て
も
近
く
に
あ
る
よ
う
に
写
す
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
同
位
相
に
な
る
よ
う
な
写
像
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

「
同
位
相
写
像
」
と
い
う 

一
八 

。
こ
の
と
き
、
曲
面
が
地
球
の
表
面
の
よ
う
に
閉
じ

て
い
る
場
合
、
こ
の
写
像
は
無
限
大
の
空
間
で
は
な
く
、
有
限
の
変
数
の
定
義
域
を

も
っ
た
平
面
に
写
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
そ
の
写
さ
れ
た
有
限
の
平
面
の



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

一
二

淵
の
部
分
に
は
、
両
側
の
点
に
つ
い
て
の
共
有
点
が
存
在
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面
上
に
は
こ
の
よ
う
な
共
有
点
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
（
多
様
体
と
し
て
は
条
件
さ
え
満
た
せ

ば
い
く
つ
に
分
け
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
が
）、（
い
く
ら
か
の
重
な
り
を
も
つ
よ
う

な
） 

一
九 

二
つ
の
部
分
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
任
意
の
球
面

上
の
点
が
、
二
つ
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面
に
同
位
相
写
像
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
局
所
的
な
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面
座
標
へ
の
同
位
相
写
像
を
チ
ャ
ー
ト

と
呼
び
、
そ
の
チ
ャ
ー
ト
を
集
め
て
、
そ
の
チ
ャ
ー
ト
に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
い
る
位

相
空
間
の
和
集
合
（
集
ま
り
）
が
も
と
も
と
の
位
相
空
間
に
な
る
と
き
、そ
の
チ
ャ
ー

ト
の
集
ま
り
を
、
も
と
も
と
の
位
相
空
間
の
ア
ト
ラ
ス
と
い
う
。

　

そ
の
と
き
、
ど
の
チ
ャ
ー
ト
も
別
の
チ
ャ
ー
ト
と
な
ん
ら
か
重
な
り
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。二
つ
の
チ
ャ
ー
ト
重
な
り
を
持
つ
と
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ャ
ー

ト
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
部
分
的
な
位
相
空
間
の
共
通
部
分
が
空
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、一
方
の
チ
ャ
ー
ト
の
逆
写
像 

二
〇 

を 
 

、他
方
の
チ
ャ
ー

ト
を 

 

と
す
れ
ば
、 

に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面 

 
か
ら 

 

に
よ
っ

て
写
さ
れ
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面 

 

へ
の
同
位
相
写
像
（
こ
の
と
き 

 
と 

 

の
定

義
域
は 

 

に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
す
る
）、

 

が
定
義
さ
れ

る
。
こ
の
同
位
相
写
像
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
る
チ
ャ
ー
ト
と
別
の
チ
ャ
ー
ト
の
間
で
、
位
置
関
係
が
ち
ゃ
ん
と
保
存
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
こ
れ
を
座
標
変
換
と
い
う
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
例
え
ば
、
数
直
線
も
開
区
間
も
円
も
す
べ
て
「
一
次
元

多
様
体
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
チ
ャ
ー
ト
に
よ
っ
て
写
さ
れ

た
座
標
間
の
座
標
変
換
の
種
類
と
、
チ
ャ
ー
ト
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
側
の
位
相
空
間

の
位
相
構
造
で
あ
る
。
例
え
ば
円
と
直
線
で
は
、
円
は
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
と
同

じ
場
所
に
戻
っ
て
く
る
の
に
対
し
、
直
線
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
も
元
に
戻
る
こ
と
は

な
い
。
そ
の
意
味
で
二
つ
の
図
形
の
座
標
の
張
り
合
わ
せ
方
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
球
面
と
ド
ー
ナ
ツ
状
の
ト
ー
ラ
ス
と
を
比
較
し
て
も
そ
れ
ら
は

位
相
構
造
が
異
な
る
の
で
、
座
標
の
張
り
合
わ
せ
方
も
異
な
る
。
中
身
の
詰
ま
っ
た

ド
ー
ナ
ツ
（
こ
れ
を
ソ
リ
ッ
ド
・
ト
ー
ラ
ス
と
い
う
）
は
三
次
元
多
様
体
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
三
次
元
空
間
に
移
せ
ば
、
座
標
変
換
を
媒
介
し
て
少
な
く
と

も
二
つ
の
三
次
元
空
間
に
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
多
様
体
は
、

「
局
所
的
に 

 

個
の
数
の
組
で
表
さ
れ
る
図
形
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
図
形
の
中
で
、
距
離
、
面
積
、
体
積
、
曲
率
な
ど
を
内
在
的
に
定
義
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
多
様
体
の
幾
何
学
は
、
経
験
的
な
意
味
で
の
空
間
と

は
独
立
に
、
複
数
の
数
値
間
の
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
の
構
造
を
内
在
的
に
研

究
す
る
も
の
で
あ
る
と
（
大
雑
把
で
は
あ
る
が
）、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
と
き
、
そ
の
複
数
の
数
値
間
の
関
係
が
、
一
つ
の
幾
何
学
的
図
形
を
構
成
し
、
経

験
的
な
意
味
で
の
空
間
は
、
そ
の
よ
う
な
図
形
の
一
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
多
様
体
」
と
言
っ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
が
以

上
で
述
べ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
数
学
的
な
「
多
様
体
」
を
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
非
常
に
わ
か
り
づ
ら
い 

二
一 

。
実
際
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
多
様
体
を
と
て
も

ゆ
る
く
考
え
て 

二
二 

、
複
数
の
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
意
味
で
は
理
念
で
あ
る
）
連
続
性

の
間
の
内
的
な
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
の
連
続
性
に
よ
っ
て
相
互
に
限
定
さ
れ
て
い
る
状

態
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
数
学
に
お

い
て
は
不
正
確
で
あ
る
上
に
、
多
様
体
の
も
つ
性
質
の
一
部
分
の
み
を
述
べ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

一
三

「
だ
か
ら
こ
そ
、
今
や
、
相
互
限
定
の
原
理
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

比
の
限
定
可
能
性
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
理
念
が
、
実
効
的
に
綜
合

的
な
関
数
を
定
立
し
、
展
開
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
一
つ
の
相
互
的
な
綜
合
に

お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
は
ま
さ
に
、
微
分
的
な
比
は
ど
の
よ
う
な

形
式
の
も
と
で
、
限
定
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
る
」（D

R
223-

224/265

）

「
こ
の
と
き
理
念
が
己
の
う
ち
に
積
分
し
て
い
る
変
化
は
…
そ
の
比
そ
れ
自
体

の
変
化
の
度
合
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
様
体 variété 

に
は
、
例
え
ば
も
ろ
も

ろ
の
曲
線
の
質
を
示
す
級
数
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
理
念
が
変
化

可
能
性
を
除
去
す
る
な
ら
、
そ
れ
は variété 
あ
る
い
は
多
様
体 m

ultiplicité 

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
た
め
な
の
で
あ
る
」（D

R
224/266
）

　

こ
の
よ
う
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
論
述
を
、
極
限
に
つ
い
て
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
論
述
と

一
貫
す
る
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
理
念
的
な
連
続
性
の
内
的
な
構
造
、
し
か
も
大
域

的
な
構
造
が
、
そ
の
連
続
性
ど
う
し
の
内
的
な
関
係
付
け
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と

考
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る 

二
三 

。

　

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
事
例
の
選
択
が
数
学
的
な
観
点
か
ら
し
て
妥
当

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
を
行
う
こ
と
は
不
毛
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
数
学
的
な
観
点
か
ら
み
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
説
が
妥
当
か
否
か
と
聞
か

れ
れ
ば
、そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
答
え
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
〈
み
て
い
る
〉
こ
と
は
、
数
学
的
な
手
続
き
で

論
証
可
能
な
事
柄
で
は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
〈
み
て
い
る
〉
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
し
、
そ
の
〈
み

て
い
る
〉内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
不
毛
な
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
必
要
な
こ
と
は
、

数
学
的
な
事
実
と
、
そ
の
数
学
を
と
お
し
て
〈
み
て
い
る
〉
も
の
と
を
混
同
し
な
い

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
数
学
的
な
正
し
さ
は
、
そ
の
事
例
を
と
お
し
て
〈
み
て
い
る
〉

こ
と
の
真
理
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

５
．
特
異
点
、
級
数
展
開
、
解
析
接
続

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
の
中
で
も
っ
と
も
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
理
念
の
「
第
三
の

ア
ス
ペ
ク
ト
」で
言
及
さ
れ
る
特
異
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、

