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に

本
論
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目
的
は
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ミ
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）
の
主
著
『
論
理
学
体
系
』
の
中
で
考
究
し
て
い
る
帰
納
と
い
う
論
理
的
操

作
に
一
定
の
光
を
当
て
て
、
ミ
ル
が
表
立
っ
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
数
学
的
帰
納
の
位
置
づ
け
を
闡
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
は
、
か
な
ら
ず
し
も
帰
納
的
で
は
な
い
立
論
に
言
及
し
て
、
そ
の
分
析
を
精
緻
に
展
開
し
て
い
る
⑴
。
そ
う

し
た
立
論
の
中
に
は
、
不
当
に
帰
納
と
い
う
名
称
を
残
し
て
い
る
論
証
も
存
在
す
る
。
数
学
的
帰
納
も
帰
納
と
い
う
言
い
方
を
保
持
し
て

い
る
。
は
た
し
て
、
ミ
ル
は
、
数
学
的
帰
納
を
帰
納
と
見
做
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
数
学
的
帰
納
は
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
帰

納
の
部
類
に
は
入
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
数
学
的
帰
納
の
厳
格
な
体
系
的
定
式
化
は
、
論
理
学
の
現
代
的
な
動
向
と
と
も
に
進
展
し
て

い
く
の
で
、
ミ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
数
学
的
帰
納
に
自
覚
的
に
な
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
逆
に
、
ミ
ル
が
帰
納
に
関
し
て
用
意

し
て
い
る
足
場
か
ら
数
学
的
帰
納
に
関
す
る
評
価
を
見
定
め
る
と
い
う
試
み
は
、『
論
理
学
体
系
』
の
現
代
的
価
値
を
値
踏
み
す
る
上
で

有
効
な
指
針
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
ミ
ル
が
帰
納
と
い
う
言
葉
の
不
当
な
使
用
か
ら
抉
り
出
し
て
い
る
帰
納
の
特
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質
を
明
別
し
て
、
そ
の
照
明
の
下
で
数
学
的
帰
納
の
性
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
ミ
ル
の
言
説
に
よ
り
な
が
ら
、
帰
納
の
基
本
的
な
特
徴
を
見
出
し
た
上
で
、
ミ
ル
が
帰
納
と
は

考
え
て
い
な
い
推
論
の
一
つ
を
吟
味
の
俎
上
に
上
げ
、
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で
帰
納
の
特
色
の
一
つ
を
明
白
に
す
る
。
次
に
、
第
二
節
で

は
、
帰
納
と
い
う
言
葉
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
真
正
の
帰
納
で
は
な
い
論
証
の
立
論
的
性
格
を
解
析
す
る
。
そ
の
中
で
、
帰
納
の
第
二
の

特
色
を
明
晰
に
し
て
、
数
学
的
帰
納
が
ミ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
帰
納
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
う
し
た
論
究
を

勘
案
し
な
が
ら
、
第
三
節
で
は
、
ケ
プ
ラ
ー
が
火
星
の
連
続
的
な
軌
道
と
し
て
楕
円
と
い
う
着
意
を
提
出
し
た
と
き
の
思
考
の
過
程
が
帰

納
的
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
対
す
る
ミ
ル
の
反
論
に
注
視
し
て
、
な
ぜ
ケ
プ
ラ
ー
の
企
て
が
帰
納
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
背
景
に
迫
る
。

最
後
に
、
第
四
節
で
は
、
帰
納
の
第
三
の
特
色
を
露
わ
に
し
、
ミ
ル
が
帰
納
に
関
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
考
え
方
の
方
向
に
沿
っ
て
、
数

学
的
帰
納
の
特
性
を
際
立
た
せ
る
。

こ
う
し
た
本
論
の
考
察
に
加
え
て
、
論
理
学
の
現
代
的
な
視
点
か
ら
数
学
的
帰
納
の
働
き
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
数

学
的
帰
納
を
論
証
と
し
て
機
能
さ
せ
る
論
理
的
体
系
は
、
体
系
の
変
則
的
な
構
成
を
遠
ざ
け
て
、
体
系
的
な
基
礎
を
整
備
し
て
い
る
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
が
斉
一
的
で
あ
る
こ
と
は
、
帰
納
の
成
立
に
資
す
る
。
ミ
ル
の
言
明
も
踏
ま
え
、
帰
納
と
数
学
的
帰
納
に
絡
め

て
自
然
の
斉
一
性
と
体
系
の
整
礎
性
に
触
れ
な
が
ら
、
本
論
を
締
め
括
る
。

第
一
節

帰
納
の
基
本
的
な
性
格

ミ
ル
は
、
帰
納
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
帰
納
は
、
一
般
的
な
命
題
を
発
見
し
証
明
す
る
操
作
で
あ
る
」⑵
。
こ
の
規
定
に
従

え
ば
、
帰
納
は
、
一
般
的
な
命
題
を
見
出
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
証
示
す
る
た
め
の
推
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、「
一
般
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的
な
真
理
に
到
達
す
る
過
程
に
関
す
る
分
析
は
、
実
質
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
帰
納
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
帰
納
に
関
す
る
分
析
で
あ

る
」⑶
。
帰
納
の
狙
い
は
、
一
般
的
な
命
題
を
明
別
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
論
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
な
命
題
を

論
理
的
に
導
出
す
る
た
め
の
手
続
き
に
関
す
る
解
析
は
、
帰
納
に
つ
い
て
の
探
査
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ミ
ル
に
準
拠
し
て
い
っ
そ
う
特
定

的
に
言
え
ば
、
帰
納
的
な
推
理
は
、「
あ
る
集
合
に
帰
属
す
る
一
定
の
個
物
に
つ
い
て
真
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
集
合
全
体
に
つ
い
て
真

で
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で
進
ん
で
い
く
⑷
。
あ
る
い
は
、
帰
納
は
、
母
集
団
か
ら
取
り
出
し
た
標
本
群
で
観
察
で
き
た
内
容
を
母
集
団
全

体
の
特
質
と
し
て
定
位
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
納
に
つ
い
て
、
ミ
ル
は
、
そ
れ
が
「
既
知
か
ら
未
知
に
進
ん
で
い
る
」
と
い
う

点
を
強
調
し
て
い
る
⑸
。
標
本
群
の
各
成
素
に
つ
い
て
調
べ
た
事
柄
は
、
す
で
に
確
認
し
て
い
る
情
報
で
あ
る
。
そ
の
情
報
に
基
づ
い

て
、
実
際
に
は
調
査
し
て
い
な
い
成
素
に
関
し
て
も
、
そ
の
情
報
が
真
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
母
集
団
に
帰
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
成
素

の
そ
れ
ぞ
れ
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
。
標
本
群
に
注
目
し
て
い
る
段
階
で
は
、
母
集
団
の
一
部
を
標
本
群
と
し
て
抽
出
し
て
い
る
だ
け

で
、
母
集
団
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ミ
ル
の
洞
察
に
あ
る
よ
う
に
、
帰
納
は
、
既
知
の
前
件

か
ら
未
知
の
後
件
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
金
星
も
地
球
も
火
星
も
、

そ
の
他
の
惑
星
も
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
の
で
、
太
陽
系
の
あ
ら
ゆ
る
惑
星
は
、
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
⑹
。
こ
の
考
え
方
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
」
に
言
及
す
る
一
般
的
な
命
題
を
導
出
し
て
い
る
か
ら
、
上
述
し
た
帰
納
の
特
性
に
照
ら
せ
ば
、
帰
納
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
と
は
い
え
、
ミ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
推
論
を
「
わ
た
く
し
た
ち
の
も
の
と
は
全
体
的
に
異
な
る
種
類
の
帰
納
」
と
位
置
づ
け
て
⑺
、