こ
の
特
異
点
と
い
う
数
学
的
概
念
を
、
数
学
的
文
脈
を
ひ
き
ず
っ
た
ま
ま
使
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
級
数
の
形
式
や
収
束
あ
る
い
は
接
続
、
発
散
に
よ
っ
て
意
味

を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、
明
ら
か
に
多
義
的
に
使
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ク
ト
ル
場
と
関
係
づ
け
て
平
衡
点
の
種
別
化
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
明
記
し
て
い
な
い
が
お
そ
ら
く
は
ロ
ー
ラ
ン
展
開

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
特
異
点
と
を
完
全
に
同
じ
概
念
と
し
て
扱
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
同
様
に
特
異
点
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
数
学
の

理
論
あ
る
い
は
操
作
体
系
に
お
い
て
異
な
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
数
学

に
お
け
る
特
異
性
の
一
般
理
論
の
よ
う
な
も
の
に
訴
え
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

特
異
点
は
、一
般
に
、「
正
則
性
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
相
対
的
に
定
義
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
複
素
解
析
に
お
い
て
は
、
微
分
不
可
能
な
点
が
特
異
点
で
あ
り
、
微
分

方
程
式
に
お
い
て
は
、
解
軌
道
の
方
向
が
突
然
変
化
す
る
点
が
特
異
点
と
呼
ば
れ
、

他
の
点
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
（
か
な
り
一
般
化
し
て
述
べ
れ
ば
）、
あ
る
領
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一
四

域
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
操
作
を
お
こ
な
う
（
あ
る
い
は
性
質
を
確
定
す
る
）
と
き

に
、
そ
の
操
作
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
点
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
点
を
そ
の
操

作
に
対
し
て
相
対
的
に「
特
異
点
」と
呼
ぶ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
念
の「
第

三
の
ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
、
こ
の
特
異
点
の
存
在
と
割
り
振
り
、
そ
し
て
そ
れ
の
周
辺

で
の
級
数
展
開
と
解
析
接
続
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

み
て
い
く
こ
と
に
す
る 
二
四 
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
挙
げ
て
い
る
事
例
を
考
え
れ
ば
、
明
ら
か
に
複
素
数
領
域
の
微
積

分
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
う
か
が
わ
せ
る
。
複
素
数
領
域
の
微
積
分
と
、
上
で
説

明
し
た
実
数
上
の
微
分
は
、
多
く
の
部
分
に
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
性
質
の

違
い
か
ら
、
多
く
の
特
殊
な
定
理
が
導
か
れ
る
。
複
素
数
と
は
、
実
部
と
虚
部
よ
り

な
る
数
で
、
虚
数
単
位 

 

を
用
い
て

と
表
記
さ
れ
る
数
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の 

 

は
複
素
平
面
（ 

 

軸
を
実
軸
、

 

軸
を
虚
軸
と
す
る
平

面
座
標
）
上
で
は
、
原
点
か
ら 

 

ま
で
の
距
離
と
原
点
か
ら 

 

に
む
け
て
引
い
た
直

線
の
軸
と
の
な
す
角
に
よ
っ
て
も
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
複

素
数
は
、
そ
れ
の
原
点
か
ら
の
距
離 

 

と
そ
の
な
す
角  

と
に
よ
っ
て
、

と
な
る
。

　

複
素
数
の
微
分
は
す
で
に
行
っ
た
定
式
と
よ
く
似
て
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定

さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の 

 

は 
 

の
変
化
量
で
あ
る
が
、
通
常
の
実
数
変
数 

 

の
場
合
と
は

少
し
違
っ
て
い
て
、  

＋ 
 

は
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら 

 

に
近
づ
く
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

 

の
偏
角 

 

（
つ
ま
り 

 

が
近
づ
い
て
く
る
方
向
）
に

依
存
し
な
い
で
、
微
分
の
極
限
値
は
一
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

複
素
数
の
微
分
の
場
合
、
微
分
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
あ
ら
ゆ
る
方

向
か
ら
滑
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
微
分
可
能
性
を
定
義
す
る
方
程
式

が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
コ
ー
シ
ー
・
リ
ー
マ
ン
方
程
式
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の

方
定
式
は
、

 

、

 

で
あ
る
と
き
（
こ
の 

 

は
、
実
部

が 

、
虚
部
が 

 

で
定
義
さ
れ
て
い
る
）、
偏
微
分
（
二
つ
以
上
変
数

が
あ
る
ば
あ
い
、
微
分
す
る
一
つ
の
変
数
以
外
を
固
定
す
る
こ
と
で
一
変
数
の
微
分

と
し
て
扱
う
方
法
）
を
用
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
く 

二
五 

。

　　

 

が 
 

に
お
い
て
「
正
則
」
で
あ
る
と
は
、 

 

が 
 

と
そ
の
近

傍
で
一
価
関
数
で
あ
り
（ 

 

の
値
に
対
し
て 

 

の
値
が
一
意
に
決
ま
る
）、
か
つ

微
分
可
能
で
あ
る
（
コ
ー
シ
ー
・
リ
ー
マ
ン
方
程
式
を
満
た
す
）
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
同
様
に
領
域 

 

上
の
す
べ
て
の
点
で
、
上
の
意
味
で
「
正
則
」
で
あ

る
と
き
、
関
数 

 

は
領
域 

 

に
お
い
て
「
正
則
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
複
素

関
数
の
正
則
性
は
、
非
常
に
重
要
で
、
た
と
え
ば
正
則
関
数 

 

の
一
階
微
分
（
微

分
操
作
を
一
回
行
っ
た
も
の
）
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
高
階
の
複
素
微

分 
 

の
存
在
が
わ
か
る
。

　

特
異
点
は
、
以
上
の
よ
う
な
正
則
性
が
定
義
さ
れ
て
初
め
て
、
定
義
可
能
な
も
の

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
異
点
と
は
、
関
数 

 

が
正
則
で
な
い
点

で
あ
り
、そ
の
と
き
そ
の
点
は
そ
の
関
数 

 

の
特
異
点
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

一
五

て
、
特
異
点
に
言
及
す
る
た
め
の
条
件
は
、
正
則
性
と
具
体
的
な
関
数 

 

の

存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
関
数
は
、

あ
る
い

は 
 

で
特
異
点
を
持
つ
よ
う
な
関
数
で
あ
る
。

　

特
異
点
に
は
、
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
、
極
点
、
分
岐
点
、
真
性
特
異
点
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
点
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
集
ま
っ
た
線
上
や
面
状
の

も
の
も
存
在
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
冪
級
数
と
は
、  

  
二
六 
の
よ
う
な
仕
方
で
定
義
で
き
る

関
数
の
こ
と
で
あ
る
（ 

 

は
実
数
で
も
複
素
数 

 

で
も
か
ま
わ
な
い
）
が
、
た
と
え

ば
、 

 

を 
 

で
置
き
換
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
と
き
、
定
義
さ
れ
た 
 

に
対
し
て 

 

が
一
意
に
決
ま
る
た
め
に
は
、
右

辺
の
総
和
が
あ
る
有
限
の
値
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
こ
と
を
「
収
束
」

と
い
う
）。
言
い
換
え
れ
ば
無
限
（ 

 

）
に
い
た
っ
て
は
い
け
な
い
（
冪
級
数
の
総

和
が
無
限
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
極
限
が
一
意
に
決
ま
ら
な
い
場
合
を
「
発
散
」

と
い
う
）。
そ
の
た
め
に
は
、
項
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
徐
々
に
項
の
大
き
さ

が
小
さ
く
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
そ
の
総
和
と
し
て
無
限
に
い
た
る
こ
と
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
値
に 

 

の
値
を
制
限
し
て
や
れ
ば
よ
い
（
複
素
数
の
場
合
、
角
度  

に
依

存
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
境
界
が
円
形
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を 

 

の
「
収
束

半
径
」
と
い
う
）。
し
た
が
っ
て
、  

の
制
限
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、  

に
対
し
て 

 

は
有
限
の
値
を
一
意
に
持
つ

こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、少
し
不
思
議
で
は
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
無
限
級
数
に
よ
っ

て
関
数
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
テ
イ
ラ
ー
展
開
と
は
、
複
素
数
に
限
ら
ず
実
数
に
お
い
て
も
、
微
分

可
能
な
関
数
で
あ
れ
ば
定
義
す
る
こ
と
の
で
き
る
冪
級
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

複
素
数
の
場
合
に
は
、
正
則
性
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー

展
開
が
可
能
で
あ
る
。 

 