ミ
ル
が
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
帰
納
か
ら
は
除
外
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
太
陽
系
の
惑
星
に
関
す
る
推
論
は
、
帰
納
で
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
ミ
ル
に
則
れ
ば
、
そ
の
推
論
は
、「
既
知
の
事
実
か
ら
未
知
の
事
実
へ
の
推
論
で
は
な
く
て
、
既
知
の
事
実
に
関
す
る
簡
略
的
な

登
録
に
す
ぎ
な
い
」⑻
。
こ
の
説
明
か
ら
了
知
で
き
る
よ
う
に
、「
太
陽
系
の
あ
ら
ゆ
る
惑
星
は
、
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
言
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明
は
、
ミ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
命
題
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
太
陽
系
の
惑
星
に
関
す
る
全
称
の
言
明
は
、「
水
星
も
、
金
星

も
、
地
球
も
、
火
星
も
、
木
星
も
、
土
星
も
、
天
王
星
も
、
海
王
星
も
、
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
個
別
的
な
言
明
を
一
つ
に

ま
と
め
て
省
略
的
に
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
枚
挙
的
全
称
性
の
言
明
で
あ
る
。
ミ
ル
の
述
べ
方
を
援
用
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
命
題
が
表
し
て
い
る
の
は
、「
単
称
的
な
命
題
か
ら
な
る
数
に
す
ぎ
な
い
」⑼
。
枚
挙
的
全
称
性
は
、
特
定
の
標
本
に
関
す
る
述
定
を

一
つ
一
つ
ず
つ
網
羅
す
る
代
わ
り
に
、「
あ
ら
ゆ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
当
該
の
標
本
群
を
要
素
と
す
る
有
限
な
集
合
を
略
記
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
言
明
は
、
た
と
え
「
あ
ら
ゆ
る
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
未
知
の
内
容

を
含
ん
で
お
ら
ず
、
ミ
ル
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
帰
納
が
産
出
す
る
主
張
で
は
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
帰
納
が
提
示
す
る
全
称
性
は
、
枚
挙
的
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
未
知
の
標
本
を
も
内
含

す
る
包
括
的
全
称
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
立
言
す
る
。「
一
般
的
な
命
題
は
、
際
限
の

な
い
数
の
個
物
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
存
在
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
存
在
で
き
た
り
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い

て
、
肯
定
さ
れ
た
り
、
否
定
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
命
題
で
あ
る
」⑽
。
帰
納
が
確
立
し
よ
う
と
す
る
全
称
性
は
、
す
で
に
あ
っ
た
対
象

で
あ
れ
、
い
ま
あ
る
対
象
で
あ
れ
、
こ
れ
か
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
対
象
で
あ
れ
、
具
体
的
な
標
本
に
は
な
っ
て
い
な
い
対
象
に
も
及
ん
で
い

る
の
で
、
前
提
が
提
示
し
て
い
る
範
囲
を
越
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
包
括
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
図
形
が
紙
の
上
に
あ
ろ
う
が
想
像
の
中
に
し
か
な
か
ろ
う
が
、
論
証
は
（
前
に
観
察
さ
れ
た
よ
う

に
）、
一
般
的
な
定
理
を
直
接
に
は
証
明
し
て
い
な
い
」⑾
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
幾
何
学
の
定
理
を
証
明
す
る
と
き
に
は
、
た
い
て
い
の

場
合
、
図
形
を
実
際
に
描
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
思
い
浮
か
べ
た
り
す
る
。
当
の
定
理
に
関
す
る
証
明
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
目

の
前
に
あ
る
具
体
的
な
図
形
の
操
作
と
と
も
に
進
ん
で
い
く
。
上
の
引
用
に
則
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
く
だ
ん
の
定
理
を
一
般
的
に
論

証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
そ
の
よ
う
な
結
論
は
、
そ
の
図
形
で
提
示
さ
せ
て
い
る
個
別
的
な
三
角
形
あ
る
い
は
円
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に
つ
い
て
真
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
⑿
。
定
理
の
証
明
を
遂
行
す
る
た
め
に
図
形
を
用
い
る
場
合
、
そ
の
立
論
か
ら
引
き
出
せ
る
結
論

は
、
目
前
の
図
形
に
関
し
て
成
立
す
る
個
別
的
な
主
張
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
三
平
方
の
定
理
に
関
す
る

証
明
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
目
の
前
に
あ
る
図
形
と
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
図
形
に
当
該
の
結
論

を
適
用
で
き
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
定
理
と
し
て
一
般
的
に
言
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幾
何
学
の
領
域
で
は
、
わ
た
く
し
た

ち
は
、
ま
ず
は
既
知
の
図
形
に
つ
い
て
定
理
を
例
証
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
の
範
疇
に
帰
属
す
る
未
知
の
図
形
を
も
包
括
し
て
、
一

般
的
な
陳
述
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
幾
何
学
の
証
明
は
、
帰
納
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

確
か
に
ミ
ル
も
そ
の
よ
う
な
証
明
を
「
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
」
と
呼
ん
で
は
い
る
⒀
。

し
か
し
、
ミ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
明
言
す
る
。「
そ
の
用
語
は
、
適
切
に
は
帰
納
に
帰
属
で
き
な
い
」⒁
。
こ
の
引
用
が
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
図
形
を
使
っ
て
編
成
し
て
い
く
幾
何
学
の
推
論
は
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
帰
納
で
は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
な

ぜ
、
個
別
的
な
事
例
か
ら
包
括
的
全
称
性
に
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
も
す
る
幾
何
学
の
手
法
は
、
帰
納
的
で
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
は
、
そ
の
理
由
に
、「
と
い
う
の
も
、
獲
得
さ
れ
た
真
理
は
、
ほ
ん
と
う
に
一
般
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
個
別
的
な

実
例
の
証
拠
に
基
づ
い
て
は
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
解
説
を
与
え
て
い
る
⒂
。
こ
の
言
説
に
基
づ
い
て
も
、
幾
何
学

の
証
明
が
主
張
す
る
全
称
性
は
、
や
は
り
、
包
括
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
手
続
き
は
、
個
別

的
な
事
例
に
は
依
拠
し
て
お
ら
ず
、
帰
納
で
は
な
い
。
ミ
ル
が
こ
こ
で
唱
道
し
て
い
る
よ
う
な
把
握
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て

成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
ミ
ル
が
語
る
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
が
ど
の
よ
う
な
類
の
立
論
で
あ
る
の

か
、
そ
の
特
色
を
顕
わ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
は
、
そ
の
名
称
か
ら
し
て
、
帰
納
的
で

あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
に
従
う
か
ぎ
り
、
実
際
に
は
帰
納
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、

推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
の
内
実
は
、
具
体
的
な
図
形
か
ら
進
ん
で
い
く
幾
何
学
的
論
証
が
な
ぜ
帰
納
で
は
な
い
の
か
、
こ
の
問
い
掛
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け
に
光
を
投
げ
掛
け
る
。

ミ
ル
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
二
項
定
理
を
帰
納
に
よ
っ
て
発
見
し
た
」
と
い
う
見
解
に
反
論
し
な
が
ら
⒃
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰

納
の
性
格
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ミ
ル
が
嘱
目
し
て
い
る
意
見
は
、
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
一
般
的
な

形
式
の
二
項
式
を
取
り
扱
う
前
に
、
具
体
的
な
冪
に
つ
い
て
二
項
式
を
考
察
し
、
そ
こ
で
発
見
し
た
内
容
を
一
般
化
し
て
二
項
定
理
を
確

保
し
た
。
ミ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
二
項
式
を
一
定
の
数
の
冪
に
ま
で
上
げ
て
、
各
冪
の
代
数
的
な
式
が
当
の
冪
の
指
数
と
二
項
式

の
二
つ
の
項
に
対
し
て
立
っ
て
い
る
関
係
を
見
抜
く
ま
で
、
そ
う
し
た
冪
を
互
い
に
比
較
」
で
き
る
⒄
。
実
際
に
計
算
で
き
る
数
の
冪
ま