で
正
則
な 

 

関
数
の
、  

の
周
り
で
の
テ
イ
ラ
ー

展
開
は
以
下
の
式
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る 

二
七 

。

こ
の
と
き
展
開
係
数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
と
き
、
複
素
関
数
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
の
収
束
半
径
は
、
テ
イ
ラ
ー

展
開
を
行
う
点 

 

か
ら
も
っ
と
も
近
い
特
異
点
ま
で
の
距
離
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
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六

る 
二
八 

。
た
と
え
ば
、 

 

の 
 

の
周
り
で
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
を
考
え

て
み
る
。
定
義
に
よ
り
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
と
き
は
、 

 
で
の 

 

の
微
分
係
数
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

そ
こ
で
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
の
結
果
は
、
以
下
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、 

 

は 
 

が
特
異
点
（
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
で
は
分
母
が
0

に
な
る
た
め
に
微
分
不
可
能
）
な
の
で
、
0
か
ら 

 

の
距
離
が 

 

で
あ
る
の
で
収

束
半
径
は 

 

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て 

 

と
な
る
。

　

テ
イ
ラ
ー
展
開
を
行
う
と
き
は
、
領
域
内
が
完
全
に
正
則
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
が
、
領
域
内
に
特
異
点
が
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
特
異
点
の
周
囲
で
ロ
ー
ラ
ン

展
開
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、級
数
形
式
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。さ
ら
に
こ
の
ロ
ー

ラ
ン
展
開
は
、
留
数
定
理
と
い
う
ロ
ー
ラ
ン
展
開
の 

 

の
項
の
係
数
を
用
い

る
非
常
に
便
利
な
定
理
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
留
数
定
理
は
、
特
異
点
を
そ
の
領
域

内
に
持
つ
積
分
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

特
異
点
と
級
数
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
一
方
で
特
異
点
と
テ
イ
ラ
ー
展
開

と
は
、
収
束
半
径
の
限
定
と
い
う
と
こ
ろ
と
テ
イ
ラ
ー
展
開
可
能
な
正
則
領
域
の
限

定
に
お
い
て
関
係
し
て
お
り
、
他
方
で
特
異
点
と
ロ
ー
ラ
ン
展
開
と
は
、
ロ
ー
ラ
ン

展
開
を
行
う
点
と
そ
の
収
束
半
径
に
お
い
て
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
複
素

領
域
で
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
と
ロ
ー
ラ
ン
展
開
（
級
数
展
開
の
二
つ
の
形
式
）
は
ど
ち

ら
も
特
異
点
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
解
析
接
続
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
一
致
の
定
理
の
説
明
か

ら
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
致
の
定
理
と
は
、「
複
素
平
面
上
の
あ
る
領
域 

 

に
お
い
て
、
2
つ
の
関
数 

 

と 
 

が
上
の
意
味
で
正
則
で
あ
り
、
ま
た 

 

の
内
部
の
あ
る
領
域
を 

 

と
す
る
と
き
、 

 

に
お
い
て 

 

で
あ

れ
ば
、 

 

に
お
い
て
も 

 

で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ

イ
ラ
ー
展
開
の
結
果
か
ら
理
解
で
き
る
。 

 

と
す
る
と
、
条
件

よ
り
、
領
域 

 

に
お
い
て 

 

も 
 

も
正
則
で
あ
る
の
で 

 

も
正
則
で
あ

り
、
正
則
で
あ
れ
ば
テ
イ
ラ
ー
展
開
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
領
域 

 

の
中
に
あ
る
一
点 

 

の
周
り
で
、
か
つ 

 

を
含
む
領
域 

 

の
内
部
で 

 

を
テ

イ
ラ
ー
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
と
き
、
仮
定
よ
り 

 

内
で
は 

 

な
の
で
、
領
域 

 

の
中

で
は 

 

で
あ
る
。
し
か
し
、 

 

内
の
無
限
の
点
に
お
い
て 

 

が
0
で

あ
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
係
数 

 

が
0
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

一
七

と
、 

 

は
、
領
域 

 

と
は
独
立
に
恒
等
的
に
0
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
展
開
が
可
能
で
あ
る 

 

を
含
む
任
意
の 

 

に
お
い
て 

 
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
と
き
、
こ
の
よ
う
な
一
致
の
定
理
を
満
た
す
関
数
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
、
唯
一

つ
し
か
な
い
こ
と
が
帰
結
す
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
二
つ
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
致

の
定
理
に
よ
っ
て
一
致
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
解
析
接
続
と
は
以
下
の
よ
う
な
操
作
で
あ
る
。
領
域 

 

に
お
い
て
関
数 

 

が
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、 

 

を
含
む
広
い
領
域 

 

に
お
い
て
正

則
で
あ
り
、
か
つ 

 

に
お
い
て
は
、 

 

を
満
た
す
関
数 

 

を
構

成
で
き
た
な
ら
、
そ
の
と
き
、
そ
の
よ
う
な 

 
は
た
だ
一
つ
し
か
存
在
し
え
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
領
域
に
お
い
て
正
則
な
関
数
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
領
域
を
含
む
さ
ら
に
大
き
い
領
域
に
お
い
て
正
則
な
関
数
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
し
て
含
ま
れ
て
い
る
領
域
に
お
い
て
そ
れ
ら
二
つ
の
関
数
が
一
致
の
定
理

を
満
足
す
る
な
ら
ば
、
最
初
の
関
数
は
新
し
い
関
数
に
よ
っ
て
一
意
的
に
拡
大
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る（
こ
の
一
意
性
は
、正
則
な
領
域
に
対
し
て
相
対
的
で
あ
る
）。

別
の
仕
方
で
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
共
通
の
あ
る
領
域 

 
に

お
い
て
恒
等
的
に
一
致
す
る
そ
れ
ぞ
れ 

 

を
含
む
二
つ
の
正
則
な
領
域
を
も
つ
二

つ
の
関
数
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
二
つ
の
領
域
の
和
集
合
の
領
域
に
お
い
て

一
つ
の
関
数
に
一
致
し
て
正
則
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
あ
る
領
域
、 

 

に
お
い
て
正
則
な
関
数 

 

が
あ
る
。
こ
の
領
域
を
含
む
領
域
と
し
て
複
素
領
域
を
考
え
る
。
た
と
え
ば
（
こ

の
選
択
は
実
際
上
、
発
見
の
た
め
の
機
械
的
な
手
続
き
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
）、 

 

は
、
複
素
平
面
全
体
で
実
際
に
正
則
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
領
域 

 

を
こ
の
複
素
平
面
は
含
み
、
か
つ
そ
の
領
域
に

お
い
て
、 

 

は
正
則
で
あ
る
（
リ
ー
マ
ン
・
コ
ー
シ
ー
方
程
式
を
満
た
す
）。

し
た
が
っ
て
、 

 

は 
 

に
（
一
致
の
定
理
に
よ
っ
て
一
意
的
に
）

解
析
接
続
さ
れ
る
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
級
数
や
特
異
点
や
解
析
接
続
に
つ
い
て
言
及
す

る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
て
前
提
し
て
い
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
解
析
接
続
の
よ
う
に
明
ら
か
に
複
素
関
数
を
前
提
と
し
た
概
念
が
使

用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
言
及
が
一
切
な
い

こ
と
や
、
級
数
展
開
に
つ
い
て
も
、
特
異
点
の
近
傍
で
行
う
ロ
ー
ラ
ン
展
開
と
特
異

点
を
含
ま
な
い
領
域
に
お
い
て
行
う
テ
イ
ラ
ー
展
開
と
を
区
別
し
て
い
る
様
子
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
実
際
ど
の
よ
う
な
論
述
を
行
っ
て
い
る
か

を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
の
説
明
に
し
た
が
っ
て
、
一
変
数
の
関
数
は
、  

の
冪
乗

（
未
規
定
な
量
）
と
そ
の
冪
乗
の
係
数
（ 

 

の
新
た
な
関
数
）
と
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
級
数
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
度
は
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ

テ
ィ potentialité 

の
切
り
下
げ
が
、
純
粋
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
条
件
付
け

て
い
る
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
純
粋
な
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
最
初
の
係
数
、
す

な
わ
ち
、
最
初
の
導
関
数
の
中
に
出
現
し
、
他
の
導
関
数
は
、
し
た
が
っ
て
、

そ
の
級
数
の
す
べ
て
の
項
は
、
同
じ
操
作
の
反
復
か
ら
帰
結
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
だ
が
問
題
全
体
は
、
ま
さ
し
く 