で
二
項
式
を
取
り
上
げ
て
、
そ
う
し
た
二
項
式
を
互
い
に
見
比
べ
て
、
そ
れ
ら
と
係
数
の
関
係
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
を
洗
い
出
す
。
そ

の
上
で
、
そ
れ
を
一
般
的
に
定
式
化
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
二
項
式
に
適
用
で
き
る
二
項
定
理
を
獲
得
で
き
る
。
こ
れ
は
、
有
限
個
の
個
別

的
な
事
例
か
ら
、
未
知
の
事
例
も
含
ん
だ
一
般
的
な
命
題
を
導
出
し
て
い
る
の
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
帰
納
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
に
反
対
し
て
、
ミ
ル
は
、
そ
れ
が
「
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
で
は
帰
納
で
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
と
述
べ
る
⒅
。
な
ぜ

か
。
ミ
ル
に
従
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
論
は
、「
個
別
的
な
実
例
か
ら
の
一
般
的
な
命
題
の
推
論
を
含
み
込
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ

る
」⒆
。
確
か
に
、
具
体
的
な
指
数
を
い
く
つ
か
指
定
し
て
、
そ
の
下
で
二
項
定
理
を
個
別
的
に
考
察
す
れ
ば
、
二
項
定
理
の
一
般
的
な

考
え
方
を
分
か
り
や
す
く
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
仕
方
は
、
個
々
の
場
合
に
関
す
る
観
察
か
ら
一
般
的
な
把
握
に
向
か
っ
て

い
る
よ
う
な
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
気
づ
き
の
見
地
で
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
思
考
は
、
帰
納
的
で
あ
る
、
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
は
い
え
、
ミ
ル
は
、
そ
う
し
た
観
点
を
採
用
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
帰
納
的
な
手
続
き
に
訴
え
ず
に
二
項
定
理
の
妥
当

性
を
証
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
の
言
い
方
に
準
拠
す
れ
ば
、「
二
項
式
を
冪
乗
す
る
さ
い
に
は
、
そ
の
係
数
は
、
順
列
と
組
み
合

わ
せ
の
諸
法
則
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」⒇
。
す
な
わ
ち
、
順
列
と
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
の
着
想
を
援
用
す
れ
ば
、
具
体
的
な

冪
乗
を
個
々
に
確
認
せ
ず
に
、
二
項
定
理
を
一
般
的
に
確
立
で
き
る
。
明
ら
か
に
、
こ
の
方
途
は
、
標
本
に
関
す
る
個
別
的
な
観
察
に
訴
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え
て
は
い
な
い
か
ら
、
既
知
の
標
本
に
関
す
る
観
察
に
基
づ
い
て
未
知
の
標
本
も
含
ん
だ
母
集
団
に
関
す
る
包
括
的
な
命
題
を
結
論
す
る

帰
納
で
は
な
い
。

第
二
節

推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納

前
節
で
は
、
ミ
ル
の
論
定
に
従
っ
て
、
帰
納
の
基
本
的
な
特
徴
を
炙
り
出
し
た
。
帰
納
は
、
標
本
の
中
で
実
際
に
確
認
で
き
た
既
知
の

情
報
だ
け
に
基
づ
い
て
、
母
集
団
に
帰
属
す
る
未
知
の
標
本
に
も
当
の
情
報
を
拡
張
的
に
適
用
し
て
い
く
た
め
の
立
論
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
帰
納
は
、
既
知
の
事
例
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
未
知
の
事
例
を
含
み
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ミ
ル
の

主
張
に
反
し
て
、
こ
の
見
地
か
ら
、
個
々
の
事
例
で
吟
味
し
た
二
項
定
理
に
関
す
る
証
明
の
方
針
を
一
般
化
し
て
、
二
項
定
理
に
関
す
る

包
括
的
な
論
証
を
組
み
立
て
る
、
と
い
う
企
て
は
、
帰
納
的
で
あ
る
、
と
改
め
て
主
張
で
き
る
よ
う
に
思
え
も
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ

の
証
明
の
中
で
実
際
に
認
定
で
き
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
個
別
的
な
場
合
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
冪
数
は
、
未
知
の
状
態
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
二
項
定
理
の
妥
当
性
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
試
み
は
、

帰
納
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
節
で
証
示
し
た
よ
う
に
、
ミ
ル
は
、
そ
の
観
点
を
採
り
入
れ
な
い
。

ミ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
実
際
、
当
の
法
則
が
二
、
三
の
低
次
な
冪
に
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
一
度
見
て
取
ら
れ
た
と
き

に
は
、
そ
の
法
則
と
順
列
の
法
則
と
の
同
一
性
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
成
立
す
る
の
を
証
明
す
る
考
察
を
す
ぐ
に
示
唆
す
る
は
ず
で
あ

る
」21
。
こ
の
言
説
に
基
づ
け
ば
、
二
項
定
理
の
証
明
は
、
帰
納
的
な
立
論
と
同
じ
よ
う
に
、
確
か
に
、
個
別
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
て

は
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
証
明
を
進
め
て
い
く
さ
い
に
、
い
く
ら
か
の
事
例
は
、
言
及
の
対
象
に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ミ
ル
の
理
解
に
則
る
か
ぎ
り
、
そ
の
証
明
は
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
ほ
か
の
冪
数
を
す
べ
て
含
み
込
む
、
と
い
う
方
向
で
帰
納
的
に
は
展
開
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し
て
い
な
い
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
二
項
定
理
の
一
般
的
な
主
張
は
、
帰
納
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
順
列
と
組
み

合
わ
せ
の
計
算
に
基
づ
い
て
す
で
に
包
括
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
立
論
の
手
掛
か
り

は
、
少
数
の
小
さ
な
冪
数
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
い
っ
た
ん
そ
れ
が
手
に
入
れ
ば
、
二
項
定
理
に
関
す
る
全
般
的
な
捉
え

方
は
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
、
二
項
定
理
の
正
当
性
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
順
列
と
組
み
合
わ
せ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て

二
項
定
理
を
演
繹
的
に
証
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
把
握
に
対
し
て
、
や
は
り
次
の
反
論
を
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
項
定
理
に
つ
い
て
完
成
さ

せ
た
論
証
は
、
演
繹
的
で
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
閃
き
を
与
え
た
着
想
は
、
む
し
ろ
帰
納
的
に
産
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
帰

納
は
、
既
知
の
個
別
性
か
ら
、
未
知
の
対
象
に
ま
で
及
ぶ
包
括
性
を
導
出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
二
項
定
理
の
証
明
を
組
み
立
て
て
い
く

さ
い
の
実
情
に
鑑
み
れ
ば
、
二
項
定
理
の
証
明
は
、
い
く
ら
か
の
個
々
の
冪
数
に
つ
い
て
の
観
点
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
冪
数
に
ま
で
及
ぶ
、

と
い
う
見
方
を
表
立
っ
て
開
示
し
て
い
る
。
こ
の
了
解
か
ら
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
仕
方
で
二
項
定
理
の
証
明
を
与
え
て
い
こ
う
と
す
る

手
法
は
、
既
知
の
範
囲
だ
け
か
ら
未
知
の
領
域
を
網
羅
し
よ
う
と
す
る
帰
納
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
述

べ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
定
め
て
き
た
よ
う
に
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
二
項
定
理
の
証
明
を
帰
納
的
に
構
成
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
ミ
ル
の
叙
述
に
準
拠
し
て
も
、
二
項
定
理
の
証
明
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
若
干
の
事
例
は
、
い

っ
そ
う
包
括
的
な
証
明
の
方
法
を
わ
た
く
し
た
ち
に
示
し
て
い
る
。
帰
納
は
、
個
々
の
事
例
を
積
み
上
げ
て
一
般
的
な
結
論
を
形
成
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
例
を
網
羅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、
二
項
定
理
の
証
明
は
、
個
々
の
事
例
か

ら
完
全
な
立
論
を
構
築
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
得
て
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
形
で
当
の
論
証
を
完
備
さ
せ
て
い
る
。
裏
返
し
て
言
え

ば
、
二
項
定
理
の
証
明
で
は
、
い
く
ら
か
の
小
さ
な
冪
数
に
関
す
る
考
察
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
演
繹
的
な
論
証
が
手
に
入
れ
ば
、
一
般
的

な
結
論
の
根
拠
と
し
て
は
も
は
や
働
か
な
い
の
で
あ
る
。

Ｊ・Ｓ・ミル『論理学体系』における帰納の要諦 ― ８２ ―



二
項
定
理
の
証
明
を
創
出
し
て
い
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
具
体
的
な
図
形
を
用
い
て
幾
何
学
の
証
明
を
組
み
立

て
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
特
定
の
図
形
を
ま
ず
は
準
備
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
当
の
図
形
に

つ
い
て
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
立
証
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
進
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
推
論
は
、
目
前
の
図
形
だ
け
に
通
用

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
図
形
が
保
有
し
て
い
る
諸
条
件
を
満
た
す
あ
ら
ゆ
る
図
形
に
ま
で
等
し
く
及
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が
図
形
を
具
体
的
に
描
い
て
い
る
と
き
に
は
、
幾
何
学
の
立
論
は
、
そ
の
図
形
が
ま
さ
に
提
示
し

て
い
る
個
別
の
事
例
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
な
結
論
を
導
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
定

ま
っ
た
範
囲
で
同
定
し
た
内
容
を
い
ま
だ
見
極
め
て
い
な
い
図
形
に
ま
で
拡
張
し
て
、
当
該
の
結
論
に
包
括
性
を
付
与
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
は
す
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
述
べ
方
は
、
図
形
を
用
い
て
例
証
的
に
固
め
て
い
く
幾
何
学
的
論
証
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
際
の
図
形
を
使
っ
て
一
般
的
な
定
理
を
解
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う
方
策
は
、
推
論

の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
で
あ
っ
て
、
真
正
の
帰
納
で
は
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
図
形
に
つ
い
て
の
幾
何
学
的
論
証
は
、
特
定
の
図
形
に
関

す
る
観
察
の
個
別
性
に
依
拠
し
て
結
論
の
包
括
性
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
帰
納
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
、
わ
た
く
し
た
ち
が

描
く
図
形
は
、
個
別
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
図
形
に
つ
い
て
展
開
し
て
い
る
証
明
は
、
右
述
の
よ
う
に
、
そ
の
図
形
に
し
か
妥
当
し

な
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
段
階
で
す
で
に
一
般
性
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
の
証
明
は
、
く
だ
ん
の
図
形
が
充
足
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
基
本
的
要
件
に
見
合
う
あ
ら
ゆ
る
図
形
を
集
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
二
項
定
理
の
証
明
と
同
じ
よ
う
に
、
幾
何
学
の
そ
れ

も
、
個
別
的
な
観
察
の
累
積
に
よ
っ
て
一
般
的
な
結
論
を
導
出
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
幾
何
学
的
論
証
の
結
論
は
、
そ
の
正
当
性
の

根
拠
を
個
別
的
な
事
例
に
求
め
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
図
形
の
具
象
性
の
助
け
を
借
り
て
幾
何
学
の
定
理
の
妥
当
性
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
試
み
は
、
二
項
定
理
の
証
明
と
同
じ
く
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
で
あ
る
。
こ
う
し
た
審
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
推
論
の
同
等
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性
に
よ
る
帰
納
の
立
論
は
、
個
別
的
な
場
合
の
例
示
に
関
す
る
観
察
に
一
般
的
な
論
証
の
糸
口
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
個
別
性
に

は
依
拠
せ
ず
に
、
そ
の
観
察
を
個
々
の
事
例
を
あ
ま
ね
く
包
摂
し
て
い
る
一
般
的
な
証
明
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ミ
ル
の
洞
見
に
あ
る
よ
う
に
、
個
別
的
な
観
察
の
対
象
に
な
る
具
体
的
な
図
形
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
幾
何
学
的
証

明
を
推
論
の
同
等
性
と
い
う
視
点
か
ら
捕
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
幾
何
学
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
実
際
に
看
取
し
て
い
る
の
は
、
標
本
と
し
て
の
図
形
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
に
関
す
る
証
明
は
、
母
集
団
に
つ
い
て
の
査
証
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
幾
何
学
の
証
明
は
、
標
本
を
表
立
っ
て
取
り
上
げ
て
、
標

本
か
ら
考
証
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
側
面
だ
け
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
帰
納
的
で
あ
り
、
ミ
ル
は
、
幾
何
学
の
証
明
も
推
論
の
同
等
性

に
よ
る
帰
納
と
呼
ん
で
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
ミ
ル
は
、
帰
納
と
い
う
呼
び
方
を
こ
こ
で
は
援
用
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
究
明

し
て
き
た
よ
う
に
、
幾
何
学
の
図
像
的
検
証
は
、
帰
納
的
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
同
じ
よ
う
に
、
帰
納

と
い
う
称
呼
を
含
み
論
理
学
と
数
学
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
証
明
の
方
略
で
あ
る
数
学
的
帰
納
は
、
は
た
し
て
、
ミ
ル
が
明

別
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
帰
納
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
を
真
正
の
帰
納
と
し
て
規
定
し
て
い
な
い

ミ
ル
の
発
想
に
基
づ
け
ば
、
数
学
的
帰
納
を
帰
納
と
し
て
定
位
す
る
の
は
、
困
難
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
項
定
理
の
証
明
に
せ
よ
、

幾
何
学
の
証
明
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
で
あ
り
、
演
繹
的
な
体
系
を
指
向
し
て
い
る
数
学
の
中
に
あ
る
か

ら
、
帰
納
的
な
装
い
を
纏
い
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ミ
ル
の
言
う
意
味
で
帰
納
的
で
は
な
い
。
こ
の
角
度
か
ら
す
れ
ば
、
数
学
的
帰
納

は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
同
じ
方
向
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
に
反
対
し
て
、
数
学
的
帰
納
が
「
帰
納
」
と
い
う
言
葉
を
持

っ
て
い
る
点
に
い
っ
そ
う
重
み
を
置
い
て
、
そ
の
実
相
を
露
わ
に
す
れ
ば
、
数
学
的
帰
納
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
は
異
な

り
、
き
ち
ん
と
帰
納
的
な
局
面
を
内
蔵
し
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
範
疇
に
帰
属
す
る
立
論
と
し
て

数
学
的
帰
納
を
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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た
と
え
ば
、
自
然
数
に
関
す
る
数
学
的
帰
納
を
単
純
な
形
式
で
記
述
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
０
が
φ
と
い
う
属
性
を
持
っ
て
お
り
、

か
つ
、
あ
る
自
然
数
が
φ
を
備
え
て
い
る
と
想
定
し
た
と
き
に
、
か
な
ら
ず
後
続
の
自
然
数
に
も
φ
が
帰
属
し
て
い
る
の
を
論
証
で
き
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
φ
と
い
う
属
性
を
具
備
し
て
い
る
。
一
瞥
で

は
、
こ
の
論
証
は
、
あ
る
自
然
数
と
後
続
の
自
然
数
に
つ
い
て
証
明
を
具
体
的
に
編
成
し
た
上
で
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
自
然

数
に
関
す
る
主
張
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
個
別
性
か
ら
包
括
性
を
導
出
し
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
把
握
も
成
り
立
つ
。
自
然
数
に
関
す
る
数
学
的
帰
納
の
中
心
的
部
分
は
、
あ
る
自
然
数
に
関
す
る
想
定
の
下
で
後

続
の
自
然
数
に
つ
い
て
個
別
的
な
考
察
を
遂
行
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
一
般
的
な
立
論
を
内
含
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
推
論
の
同
等

性
に
よ
る
帰
納
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
ミ
ル
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
自
然
数
に
関
す
る
数
学
的
帰
納
を
ど
の
よ
う