 

か
ら
そ
れ
自
体
独
立
し
て
い
る
そ
の
最

初
の
係
数
を
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」（D

R
227/269

）
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こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
関
数
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
イ
ラ
ー
展
開
は
、
複
素
数
の
場
合
に
す
で
に
述
べ
た
が
、

の
形
式
で
書
か
れ
る 

 

。
実
数
の
場
合
で
は
、
微
分
可
能
な
階

数
が
無
限
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
（
普
通
高
校
で
学
習
す
る
微
分
は
有
限
階

の
微
分
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
）、  

階
微
分
で
き
る
と
き
は
、 
 

の
項
ま
で

は
上
の
形
式
で
書
い
て
、
最
後
に
は
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
の
剰
余
と
呼
ば
れ
る
項
を
加

え
て
終
え
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
挙
げ
て
い
る
例
は
、
上
の
式
に
合
わ
せ
て
考
え
れ

ば
、 

 

で
、 

 （ 
 

は
十
分
に
小
さ
い
数
）
の
場
合
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

以
下
の
式
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
記
述
に
従
え
ば
、最
初
の
導
関
数
（
通
常
は
微
分
係
数
で
あ
る
が
、

い
ま 

 

な
の
で
、
導
関
数
に
な
っ
て
い
る
）
が
、 

 

の
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ

テ
ィ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
実
数
の
有
限
階

の
展
開
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
複
素
数
の
展
開
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
そ
れ
は
以
下
の
引
用
の
考
察
か
ら
導
か
れ
る
。

「
な
る
ほ
ど
、
悟
性
が
あ
る
「
不
連
続
な
総
和
」
を
提
供
す
る
に
し
て
も
、
こ

う
し
た
総
和
は
、も
ろ
も
ろ
の
量
の
生
成
の
素
材
で
し
か
な
い
。
た
だ
「
漸
進
」

つ
ま
り
連
続
性
の
み
が
、
そ
う
し
た
生
成
の
形
式
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ
の
形

式
こ
そ
が
、
理
性
の
諸
理
念
に
属
す
る
の
で
あ
る
」（D

R
227/269

）

　

こ
の
箇
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
理
念
的
な
「
漸
進
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
項
の

数
が
有
限
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
こ
れ
ま
で
言
っ
て
き
た
こ
と

と
の
あ
い
だ
に
一
貫
性
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
念
的
な
領
域
の
議
論
に
は
そ
ぐ
わ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
次
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
特
異
点
に
関
し
て
述

べ
て
い
る
こ
と
は
、
完
全
に
複
素
関
数
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
上
の
式

が
、
複
素
数
ｚ
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
最
初
の
導
関
数
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の

は
、
そ
こ
か
ら
無
限
階
微
分
可
能
な
最
初
の
導
関
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
複
素
関

数
に
お
い
て
は
、
最
初
の
一
階
が
微
分
可
能
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
限
階
微
分
可

能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）。ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、こ
の
展
開
可
能
性
を「
ポ
テ
ン
シ
ャ

リ
テ
ィ
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
た
だ
曲
線
と
い
う
対
象
に
お
い
て
の
み
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
級

数
的
形
式
は
そ
の
ま
っ
た
き
意
味
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
比
で

あ
る
も
の
を
和
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
さ
え
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な

ら
、
数
値
係
数
を
伴
っ
た
冪
級
数
が
、
一
つ
の
特
異
点
を
、
そ
し
て
唯
一
つ
の

特
異
点
を
取
り
囲
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
級
数
形
式
の
利
点
と
必
要
性
は
、

そ
の
形
式
が
包
摂
し
て
い
る
級
数
の
複
数
性
に
、
ま
た
特
異
点
に
対
す
る
級
数

の
従
属
性
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
、
二
つ
の
級
数
が
収
束
あ
る

い
は
接
続
す
る
に
せ
よ
、
反
対
に
発
散
す
る
に
せ
よ
、
対
象
の
一
部
分
―
―
そ

こ
で
は
関
数
が
一
方
の
級
数
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
―
―
か
ら
、
そ
の
対



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

一
九

象
の
他
の
一
部
―
―
そ
こ
で
は
関
数
が
他
方
の
級
数
の
中
で
表
現
さ
れ
る
―
―

へ
の
移
行
が
な
さ
れ
る
と
き
の
仕
方
に
現
れ
て
い
る
」（D

R
228/270

）

　
「
曲
線
と
い
う
対
象
に
お
い
て
」
と
い
う
限
定
は
、
お
そ
ら
く
は
複
素
関
数
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
比
で
あ
る
も
の
を
和
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
が
ま
さ
し
く
必
要
に
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り 

 

と
い
う
も
の
が
、
上
で
み
た
よ
う
な
仕
方
で
、
級
数
展
開
に
よ
っ
て
表
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
冪
級
数
が
一
つ
の
特
異
点
を
取
り
囲
ん
で
い
て
、

し
か
も
唯
一
の
特
異
点
を
取
り
囲
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
ラ
ン
展
開
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。「
級
数
の
複
数
性
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
は

テ
イ
ラ
ー
展
開
に
お
い
て
（
と
い
う
の
も
ロ
ー
ラ
ン
展
開
の
場
合
、
特
異
点
の
周
り

で
展
開
す
る
の
で
、
展
開
す
る
場
所
が
決
ま
っ
て
い
る
）、
収
束
半
径
内
で
あ
れ
ば

ど
の 

 

の
周
り
で
展
開
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
。「
特
異
点
に
対
す
る
級
数
の
従
属
性
」
と
は
、
テ
イ
ラ
ー
展
開
に
し
ろ
ロ
ー

ラ
ン
展
開
に
し
ろ
、
収
束
半
径
が
特
異
点
と
の
距
離
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と

だ
と
考
え
れ
ば
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
二
つ
の
級
数
が
収
束
あ
る
い

は
接
続
」
と
い
う
の
は
、
上
で
確
認
し
た
よ
う
な
解
析
接
続
の
こ
と
で
あ
り
、「
発

散
す
る
」
の
は
、
級
数
の
発
散
の
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
分
岐
点
（
特
異
点

の
一
種
）が
存
在
す
る
場
合
に
、関
数
が
多
価
関
数
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
対

象
の
一
部
か
ら
、
他
の
対
象
の
一
部
へ
の
移
行
」
と
い
う
の
も
、
こ
れ
も
「
関
数
が

一
方
の
級
数
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
」
と
い
う
の
を
み
る
と
解
析
接
続
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
逐
語
的
に
み
て
い
け
ば
、
数
学
と
し

て
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
上
で
説
明
し
た
よ
う
な
多
く
の
事
柄
を
混
同
し
た
ま
ま
区
別

せ
ず
に
も
ち
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
が
「
特
異
点
の
存
在
と
割
り
振
り
」
に
関
す
る
そ
の
中
身
で
あ
る
。
多
様
体

が
、
理
念
の
大
域
性
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
特
異
点
と
級
数
展
開
は
、
理
念
の
局

所
的
で
部
分
的
な
性
質
を
示
し
て
い
る
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
〈
み
た
〉
の
だ
ろ
う
。
確

か
に
、
級
数
解
析
の
方
法
は
、
ロ
ト
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に 

二
九 

そ
の
局
所
性

が
特
徴
的
な
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
局
所
的
な
も
の
か
ら
、
解
析
接
続
を
介
し

て
、
大
域
的
な
性
質
へ
と
移
行
す
る
よ
う
な
方
法
で
あ
る
と
し
て
ロ
ト
マ
ン
は
解
析

接
続
の
議
論
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
異
点
の
存
在
は
、
そ
の
関
数
に
固
有

の
特
徴
を
規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
域
的
な
領
域
が
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
と

し
て
、
こ
れ
も
ま
た
ロ
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
異
点
の

存
在
は
、
実
際
的
な
計
算
に
お
い
て
、
解
を
得
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
に
も
な

る
。
ま
た
、複
素
数
の
世
界
の
「
玲
瓏
さ
」 三
〇 

が
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
「
理
念
」
を
〈
み

せ
た
〉
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
数
学
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
理
念
に
つ
い
て
の
理
解
を

確
か
に
更
新
し
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
理
念
と
は
、
確
か
に
感
性
的
な
も
の
と
悟

性
的
な
も
の
の
「
極
限
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
〈
み
え
る
〉
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
も
の
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
概
念
化
す
れ
ば
必
ず

指
示
対
象
を
も
た
な
い
非
悟
性
的
、
非
外
延
的
な
概
念
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
感
性

的
に
は
〈
み
え
な
い
〉
あ
る
い
は
表
象
不
可
能
な
概
念
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
し

て
、
理
念
は
単
一
で
は
な
く
確
か
に
複
数
あ
る
が
、
そ
の
複
数
性
そ
の
も
の
は
多
様

性
と
い
う
理
念
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
表
現
に
他
な
ら
な
い（
そ
し
て
確
か
に
、「
多
様
性
」

そ
の
も
の
は
概
念
的
に
把
握
で
き
ず
、
感
性
的
に
み
え
る
も
の
で
も
な
い
）。
そ
し

て
同
様
に
、
理
念
は
、
理
念
の
特
異
性
と
い
う
多
様
性
と
は
反
対
だ
が
、
そ
れ
と
相

即
す
る
性
質
を
持
っ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
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わ
れ
は
も
の
ご
と
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
把
握
す
る
と
き
何
ら
か
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を

そ
の
中
に
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
し
、
部
分
の
う
ち
に
内
在
的
な
非
全
体
的
全
体

を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ど
う
で
あ
れ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
、
数
学
的

な
表
現
を
実
際
に
用
い
た
の
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
う
え
で
、

そ
れ
ら
が
数
学
そ
の
も
の
の
中
で
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
念
を
〈
み
る
〉
た
め
に
使
わ
れ
た
数
学
と
い
う
梯

子
は
、そ
れ
を
登
っ
て
理
念
が
〈
み
え
た
〉
時
に
は
、も
う
す
で
に
消
え
て
な
く
な
っ

て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
元
の
場
所
に
は
連
れ
て
行
っ
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
自
分
が
い
る
場
所
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
て
く
れ
る
こ
と

も
ま
た
な
い
。
哲
学
的
概
念
に
至
る
経
験
的
な
道
程
は
、
通
っ
た
後
は
虹
の
ご
と
く

消
え
去
る
の
で
あ
る
。

　
　

６
．
結
論

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
Ａ
．
ソ
ー
カ
ル
と
Ｊ
．
ブ
リ
ク
モ
ン
が
『
知
の
欺
瞞
』
に
お
い

て
行
っ
て
い
る
『
差
異
と
反
復
』「
第
四
章
」
へ
の
注
釈
は
、
基
本
的
に
す
べ
て
正

し
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

三
一 

。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
数
学
に
関
す
る
錯
綜
し
た

言
及
は
、
彼
ら
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
（
そ
し
て
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
）、

極
限
の
解
釈
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
極
限
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
彼
ら

の
指
摘
す
る
と
お
り
数
学
史
に
お
い
て
は
19
世
紀
の
問
題
で
あ
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

言
う
よ
う
に
「
現
代
的
」
な
わ
け
で
は
全
く
は
な
く
、
そ
の
上
、
現
在
の
教
養
数
学

に
お
い
て
さ
え
ほ
と
ん
ど
一
般
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。
で
は
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
そ
の
19
世
紀
的
な
極
限
の
基
礎
付
け
〈
に
つ
い
て
〉
論
述
し
て
い

る
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
極
限
の
基
礎
付
け
を
こ
こ
で
も

う
一
度
、新
た
な
仕
方
で
や
り
直
し
て
い
る
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

極
限
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
、
数
学
史
的
に
何
事
か
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
か
。
ど
れ
で
も
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
結
局
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ

れ
ら
の
現
実
的
な
数
学
の
研
究
を
と
お
し
て
、〈
み
え
る
〉
こ
と
を
論
述
し
て
い
る

だ
け
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
み
え
る
〉
こ
と
を
、
ボ
ル

ダ
ス
や
マ
イ
モ
ン
や
ロ
ン
ス
キ
ら
と
と
も
に
、
論
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
つ
ま
り

そ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
だ
け
に
〈
み
え
て
い
る
〉
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
傍
証
を
与
え

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
）。
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
〈
み
え
る
〉
こ
と
を
、
数
学
へ
の
言

及
な
し
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
論
述
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

そ
の
問
い
に
は
い
く
つ
か
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．　
　

何
よ
り
も
ま
ず
哲
学
と
は
、
数
学
（
そ
し
て
論
理
学
）
を
と
お
し
て
〈
み

え
る
〉
こ
と
の
論
述
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン

が
設
立
し
た
と
い
わ
れ
る
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
門
の
横
に
、「
幾
何
学
を
知
ら
ざ

る
も
の
は
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
哲
学
を
や
る
た
め
に
は

（
初
等
的
な
！
）
幾
何
学
の
知
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

（
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
）、
幾
何
学
の
事
例
を
介
し
て
哲
学
的

な
エ
レ
メ
ン
ト
を
〈
み
る
〉
た
め
の
必
要
な
準
備
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
数
学
史
家
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
の
幾
何
学
観
が
批
判
さ
れ

る
時
が
あ
る
。
確
か
に
、
数
学
自
体
の
発
展
に
と
っ
て
は
彼
の
考
え
は
有
害
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
が
幾
何
学
に
つ
い
て
言
及
し



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

二
一

て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
数
学
的
な
意
味
で
の
み
幾
何
学
に
言
及
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．　
　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
第
四
章
」
で
行
っ
て
い
る
の
は
、
結
局
、
19
世
紀
の
解

析
学
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
哲
学
的
な
言
説
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
、「
理

念
」
に
関
す
る
あ
る
主
張
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
な
り
の
一
貫
性
の
も
と
で
取
り
出

す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
数
学
に
言
及
す
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
し
、
そ
の
た
め
以
外
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
議

論
を
も
と
に
、
現
代
の
数
学
お
よ
び
科
学
〈
に
つ
い
て
〉
何
事
か
を
積
極
的
に

述
べ
る
こ
と
は
、
や
る
べ
き
で
は
な
い
（
や
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、

や
れ
ば
必
ず
誤
り
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 

三
二 

）。
そ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
行
っ
て
い
る
論
述
を
曲
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
数
学
と
科
学
を
も
曲
解

し
、
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
曲
解
す
る
も
の
と
し
て
哲
学
を
曲
解
す
る
こ
と
に

な
る
。

３
．　
　

実
際
、
こ
の
〈
み
え
る
〉
こ
と
（
も
ち
ろ
ん
視
覚
像
と
し
て
み
え
る
わ
け

で
は
な
い
）、
哲
学
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
抜
き
に
言

及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
弁
証
論
が
示
し

て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
指
摘
す

る
と
お
り
理
念
は
「
問
題
的
」
で
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
問
題
的
な
理
念
を

〈
み
る
〉
た
め
に
は
、
そ
し
て
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
十
分
に
限
定
さ
れ
た
仕

方
で
概
念
化
し
論
述
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
〈
仕
掛
け
〉
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
仕
掛
け
と
し
て
、
19
世
紀
の
解
析
学
の
哲
学
を
援
用
し
て
き
た
こ
と

が
、
十
分
効
果
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ

ろ
う
。
実
際
、
文
系
と
理
系
が
こ
れ
だ
け
明
確
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
文
化
圏

に
お
い
て
、
そ
の
有
効
性
は
か
な
り
の
と
こ
ろ
疑
わ
し
い
と
い
う
の
が
現
実
的

で
あ
ろ
う
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復
』
の
第
四
章
の
理
解
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
に
そ

く
し
た
し
か
た
で
さ
ら
に
進
め
る
た
め
に
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
及
し
て
い
る
事
例

の
分
析
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
み
て
い
る
も
の
を
〈
と
も
に
み
る
〉
し
か
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
こ
の
〈
み
え
〉
の
こ
と
を
晩
年
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
い
て
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
「
出
来
事
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
）。
そ
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
論
述
が
、
そ
の
事
柄
そ
れ
自
体
〈
に
つ
い
て
〉
述
べ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
数
学
的
事
実

を
と
お
し
て
〈
み
ら
れ
た
〉
こ
と
を
、
数
学
的
に
証
明
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
数
学

的
に
正
し
さ
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
哲
学
の
な
か
で
語
ら
れ
た
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
数
学
的
に
は
〈
誤
っ
て
い
る
〉
あ
る
い
は
意
味
が
不
明
と
な
る
の
で
あ
る

（
繰
り
返
す
が
、
数
学
的
な
極
限
も
数
学
的
な
微
分
も
、
そ
れ
自
身
は
理
念
な
ど
で

は
な
い
）。

　

研
究
を
こ
れ
以
上
に
進
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
上
で
、
こ
の
〈
み
え
る
〉
と
い
う