に
覚
知
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
ミ
ル
の
言
う
「
帰
納
と
い
う
言
葉
の
第
三
の
不
適
切
な
使
用
」
に
照
準
を

定
め
て
22
、
わ
た
く
し
た
ち
が
帰
納
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
立
論
の
う
ち
、
ミ
ル
が
除
外
し
よ
う
と
し
て
い
る
過
程
を
見
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
帰
納
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
ミ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
誤
用
で
し
か
な
い
よ
う
な
理
解
の
内
実
を

抉
り
出
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
数
学
的
帰
納
が
真
正
の
帰
納
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
数
学
的
帰
納
の
立
論
的
性
格
を
よ
う

や
く
見
極
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

ケ
プ
ラ
ー
の
探
索
│
│
帰
納
と
の
関
連
で

前
節
で
は
、
ミ
ル
の
論
定
に
準
拠
し
な
が
ら
、
次
の
立
論
に
着
眼
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
帰
納
的
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
帰
納
で
は
な
い
推
論
で
あ
る
。
そ
の
論
証
は
、
確
か
に
、
帰
納
と
同
じ
く
、
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い
く
つ
か
の
標
本
に
注
視
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
留
ま
ら
ず
、
一
般
的
な
仕
方
で
推
理
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
具
体

的
な
図
形
を
用
い
て
組
み
立
て
て
い
く
幾
何
学
の
証
明
は
、
そ
う
し
た
事
例
に
当
た
る
。
そ
の
証
明
は
、
瞥
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
目
の

前
に
あ
る
図
形
に
関
す
る
考
察
の
個
別
性
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
図
形
を
利
用
し
て
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
る

証
明
は
、
す
で
に
一
般
性
を
内
含
し
て
お
り
、
そ
の
妥
当
性
を
個
々
の
図
形
ご
と
に
見
定
め
て
い
る
検
証
の
正
し
さ
に
求
め
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
幾
何
学
的
論
証
は
、
図
形
の
具
象
性
を
援
例
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
結
論
を

引
き
出
し
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
角
形
と
そ
の
三
角
形
と
あ
の
三
角
形
が
内
角
の
和
を
二
直
角
に
定
め
て
い
る
か
ら
、
あ
ら

ゆ
る
三
角
形
の
内
角
の
和
は
、
二
直
角
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
当
該
の
図
形
は
、
あ
く
ま
で
も
三
角
形
の
内
角
の
和
に
関
す
る
論
証
を
象
る

た
め
の
掴
み
所
に
す
ぎ
ず
、
特
定
の
三
角
形
に
つ
い
て
構
想
し
て
い
る
証
明
は
、
そ
の
よ
う
な
便
宜
と
は
異
な
る
水
準
で
一
般
的
な
明
証

性
を
与
え
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
こ
の
三
角
形
を
き
っ
か
け
に
し
て
考
案
し
た
証
明
は
、
他
の
図
形
を
す
べ
て
網
羅
す
る
包
括
的
な
推

論
と
同
格
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ル
は
、
具
体
的
な
標
本
に
結
び
つ
い
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
は
依
存
し
な
い
形
で
一
般
性
を
担
保
し
よ

う
と
し
て
い
る
立
論
を
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
図
形
を
用
い
た
幾
何
学
的
証
明
は
、
そ
の
一
例
で
あ

る
。
論
理
学
と
数
学
の
展
開
に
欠
か
せ
な
い
数
学
的
帰
納
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
同
じ
く
、
帰
納
と
い
う
呼
称
を
含
ん
で
い

る
。
そ
れ
で
は
、
数
学
的
帰
納
は
、
字
義
通
り
に
帰
納
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
の

よ
う
に
、
真
個
の
帰
納
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
数
学
的
帰
納
は
、
可
算
的
に
無
限
な
系
列
を
構
成
し
て

い
る
あ
ら
ゆ
る
成
素
の
そ
れ
ぞ
れ
に
成
立
す
る
一
般
的
な
言
明
を
明
白
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
数
学
的
帰
納
は
、
ま
ず
、
起

点
と
な
る
成
素
に
つ
い
て
、
証
明
し
た
い
こ
と
が
ら
を
認
定
す
る
。
次
に
、
当
の
系
列
の
中
で
、
あ
る
段
階
よ
り
も
前
の
段
階
に
位
置
す

る
成
素
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
成
立
し
て
い
る
の
を
仮
定
し
て
、
当
の
段
階
が
定
位
し
て
い
る
成
素
に
関
し
て
も
当
該
の
事
項
が
真
で
あ
る
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の
を
露
わ
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
く
だ
ん
の
系
列
に
帰
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
成
素
の
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
と
い
う
結

論
を
下
す
。
こ
れ
が
数
学
的
帰
納
の
基
本
的
な
推
究
的
構
造
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
数
学
的
帰
納
は
、
一
定
の
仮
定

の
下
で
特
定
の
段
階
に
あ
る
成
素
に
関
す
る
証
明
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
可
算
的
に
無
限
な
系
列
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
成
素
を
包

摂
す
る
論
証
に
最
初
か
ら
関
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
数
学
的
帰
納
は
、
部
分
的
な
考
察
か
ら
一
般
的
な

帰
結
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
帰
納
的
で
は
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ほ
ん
と
う
に
、
数
学
的
帰
納
は
、
ミ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
真

正
の
帰
納
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
節
で
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
ミ
ル
が
帰
納
と
い
う
用
語
の
誤
っ
た
使
い
方
と
し
て
認
証
し
て
い
る
事
例
に
探
査
の
照
準

を
定
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
帰
納
と
い
う
用
語
の
使
い
方
を
巡
っ
て
ミ
ル
が
錯
誤
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
、「
一
群
の
観
察
さ
れ

た
諸
現
象
に
関
す
る
、
一
般
的
な
用
語
に
よ
る
記
述
で
し
か
な
い
も
の
を
、
そ
う
し
た
現
象
か
ら
の
帰
納
と
混
同
す
る
と
い
う
誤
り
で
あ

る
」23
。
こ
の
言
説
に
則
れ
ば
、
観
察
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
事
実
の
ま
と
ま
り
を
一
般
的
な
仕
方
で
描
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、

わ
た
く
し
た
ち
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
誤
っ
て
帰
納
と
呼
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
、
ミ
ル
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ

う
な
事
例
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
に
倣
っ
て
、
ケ
プ
ラ
ー
の
探
査
に
着
目
し
て
み
た
い
。
ミ
ル
の
指
摘
に
あ
る
よ
う

に
、「
ケ
プ
ラ
ー
の
対
象
は
、
惑
星
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
ほ
ん
と
う
の
軌
道
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」24
。
ケ
プ
ラ

ー
は
、
惑
星
の
軌
道
に
関
す
る
観
測
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
そ
の
惑
星
が
実
際
に
成
形
し
て
い
る
軌
道
を
割
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
ミ

ル
の
言
い
方
に
従
え
ば
、
い
っ
そ
う
特
定
的
に
は
、
そ
の
惑
星
は
、
火
星
で
あ
っ
た
25
。
し
か
し
な
が
ら
、
火
星
を
巡
る
ケ
プ
ラ
ー
の
探

索
は
、
帰
納
的
に
は
進
行
し
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
観
測
の
結
果
に
依
拠
す
れ
ば
、
火
星
の
位
置
は
、
天
空
の
ど
こ
か
に
あ
る

点
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
わ
た
く
し
た
ち
が
前
提
し
て
い
る
の
は
、
火
星
が
あ
る
点
か
ら
別
の
点
に
間
隙
を
作
ら
ず
に
遷
移
し
て

い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
ミ
ル
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
火
星
が
二
つ
の
点
の
間
を
、「
連
続
性
を
一
見
し
た
と
こ
ろ
ど
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の
よ
う
に
も
破
ら
ず
に
移
動
し
た
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
26
。
こ
の
よ
う
な
仮
定
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
観
察
の
要
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
火
星
が
連
続
的
な
軌
跡
を
描
い
て
移
動
し
て
い
く
と
い
う
発
想
は
、
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

ケ
プ
ラ
ー
は
、
火
星
に
つ
い
て
観
測
で
き
た
個
々
の
位
置
を
い
っ
し
ょ
に
結
び
つ
け
て
、
実
際
に
は
観
測
で
き
て
い
な
い
位
置
も
含
め

て
、
二
つ
の
位
置
に
空
隙
が
生
じ
な
い
仕
方
で
火
星
の
運
行
に
着
目
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
業
は
、
火
星
の
運
行
に
断
続
が
な
い

と
い
う
考
え
を
措
定
し
て
、
観
測
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
火
星
の
点
在
的
な
位
置
を
一
つ
に
繋
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ミ
ル

は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
嘗
試
を
、
す
で
に
手
元
に
あ
る
一
般
的
な
見
地
で
個
々
の
観
察
を
纏
め
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
営
為
の
事

例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
、
ケ
プ
ラ
ー
の
求
索
は
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
帰
納
を
構
成
し
て
い
な
い
。

他
方
で
、
ミ
ル
の
論
定
に
準
拠
す
れ
ば
、「
ケ
プ
ラ
ー
が
こ
れ
以
上
に
し
た
こ
と
が
ら
は
、
こ
う
し
た
異
な
る
点
が
ど
の
よ
う
な
種
類

の
曲
線
を
作
る
は
ず
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
」27
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
火
星
の
位
置
を
繋
い
で
連
続
的

な
道
筋
を
構
想
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
一
致
す
る
曲
線
の
形
状
を
析
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ケ
プ
ラ
ー
の
企
図
は
、
火

星
の
位
置
に
関
し
て
取
得
し
て
い
る
既
知
の
情
報
か
ら
、
観
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
未
知
の
位
置
を
も
包
み
込
み
な
が
ら
、
そ

れ
ら
を
楕
円
と
い
う
観
点
で
包
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
火
星
の
軌
道
が
楕
円
で
あ
る
と
い
う
ケ
プ
ラ
ー
の
発

見
は
、
既
知
の
個
別
的
な
標
本
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
標
本
も
す
べ
て
含
み
込
ん
で
い
る
母
集
団
の
特
質
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
も
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
思
考
は
、
帰
納
的
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
、
ミ
ル

は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
推
断
を
、「
あ
る
島
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
海
岸
の
継
起
的
な
点
に
関
す
る
一
連
の
観
察
を
表
現
し

た
航
海
士
の
そ
れ
」
に
な
ぞ
ら
え
る
28
。
す
な
わ
ち
、
航
海
士
は
、
島
の
全
体
的
な
形
状
に
関
す
る
描
像
に
基
づ
い
て
、
移
動
し
て
い
る

船
か
ら
見
え
る
島
の
個
々
の
地
点
を
繋
い
で
島
の
様
子
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ミ
ル
の
述
べ
方
か
ら
す
れ
ば
、
航
海
士
に
は
島

に
関
す
る
一
般
的
な
考
え
方
が
あ
っ
て
、
航
海
士
は
、
具
体
的
に
見
え
て
い
る
島
の
個
々
の
点
を
当
の
一
般
的
な
心
象
の
中
に
組
み
込
も
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う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
な
概
念
の
下
に
個
別
的
な
事
例
を
包
摂
し
て
い
く
操
作
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ル
の
指
摘
に
準
拠
す
る
か

ぎ
り
、
帰
納
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
火
星
の
軌
道
が
楕
円
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
が
ケ
プ
ラ
ー
に
あ
っ
て
、
ケ
プ
ラ
ー
が
そ

の
よ
う
な
把
握
の
下
に
火
星
の
動
き
に
関
す
る
個
々
の
観
測
を
置
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
の
試
み
は
、
航
海
士
の
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
、
帰
納
的
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
説
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
立
脚
し
て
、
そ
の
角
度
か
ら
、
な
ぜ
ケ
プ
ラ
ー
の
研
究
が
帰
納
的
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を

改
め
て
問
い
直
し
て
み
よ
う
。
次
の
二
つ
の
要
点
が
帰
納
の
徴
表
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。（
１
）
帰
納
的
結
論
が
明
別
し
よ
う

と
し
て
い
る
全
称
性
は
、
そ
れ
ま
で
に
観
察
の
標
的
に
な
ら
な
か
っ
た
対
象
を
も
含
み
込
も
う
と
す
る
包
括
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
別
言
す

れ
ば
、
帰
納
が
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
全
称
性
は
、
枚
挙
的
で
は
な
く
、
帰
納
の
結
論
は
、
帰
納
の
前
提
が
定
め
て
い
る
範
囲
を
超
え
て

し
ま
っ
て
い
る
。（
２
）
帰
納
の
結
論
が
主
張
し
て
い
る
一
般
性
の
根
拠
は
、
帰
納
の
前
提
を
構
成
し
て
い
る
具
体
的
な
事
例
の
個
別
性

に
依
拠
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ル
が
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
立
論
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
事
例

に
関
す
る
観
察
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず
し
も
要
請
し
な
い
形
で
、
結
論
の
一
般
性
を
言
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
帰
納
は
、
個
別
性
か
ら
一
般
性
を
引
き
出
す
と
い
う
論
理
的
な
飛
躍
を
内
蔵
す
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
二
つ
の
探
討
に
着
目
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
火
星
の
運
行
に
関
す
る
個
々
の
観
測
か
ら
火
星
の
連
続
的
な
運
行

を
導
出
し
よ
う
と
し
た
ケ
プ
ラ
ー
の
着
想
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
が
用
い
た
観
測
の
資
料
は
、
有
限
で
あ
り
、
か
つ
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
す
で

に
手
元
に
あ
る
資
料
を
枚
挙
的
な
全
称
性
で
取
り
纏
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
観
測
で
き
て
い
な
い
地
点
を
も
連
続
的
な
軌
跡

の
中
に
入
れ
込
も
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ケ
プ
ラ
ー
の
試
み
は
、
帰
納
の
第
一
の
特
徴
を
具
備
し
て
い
る
。
し
か
も
、
間
断
を
含
ま

な
い
軌
跡
が
火
星
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
具
体
的
な
観
測
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
具
体
的
な
観
測
が
な
け
れ
ば
、
ケ
プ

ラ
ー
は
、
火
星
の
軌
跡
を
連
続
的
に
掴
め
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
述
べ
方
か
ら
す
れ
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
帰
納
の
第
一
と
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第
二
の
特
徴
を
満
た
す
形
で
そ
の
推
理
を
展
開
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
推
定
を
帰
納

と
し
て
は
定
位
し
な
い
。
ケ
プ
ラ
ー
の
調
査
は
、
第
一
節
と
第
二
節
の
考
究
を
通
し
て
析
出
さ
せ
た
帰
納
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
の

に
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
帰
納
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
ミ
ル
は
、
個
々
の
観
測
か
ら
火
星
の
連
続
的
な
軌
跡
を
楕
円
と
し
て
包
括
的
に
認

証
し
た
ケ
プ
ラ
ー
の
試
図
を
帰
納
と
は
見
做
さ
な
い
の
か
。

第
四
節

数
学
的
帰
納
の
位
置
づ
け

前
節
で
は
、
ミ
ル
が
帰
納
と
い
う
名
称
の
謬
用
と
し
て
例
示
し
て
い
る
ケ
プ
ラ
ー
の
取
り
組
み
に
刮
目
し
た
。
第
一
節
と
第
二
節
の
論

考
を
通
し
て
際
立
た
せ
て
き
た
帰
納
的
推
理
の
表
徴
は
、（
１
）
前
提
の
網
羅
す
る
領
域
を
超
え
出
て
い
る
包
括
的
な
全
称
性
が
結
論
に