出
来
事
に
つ
い
て
の
論
述
を
脱
色
す
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
る
。つ
ま
り
、

事
例
そ
の
も
の
か
ら
い
っ
た
ん
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
仕
方
で
、
概
念

を
創
造
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
概
念
の
措
定
が
適

切
で
あ
る
か
ど
う
か
十
分
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
議
論
を
行
う
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
議
論
を
行
う
人
間
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自

身
が
提
示
し
て
い
る
事
例
を
事
柄
そ
の
も
の
と
し
て
も
正
確
に
理
解
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、議
論
は
空
中
で
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
の
段
階
を
経
る
こ
と
で
、
初
め
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
提
示
し
て
い
る
事
例
か
ら
離

れ
て
、
そ
こ
で
措
定
さ
れ
た
概
念
の
一
貫
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
に
な



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

二
二

る
。
実
際
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
行
お
う
と
し
て
い
る「
理
念
」に
つ
い
て
の
論
述
は
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
「
微
分
」
に
つ
い
て
だ
け
言
え
る
よ
う
な
こ
と
で
は

な
い
と
わ
た
し
は
は
考
え
る
。
そ
れ
が
選
ば
れ
た
の
は
、プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
を〈
み

る
〉
た
め
に
三
角
形
を
選
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
な
理
由
な
の
で
あ
っ
て
、
必
然
的
に

そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
手
順
を

経
な
け
れ
ば
、『
差
異
と
反
復
』
の
第
四
章
か
ら
、
何
事
か
有
意
義
な
こ
と
を
引
き

出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

19
、
20
世
紀
を
経
て
哲
学
が
大
衆
化
さ
れ
、
一
般
教
養
と
な
る
に
つ
れ
て
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
の
は
、
哲
学
の
正
し
さ
が
科
学
の
正
し
さ
に
対
し
て
、
そ
の
本
性
を

異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

三
三 

。
そ
し
て
、
混
乱
が
起
こ
る
の
は
い
つ
も
、
哲

学
の
正
し
さ
を
、
科
学
の
正
し
さ
に
よ
っ
て
補
強
し
、
保
証
し
、
基
礎
付
け
、
と
っ

て
変
え
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
有
意
味
で
真
で
あ
る
命
題
と
哲
学
の
概
念
を
比

較
し
て
み
て
も
、そ
れ
ら
が
参
照
す
る
も
の
は
、哲
学
と
科
学
で
は
本
質
的
に
異
な
っ

て
い
る 

三
四 

。
数
学
に
お
い
て
有
意
味
で
真
で
あ
る
命
題
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
な

ら
、
数
学
内
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
証
明
さ
れ
た

定
理
あ
る
い
は
公
理
か
ら
論
理
的
に
演
繹
さ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
科
学
に
お
い

て
は
数
学
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
物
理
的
実
在
性
に
依
拠

し
て
い
る
か 

三
五 

、
数
学
的
な
推
論
に
依
拠
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
そ
の
命
題
は
、
そ
の
命
題
を
充
足
す
る
対
象
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、哲
学
の
概
念
は
、そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
対
象
を
も
た
な
い
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
理
念
は
、
感
覚
可
能
で
も
な
い
し
、
概
念
的
に
（
あ

る
い
は
規
則
に
よ
っ
て
）
把
握
可
能
な
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

も
の
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
哲
学
的
概
念
と
は
何
で
あ
り
、
ま
た

何
で
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
正
面
か
ら
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
問

題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

ガ
タ
リ
の
哲
学
編
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
答
え
は
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
だ
け

述
べ
て
お
き
た
い
。「
理
念
と
は
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
十
全
に
限
定
さ
れ
た
微
分

の
比
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
多
様
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
特
異
点

の
存
在
と
割
り
振
り
で
あ
る
」
と
い
う
哲
学
的
概
念
の
結
合
に
、
本
当
の
意
味
で
哲

学
的
な
意
味
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
哲
学
に
と
っ
て
概
念
と
は
何
か
」
と
い
う
基

礎
的
な
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
科

学
や
数
学
に
は
決
し
て
還
元
さ
れ
え
な
い
哲
学
の
可
能
性
を
開
く
も
の
と
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
だ
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

二
三

注一 
読
者
と
し
て
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
読
む
可
能
性
の
あ
る
文
系
出
身
者
を
想
定
し
て
い
る

の
で
、
高
校
数
学
程
度
の
知
識
を
仮
定
す
る
。
し
か
し
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
参
照
し
て
い
る
数
学
の
事
例
は
、
大
学
3
年
生
程
度
の
数
学
の
知
識
で
あ
る

の
で
、
そ
こ
に
い
た
る
す
べ
て
を
完
全
に
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
、
文
量
上
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
筆
者
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
説
明
に
限
定
す
る
が
、
そ
の

際
に
も
、
基
本
的
な
説
明
に
多
く
ペ
ー
ジ
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
い
な
め
な
い
。

二 

ロ
ト
マ
ン
は
20
世
紀
の
数
理
哲
学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
主
著
の
出
版
が
一
九
三
八
年
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
主
た
る
考
察
対
象
は
解
析
学
と
（
位
相
、
微
分
）
幾
何

学
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
と
き
に
数
理
哲
学
を
著
し
た
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

『
公
理
的
方
法
と
形
式
主
義
』（J. C

availlès, M
éthode axiom

atique et form
alism

e, 

H
erm

ann, 1981

（1938

の
再
版
））
と
比
較
し
た
と
き
、
そ
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
だ

ろ
う
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
こ
の
著
書
は
、
明
ら
か
に
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
の

発
表
と
、そ
の
前
後
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
学
派
の
対
応
が
主
た
る
考
察
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

三 

あ
る
と
す
る
と
、
連
続
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
考
え
て
い
る
理
念
的
な
連
続
性
と
、
解
析
学
に
お
け
る
実
数
の
完
備
体
に
お
け
る
連

続
性
が〈
同
じ
〉で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
も
の
は
何
も
な
い
。た
だ
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
解
析
学
の
連
続
性
に
、
哲
学
的
な
連
続
性
を
〈
み
た
〉
と
い
う
こ
と
を
そ
の

理
由
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、〈
み
た
〉と
い
う
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
現
状
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。

四 

以
下
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
引
用
文
の
後
に
つ
け
る
数
字
は
、
先
の
数
字
が
原
著 G

. D
eleuze, 

D
ifférence et répétition, P.U

.F. 

（1968

）2003

の
ペ
ー
ジ
数
、
後
の
数
字
が
邦
訳

（
Ｇ
．ド
ゥ
ル
ー
ズ
（
財
津
理
訳
）『
差
異
と
反
復
』、
河
出
書
房
新
社
、（1992

）1994

）

の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。ま
た
、引
用
中
の
傍
点
に
よ
る
強
調
は
、す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

五 
C

f. 

高
木
貞
治
、『
解
析
概
論
』、
岩
波
書
店
、1981

、p. 5-6.

六 

有
理
数
と
は
、
任
意
の
自
然
数
の
順
序
の
つ
い
た
組<a, b>

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
一

つ
の
数
で
あ
る
。
例
え
ば
と
し
て
。
自
然
数
は
、
有
理
数
の
中
に
分
母
が
１
で
あ
る
数

と
し
て
内
包
さ
れ
、
か
つ
自
然
数
上
で
可
能
で
あ
っ
た
四
則
演
算
は
す
べ
て
無
理
数
上

に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

七 
R

. D
edkind, « C

ontinuity and Irrational N
um

bers », 1872, （W
. Ew

ald, From
 K

ant 

to H
ilbert, O

xford U
niversity Press, 2005, p. 770-773

）. 

デ
ー
デ
キ
ン
ト
（
河
野
伊

三
郎
訳
）、「
連
続
性
と
無
理
数
」（『
数
に
つ
い
て
』
所
収
）、
岩
波
書
店
、1977

。

八 

完
備
性
の
公
理
（com

pleteness axiom

）
と
は
、
マ
ッ
ク
レ
ー
ン
に
従
え
ば
、「
存
在

す
べ
き
で
あ
る
す
べ
て
の
実
数
が
、[

実
際
に]

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の

で
あ
る
。
例
え
ば
無
理
数 

 

は
、1, 1.4, 1.41, 1.414, 

…
な
る
（ 

 

に
近
似
す
る
）

有
理
数
の
集
合
の
上
限
と
し
て
（
実
数
の
中
に
）
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
」（S. 

M
ac Lane, M

athem
atics : Form

 and Function, Springer-Verlaf N
ew

 York, 1986, p. 

103. 

Ｓ
．
マ
ッ
ク
レ
ー
ン
（
彌
永
昌
吉
他
訳
）、『
数
学
－
そ
の
形
式
と
機
能
』、
森
北

出
版
株
式
会
社
、1997､ p. 135

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

九 

マ
ッ
ク
レ
ー
ン
の
以
下
の
よ
う
な
注
意
が
印
象
的
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
構
成
は
い
ず

れ
も
算
術
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
実
数
を
有
理
数
の
算
術
か
ら

作
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
構
成
は
、
純
粋
に
算
術
的
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
も
集
合
論
を
そ
の
内
部
で
利
用
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
―
例
え
ば
デ
デ
キ
ン
ト
切
断
全
体
の
集
合
に
お
い
て
は
、
切
断
自
身
が

一
つ
の
集
合
で
あ
り
、
ま
た
コ
ー
シ
ー
列
の
同
値
類
（
こ
れ
も
集
合
）
全
体
の
集
合
で

あ
る
と
い
っ
た
仕
方
で
―
。
む
し
ろ
実
数
で
表
さ
れ
る
大
き
さ
の
尺
度
に
は
、
一
方
で

は
幾
何
学
的
理
解
が
、
他
方
で
は
集
合
と
算
術
の
両
方
が
必
要
に
な
る
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
」（S. M

ac Lane, Ibid, p. 106. 

邦
訳p. 139.

）。
幾
何
学
、
集
合
論
、
算
術
、
こ

の
三
つ
の
ア
イ
デ
ア
が
完
備
順
序
体
で
あ
る
実
数
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
〇 

以
下
の
微
分
計
算
の
理
解
は
、
S
．マ
ッ
ク
レ
ー
ン
（
前
掲
書
）
に
よ
る
が
、
以
下
の

も
の
も
参
照
し
て
い
る
。
高
木
貞
治
、前
掲
書
、お
よ
び
S
．ラ
ン
グ（
松
坂
和
夫
他
訳
）、

『
解
析
入
門
』、
岩
波
書
店
、（1978

）1999

。

一
一 
ア
ル
キ
メ
デ
ス
律
と
は
「 a 

と b 

が
正
な
ら
ば
、na > b 

と
な
る
自
然
数 n 

が
存
在
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
二 

こ
こ
で
は
片
側
連
続
の
こ
と
し
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
一
変
数
の
場
合
、
本
来
な
ら

ば
両
連
続
、
つ
ま
り a 

に
対
し
て
数
直
線
上
の
右
か
ら
近
づ
い
て
く
る
右
極
限
と
左
か



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

二
四

ら
近
づ
い
て
く
る
左
極
限
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
三 
具
体
的
に
は
、
以
下
の
性
質
で
あ
る
。
１
．
関
数 

 

が
上
下
に
有
界
で
あ
る
こ
と
、
２
．

関
数 

 
が
最
大
値
を
も
つ
こ
と
、
３
．
関
数 

 

が
最
小
値
を
も
つ
こ
と
、
４
．
関

数 
 

が
中
間
値
を
も
つ
こ
と
、
５
．
関
数
が 

 

そ
れ
の
定
義
域
で
一
様
連
続p

で
あ
る

こ
と
、
６
．
ロ
ル
の
定
理
、
７
．
平
均
値
の
定
理
で
あ
る
。

一
四 

し
か
し
、
こ
れ
を
〈
解
釈
〉
と
考
え
る
ま
さ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
解
釈
に
は
異
論
が

あ
る
。

一
五 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
充
足
理
由
の
幾
何
学
、
す
な
わ
ち

リ
ー
マ
ン
型
の
微
分
幾
何
学
」（D

R
210/250

）、「「
多
様
体
」
と
い
う
語
の
リ
ー
マ
ン

的
な
使
用
に
お
い
て
」（236/278
）.

一
六 G

. R
iem

ann, « Foundation of G
eom

etry », 1868, （W
. Ew

ald, ibid, p. 654

）（
リ
ー

マ
ン
他
、
矢
野
健
太
郎
訳
、『
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
と
そ
の
応
用
』、
共
立
出
版
株
式
会
社
、

1971

、p. 5.

）.

一
七 

こ
の
「
内
在
的
」
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
図
形
の
中
で
動
く
こ
と
の
で
き
る
存
在
を

考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
、局
面
も
球
面
も
、そ
の
上
に
い
る
存
在
に
と
っ

て
は
、
前
後
左
右
に
し
か
進
め
な
い
と
い
う
意
味
で
二
次
元
で
あ
り
、
紐
も
円
周
も
そ

の
上
に
い
る
存
在
に
と
っ
て
は
、
前
か
後
ろ
し
か
進
め
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
次
元

で
あ
る
。

一
八 

位
相
と
い
う
概
念
は
、
点
と
そ
の
近
く
の
も
の
（
近
傍
）
が
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
位
相
写
像
と
は
、
そ
の
よ
う
な
位
相
を
保
存
す
る
写
像

の
こ
と
で
あ
る
。
位
相
を
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
連
続
し
て
い
る
も
の
は
連
続
し

て
い
る
ま
ま
に
す
る
な
ら
変
形
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（
こ
れ
を
連
続
変

換
と
い
う
）。
そ
し
て
、
位
相
が
保
存
さ
れ
る
（
す
な
わ
ち
連
続
変
換
で
あ
る
）
も
の

を
同
形
と
考
え
る
幾
何
学
が
位
相
幾
何
学
で
あ
る
。

一
九 

重
な
り
を
持
つ
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
は
後
で
説
明
す
る
。

二
〇 

逆
写
像
と
は
、こ
こ
で
は
写
像
φ
を
逆
方
向
に
実
行
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
一 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
特
異
点
に
関
し
て
引
用
す
る
ロ
ト
マ
ン
も
、
多
様
体
に
つ
い
て
多
く

言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
言
及
の
仕
方
は
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
正
確
で
あ
り
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
は
そ
の
概
念
を
使
っ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
ロ
ト
マ

ン
は
多
様
体
の
こ
と
を
正
確
に
ヴ
ァ
リ
エ
テ
と
の
み
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
よ

う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。A

. Lautm
an, Essai sur l’unité des m

athém
atiques, U

nion 

générale d

’Éditions, 1977, p. 91.

「
こ
の
多
様
体
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
す

べ
て
の
空
間
か
ら
独
立
し
て
い
る
、
こ
の
多
様
体
の
内
的
な
特
性
を
研
究
す
る
微
分
幾

何
学
の
リ
ー
マ
ン
と
コ
ー
シ
ー
に
よ
る
構
成
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
普
遍
的
な
内
容

あ
る
い
は
特
権
的
な
何
ら
か
の
座
標
へ
の
す
べ
て
の
参
照
を
削
除
す
る
の
か
を
思
い

出
す
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
ガ
ウ
ス
の
『
曲
面
論
講
義
』（D

isquisitiones 

circa superficies curvas

）
は
、
二
次
元
の
実
曲
面
を
研
究
し
、
こ
の
曲
面
に
結
び
付

け
ら
れ
た
観
測
者
、
そ
の
結
果
そ
の
観
測
者
は
、
曲
面
を
そ
の
曲
面
に
外
的
な
空
間
の

位
置
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
観
点
か
ら
こ
の
曲
面
の
計

量
を
定
義
す
る
。
リ
ー
マ
ン
の
観
点
は
、
前
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、 

n 

次
元
を
持

つ ds
2

の
事
例
に
お
い
て
、
ガ
ウ
ス
の
「
面
」
の
観
点
を
一
般
化
す
る
。
距
離
、
極
率
、

計
量
の
観
念
は
、
そ
こ
で
は
、
内
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら

は
、
多
様
体
か
ら
出
発
す
る
こ
と
な
く
、
徐
々
に
定
義
さ
れ
る
。
空
間
と
多
様
体
の
区

別
は
、
消
え
去
る
」。

二
二 

し
か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
記
述
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
や
は
り
可
微
分
多
様
体
と

複
素
多
様
体
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
（
そ
う
で
な
い
と
解
析
接
続
や

特
異
点
の
話
に
は
つ
な
が
ら
な
い
）、
こ
れ
は
も
っ
と
も
定
義
の
緩
や
か
な
位
相
多
様

体
に
比
べ
る
と
、
何
ら
か
の
制
限
を
そ
れ
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
ゆ
る
い
」
と
い
う
の
は
、
数
学
的
な
意
味
で
は
な
く
、
単
に