な
っ
て
い
る
こ
と
、（
２
）
そ
の
結
論
を
推
断
す
る
た
め
の
根
拠
が
前
提
の
示
す
限
定
的
な
事
例
に
も
っ
ぱ
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
二
点
で
あ
る
。
前
節
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
ケ
プ
ラ
ー
が
火
星
に
つ
い
て
実
施
し
た
尋
究
は
、
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
推
量
を
帰
納
と
し
て
は
評
価
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
所
述
し
た
よ
う

に
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
一
般
的
な
概
念
の
下
に
実
際
に
観
測
し
て
い
る
個
々
の
事
例
を
組
み
込
も
う
と
し
て
お
り
、
ミ
ル

は
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
帰
納
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
節
で
見
定
め
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
航
海
士

の
よ
う
に
、
惑
星
の
運
行
が
連
続
的
に
進
展
し
て
い
く
と
い
う
描
像
の
下
で
観
測
の
個
別
的
な
結
果
の
一
つ
一
つ
を
取
り
纏
め
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
ミ
ル
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
天
文
学
者
た
ち
は
、
惑
星
が
周
期
的
に
同
じ
場
所
に
戻
る
の
を
長
き
に
渡
っ
て
知
っ
て
い

た
」29
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
天
文
学
の
常
識
と
し
て
、
天
文
学
者
た
ち
は
、
惑
星
が
一
連
な
り
に
一
定
の
軌
道
の
上
を
移
動
す
る
と
い

う
状
況
を
天
文
の
事
実
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
説
述
す
べ
き
で
あ
る
。
ケ
プ
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ラ
ー
は
、
惑
星
の
連
続
的
な
運
動
に
関
す
る
一
般
的
な
想
到
を
あ
ら
か
じ
め
置
い
た
上
で
、
火
星
の
軌
道
が
無
間
で
あ
る
の
を
再
認
し
て

い
た
。
ミ
ル
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
、
帰
納
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
は
、
実
際
に
観
察
し
た
個
々
の
事
例
を
一
般
的
な
概
念
の
中
に
編
入
し
て
い
く
と
い
う
企
て
を
帰
納
と
は
同
定
し

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
逆
に
言
え
ば
、
ミ
ル
が
帰
納
と
し
て
識
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
推
論
で
は
、
実
際
に
観
察
で
き
て
い
る
個
別
的
な
事

例
が
起
点
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
航
海
士
の
推
察
も
、
ケ
プ
ラ
ー
の
推
知
も
、
帰
納
で
は
結
論
と
す
べ
き
一
般
的
な
理
解
を

前
提
に
設
置
し
て
、
手
元
に
あ
る
個
別
の
標
本
群
を
一
括
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
わ
た
く
し
た
ち

は
、
所
与
の
推
理
が
ミ
ル
の
言
う
帰
納
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
判
定
す
る
た
め
の
別
の
指
標
を
手
に
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当

の
推
理
が
完
全
に
個
別
的
な
事
例
か
ら
開
始
し
て
あ
ら
ゆ
る
標
本
を
含
み
込
む
包
括
性
を
新
た
に
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
観
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
前
節
で
述
定
し
た
よ
う
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
試
行
は
、
帰
納
的
推
理
で
あ
る
た
め
の

二
つ
の
項
目
を
揃
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ル
の
論
説
を
追
っ
て
い
け
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
通
し
て
、
わ

た
く
し
た
ち
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
奮
闘
を
帰
納
と
し
て
改
め
て
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
ミ
ル
の
証
言
に
よ
れ

ば
、
火
星
の
軌
道
が
連
続
的
で
あ
る
と
い
う
着
想
は
、「
ケ
プ
ラ
ー
の
生
ま
れ
る
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
た
」30
。
上
で
も
摘

示
し
た
よ
う
に
、
穴
隙
の
な
い
軌
跡
と
い
う
考
え
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
時
代
で
は
天
文
学
の
常
識
に
な
っ
て
い
て
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
そ
れ
に

信
拠
し
て
観
測
の
資
料
を
総
覧
し
、
火
星
の
軌
道
の
連
続
性
を
隠
伏
的
に
陳
述
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
質
的
な

帰
納
が
装
備
し
て
い
る
第
三
の
特
色
を
明
晰
に
定
式
化
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
帰
納
の
包
括
的
な
結
論
が
内
蔵
し
て
い
る
把
握
は
、
帰
納

的
推
理
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
先
行
し
て
確
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
探
究
に
は
帰
納
的
な
局
面
は
、
ほ
ん
と
う
に
な
に
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
は
、「
ケ
プ
ラ
ー
の
事
例

で
係
わ
っ
て
い
る
唯
一
の
ほ
ん
と
う
の
帰
納
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
31
。「
火
星
の
観
察
さ
れ
た
場
所
が
想
像
上
の
楕
円
に
あ
る
も
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ろ
も
ろ
の
点
に
よ
っ
て
正
し
く
表
示
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
火
星
は
、
そ
れ
と
同
じ
楕
円
で
公
転
し
続
け
る
は
ず
で
あ

る
」32
。
こ
の
推
理
の
前
提
は
、
こ
う
で
あ
る
。
火
星
の
運
行
に
関
す
る
観
測
に
よ
っ
て
判
明
し
た
地
点
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
一
定
の
楕
円

の
上
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
的
な
事
例
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
、
帰
納
の
前
提
と
し
て
働
く
。
上
の
引
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
当
の

推
理
は
、
そ
こ
に
は
停
留
せ
ず
に
、
観
測
で
は
捕
捉
で
き
て
い
な
い
火
星
の
動
き
が
す
べ
て
当
の
楕
円
の
上
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う

仕
方
で
包
括
的
な
結
論
を
拡
張
的
に
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
包
括
性
の
考
拠
は
、
前
提
が
提
起
し
て
い
る
有
限
な
観
測
に
連
結
し
て
い

る
。
具
体
的
に
見
極
め
た
火
星
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
が
楕
円
を
形
作
っ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
点
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
発
見
が
こ
の
推

考
に
先
駆
け
て
ケ
プ
ラ
ー
の
頭
の
中
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
本
節
で
整
理
し
た
帰
納
の
要
点
も
所
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
ミ
ル
は
、
上
で
引
い
た
思
考
の
過
程
を
帰
納
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

す
で
に
引
証
し
た
よ
う
に
、
天
文
学
者
に
と
っ
て
は
、
火
星
が
一
つ
の
軌
道
に
沿
っ
て
動
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
当
然
の
事
柄
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ミ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
明
述
し
て
い
る
。「
こ
れ
が
確
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
ケ
プ
ラ
ー
に
と
っ

て
行
う
べ
き
帰
納
は
、
な
に
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
そ
れ
以
上
の
ど
の
よ
う
な
帰
納
も
行
わ
な
か
っ
た
」33
。
こ
れ

は
、
明
ら
か
に
上
述
し
た
内
容
と
は
矛
盾
す
る
発
言
で
あ
る
。
ミ
ル
は
、
一
方
で
は
ケ
プ
ラ
ー
の
立
論
が
帰
納
的
で
あ
っ
た
と
言
い
、
他

方
で
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
ミ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
混
乱
を
来
す
よ
う
な
言
説
に
関
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ミ
ル
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
研
尋
を
別
様
に
も
描
写
し
て
い
る
。「
惑
星
が
同
じ
軌
道
で
動
き
続
け
る
の
を
す
で
に
知
り
つ
つ
、
ケ
プ
ラ

ー
は
、
楕
円
が
過
去
の
軌
道
を
正
し
く
表
示
し
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
と
き
に
、
そ
れ
が
将
来
の
軌
道
を
表
示
す
る
は
ず
で
あ
る
の
を
知

っ
た
」34
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
以
前
か
ら
所
持
し
て
い
た
資
料
が
示
す
火
星
の
軌
道
が
楕
円
の
一
部
で
あ
る
の
を
察
知
し
て
、
こ
れ
か
ら
火