数
学
的
な
多
様
体
か
ら
何
ら
か
の
性
質
を
一
部
分
だ
け
抽
象
化
し
て
い
る
と
い
う
ぐ
ら

い
の
意
味
で
あ
る
。

二
三 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
理
念
の
比
（
連
結
）
を
弁
証
法
的
（
問
答
法
的
）
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
発
想
を
ロ
ト
マ
ン
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
ボ
ル
ダ
ス
＝
ド
ゥ
・
ム
ー
ラ
ン
を
介
し
て
理
念
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
解
釈
を
行

う
が
、
ロ
ト
マ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
数
の
発
想
か
ら
直
接
的
に
プ
ラ
ト
ン
的
な

理
念
の
弁
証
法
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
で
言
及
し
て
い
た
数
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
何
を
み
て
い
た
の
か

二
五

二
四 
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
述
べ
て
い
く
こ
と
は
、
量
の
関
係

上
で
き
な
い
。
あ
る
程
度
、
説
明
抜
き
に
数
学
の
概
念
（
あ
る
い
は
定
理
）
を
使
う
こ

と
を
許
さ
れ
た
い
。

二
五 

偏
微
分
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
コ
ー
シ
ー
・
リ
ー
マ
ン
方
程
式
が
導
か
れ
る
の
か
を

記
述
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
が
、
紙
数
の
関
係
上
省
略
す
る
。

二
六 

ち
な
み
に
、 

 

と
は
、
こ
の
記
号
の
後
の
項
の
ｎ
に
0
か
ら
順
に
整
数
を
∞
ま
で
代
入

し
た
物
を
、
全
部
足
す
（
総
和
）
と
い
う
こ
と
を
短
縮
し
た
記
号
表
記
で
あ
る
。

二
七 

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
か
は
、
微
分
の
定
義
式
と
中
間
値
の
定
理
と
を
用
い
て
説

明
で
き
る
。

二
八 

二
八 

複
素
関
数
に
お
い
て
は
、
収
束
半
径
が
最
近
の
特
異
点
ま
で
の
距
離
と
さ
れ
た

正
則
な
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
の
ｎ
階
の
微
分
係
数
が
す
べ
て
存
在

す
る
こ
と
が
グ
ル
サ
の
定
理
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
数
関
数

の
場
合
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
展
開
は
、
そ
れ
が
微
分
可
能
な
階
ま
で
し
か
項
が
存
在
し
な

い
が
、
複
素
関
数
の
テ
イ
ラ
ー
展
開
は
、
つ
ね
に
す
べ
て
の
項
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
収
束
半
径
が
最
近
の
特
異
点
ま
で
距
離
と
な
る
こ
と
は
、
コ
ー
シ
ー
の
積
分

公
式 

（

）
と
グ
ル
サ
の
公
式
（

）

と
に
よ
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
九 

ロ
ト
マ
ン
は
、
こ
こ
で
、
コ
ー
シ
ー
と
リ
ー
マ
ン
の
大
域
的
な
構
想
（
コ
ー
シ
ー
・
リ
ー

マ
ン
方
程
式
）
と
、
ワ
イ
エ
ル
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
局
所
的
な
構
想
（
解
析
接
続
）
と
を

対
比
さ
せ
て
議
論
し
て
い
る
。A

. Lautm
an, Ibid, p. 32-33.

「
コ
ー
シ
ー
と
リ
ー
マ
ン

の
ア
イ
デ
ア
に
し
た
が
っ
た
解
析
関
数
の
構
想
は
、
大
域
的
な
構
想
で
あ
り
、
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
領
域
的
な
構
想
で
あ
る
。
…
リ
ー
マ
ン
の
大
域
的
な
構
想
は
、
ワ
イ
エ

ル
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
局
所
的
な
構
想
に
対
立
す
る
。
解
析
関
数
は
、
ワ
イ
エ
ル
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
本
質
的
に
、
点 

 

の
周
り
の
「
収
束
円
」
内
で
収
束
す
る
、
数

値
係
数
の
べ
き
級
数
に
よ
っ
て
、
複
素
数 

 

の
周
り
で
定
義
さ
れ
る
。「
解
析
接
続
」

の
方
法
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
近
似
的
に
、
関
数
が
以
下
の
仕
方
で
「
解
析
的
」
と

い
わ
れ
る
す
べ
て
の
領
域
を
構
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」。

三
〇 

高
木
貞
治
、
前
掲
書
、p.216.

「
今
同
様
に
、 

 

と 
 

と
を
結
ぶ
通
路
に
関
係
な

く
、 

 

が
一
定
で
あ
る
こ
と
を
（
こ
の
場
限
り
）
か
り
に
積
分
可
能
と
い

う
こ
と
に
し
て
み
よ
う
。
然
ら
ばC

auchy

の
定
理
（
定
理
51
）
は
、
複
素
変
数
の
函

数 
 

が
微
分
可
能
な
ら
ば
、
積
分
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、M

orera 

の
定
理
（
定

理
56
）
は
、 

 

が
積
分
可
能
な
ら
ば
、
微
分
可
能
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
複
素
数
の
世
界
で
は
、
微
分
可
能
も
積
分
可
能
も
同
意
語
で
あ

る
。
驚
嘆
す
べ
き
朗
ら
か
さ
！ C

auchy 

お
よ
び
そ
れ
に
先
立
っ
て G

auss 

が
虚
数
積

分
に
触
れ
て
か
ら
約
百
年
を
経
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
玲
瓏
な
る
境
地
に
達
し
え
た
の

で
あ
る
」。

三
一 

た
だ
、puissance

の
解
釈
に
つ
い
て
、
確
か
に
彼
ら
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所

に
関
し
て
は
、「
連
続
性
の
濃
度
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
別
の
箇
所
で
は
冪
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
も
出
て
く
る
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
彼
ら
が
言
う

と
お
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
数
学
用
語
を
混
乱
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
に

な
る
。
冪
と
濃
度
を
お
話
と
し
て
一
つ
の
テ
ー
マ
の
中
で
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
事
柄
と
し
て
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
操

作
と
し
て
）
全
く
別
物
で
し
か
な
い
。

三
二 

し
か
し
、
現
代
の
数
学
と
科
学
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
似
た
よ
う
な
も
の
を
〈
み
る
〉
こ

と
だ
け
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
数
学
や
科
学
〈
に
つ
い
て
〉
何
事
か
正
し
く
新
た
な
知

見
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
正
確
に
記
述
し
て
い
る
の
で
も
な

い
。
そ
の
違
い
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
い
は
不
毛
な
も
の
と
な
る
運
命

を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、そ
の
よ
う
な〈
み
え
る
〉こ
と
を
哲
学
者
が
論
述
し
、

そ
の
論
述
に
喚
起
さ
れ
た
科
学
者
が
何
事
か
新
し
い
事
柄
を
生
み
出
す
と
い
う
極
め
て

幸
運
な
偶
然
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す
る
だ
け
の
根
拠
も
な
い
。
し
か
し
。
そ
の
よ
う

な
幸
運
な
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
さ
え
、
や
は
り
哲
学
者
が
論
述
し
た
〈
み
え
る
〉
こ
と

と
、
そ
れ
に
喚
起
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
た
数
学
的
あ
る
い
は
科
学
的
事
実
と
は
異
な
る



近
　
　
藤

　
　
和

　
　
敬

二
六

本
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
三 
科
学
史
と
し
て
興
味
が
引
か
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
真
理
性
の
本
性
を
異
に
す
る
二

つ
の
言
説
の
錯
綜
か
ら
、
な
ぜ
近
代
科
学
の
よ
う
な
巨
大
な
知
の
体
系
が
生
み
出
さ
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
哲
学
が
な
く
て

も
数
学
が
な
く
て
も
近
代
科
学
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
言
説

が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
機
能
し
た
の
か
、
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

三
四 

こ
こ
で
い
う
哲
学
に
は
、
科
学
認
識
論
を
含
ま
な
い
形
而
上
学
に
限
定
し
て
い
る
。
科

学
認
識
論
は
正
当
に
哲
学
で
は
あ
る
が
、
形
而
上
学
で
は
な
い
。

三
五 

物
理
的
実
在
性
が
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
、
科
学
認
識
論

哲
学
の
正
当
な
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

か
な
り
の
と
こ
ろ
、
物
理
学
に
つ
い
て
の
正
確
で
専
門
的
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
問
い
は
、
認
識
論
の
問
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
形
而
上
学
の
問
い
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
問
い
は
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
物
理
学
の
中
で
、
直
接
的
に

対
象
に
つ
い
て
考
え
、
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。