星
が
移
動
す
る
は
ず
の
個
所
も
そ
の
楕
円
の
上
に
あ
る
の
を
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
上
で
も
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
確

か
に
帰
納
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ル
の
書
き
方
を
も
う
少
し
分
節
化
す
れ
ば
、
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
の
は
、
火
星
が
一
定
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の
連
続
的
な
軌
道
に
従
っ
て
周
期
的
に
運
動
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
ケ
プ
ラ
ー
の
中
に
す
で
に
あ
っ
た
、
と
い
う
了
得
で
あ
る
。

ケ
プ
ラ
ー
は
、
実
際
に
観
測
し
た
火
星
の
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
位
置
が
互
い
に
結
び
つ
い
て
一
つ
の
針
路
を
形
成
し
て
い
る
と
い

う
着
意
を
手
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
楕
円
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
把
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ミ
ル
に
従
え
ば
、「
楕
円
に
つ

い
て
の
考
え
方
は
、
ケ
プ
ラ
ー
の
精
神
に
浮
か
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
当
の
惑
星
の
軌
道
を
楕

円
と
同
一
視
で
き
た
」35
。
こ
の
文
言
が
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ル
に
あ
っ
て
は
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
火
星
の
軌
道
が
楕
円
で

あ
る
と
い
う
立
言
を
帰
納
的
に
導
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
上
で
帰
納
と
し
て
認
定
し
た
ケ
プ
ラ
ー
の
推
理
は
、
あ
く
ま
で
も
楕
円

と
い
う
考
え
方
を
個
別
的
な
資
料
か
ら
拾
い
上
げ
て
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
了
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
の
真
意
は
、
ケ

プ
ラ
ー
の
吟
味
の
実
際
を
そ
の
よ
う
に
編
成
す
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
火
星
の
軌
道
が
連
続
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を

置
い
た
上
で
、
実
地
に
観
測
し
た
火
星
の
個
々
の
位
置
を
そ
の
下
に
包
含
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ミ
ル
の
視
点
か

ら
す
れ
ば
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
火
星
の
軌
道
が
楕
円
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
帰
納
的
に
誘
導
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
楕
円
と
い
う
考
え

が
あ
ら
か
じ
め
ケ
プ
ラ
ー
に
存
在
し
て
い
て
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
そ
の
下
に
観
測
の
資
料
を
収
容
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
も
は

や
帰
納
で
は
な
い
。
ミ
ル
の
述
べ
方
を
借
り
れ
ば
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
、「
数
多
く
の
詳
細
が
単
一
の
命
題
の
中
で
纏
め
上
げ
ら
れ
る

の
を
可
能
に
す
る
記
述
的
な
操
作
」36
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
帰
納
と
し
て
再
構
築
で
き
も
す
る
ケ
プ
ラ
ー
の
探
究
は
、
現
実
に
は
、
す

で
に
成
立
し
て
い
る
一
般
的
な
概
念
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
標
本
を
格
納
し
て
い
く
と
い
う
営
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ミ
ル
の
用
語
法
に
従
え

ば
、
帰
納
で
は
な
く
、
記
述
で
あ
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
の
言
う
帰
納
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
理
解
が
獲
得
で
き
れ
ば
、
数
学
的
帰
納
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
ま
で
の
考
究
に
よ
っ
て
帰
納
の
三
つ
の
性
格
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、（
１
）
前
提
の
範
囲
を
超
出
し
た
結
論
の
包
括
的

全
称
性
、（
２
）
個
別
的
な
前
提
に
連
結
し
て
い
る
結
論
的
論
拠
の
限
定
性
、（
３
）
結
論
を
構
成
す
る
包
括
的
把
握
の
後
件
的
創
出
、
こ
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れ
ら
三
つ
で
あ
る
。
数
学
的
帰
納
は
、
母
集
団
の
中
か
ら
任
意
に
標
本
を
取
り
出
し
、
そ
の
標
本
が
一
定
の
属
性
を
持
っ
て
い
る
と
仮
定

し
て
、
次
の
段
階
に
あ
る
標
本
に
も
当
の
属
性
が
あ
る
の
を
具
体
的
に
証
明
し
た
上
で
、
そ
れ
を
拠
り
所
に
し
て
、
く
だ
ん
の
属
性
が
母

集
団
の
あ
ら
ゆ
る
成
員
に
あ
る
の
を
結
論
す
る
。
数
学
的
帰
納
で
は
、
証
明
を
象
る
具
体
的
な
観
察
は
、
個
別
的
な
標
本
を
指
向
し
て
お

り
、
結
論
の
包
括
性
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
数
学
的
帰
納
は
、
帰
納
の
第
一
の
特
性
を
充
足

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
学
的
帰
納
が
標
本
に
つ
い
て
展
開
し
て
い
る
具
体
的
な
観
察
は
、
抽
出
す
る
標
本
の
任
意
性
を
担
保
し

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
数
学
的
帰
納
は
、
帰
納
の
論
理
的
な
飛
躍
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
帰
納
の
第
二
の
特
性
を
排
除
し
て
、
そ
の
結
論

か
ら
論
理
的
な
瑕
疵
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
帰
納
は
、
帰
納
の
第
二
の
特
性
を
保
障
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点

で
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と
同
列
に
位
置
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
数
学
的
帰
納
で
は
、
任
意
の
標
本
に
関
す
る
具
体
的
な
考

察
が
証
明
の
中
核
を
形
成
し
て
お
り
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
の
よ
う
に
そ
れ
を
外
し
て
し
ま
え
ば
、
数
学
的
帰
納
は
、
も
は
や
成

り
立
た
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
帰
納
の
結
論
は
、
ミ
ル
の
言
う
帰
納
と
同
じ
く
、
そ
の
論
拠
を
標
本
に
関
す
る
個
別
的
な
考
察

に
接
合
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
数
学
的
帰
納
で
も
、
母
集
団
に
関
す
る
包
括
的
把
握
は
、
結
論
と
し
て
よ
う
や
く
樹
立
す
る
の
で
あ

り
、
前
件
的
に
先
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
帰
納
が
包
有
す
る
三
つ
の
特
性
は
、
論
理
的
に
飛
躍
し
た
立
論
が
帰
納
の
本
性
で
あ
る

の
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
数
学
的
帰
納
は
、
真
正
の
帰
納
で
は
な
い
。
し
か
し
、
数
学
的
帰
納
は
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
と

か
記
述
と
か
に
比
べ
れ
ば
、
三
つ
の
帰
納
的
要
素
を
兼
備
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
照
準
を
定
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
結
論
で
き
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
数
学
的
帰
納
は
、
論
理
学
と
数
学
の
中
で
帰
納
と
い
う
名
称
を
担
っ
て
い
る
論
証
的
立
論
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

本
論
で
は
、
ミ
ル
の
論
述
に
沿
っ
て
、
研
究
者
た
ち
が
不
当
に
帰
納
と
し
て
扱
っ
て
い
た
い
く
つ
か
の
立
論
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
非
帰
納
的
な
性
質
を
炙
り
出
し
て
、
帰
納
の
三
つ
の
要
所
を
剔
抉
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
の
構
想
す
る
帰
納
は
、（
１
）
前

提
が
指
定
し
て
い
る
圏
域
を
乗
り
越
え
て
包
括
的
全
称
性
を
結
論
し
よ
う
と
し
て
お
り
、（
２
）
そ
の
よ
う
な
結
論
を
唱
道
す
る
た
め
の

基
盤
を
前
提
の
個
別
的
な
吟
味
に
限
局
し
た
上
で
、（
３
）
当
の
結
論
の
中
で
包
括
的
把
握
を
後
件
的
に
立
言
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

帰
納
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
把
捉
を
成
形
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
第
一
節
で
は
、
次
の
点
を
確
認
し
た
。「
水
星
も
、
金
星
も
、
地

球
も
、
火
星
も
、
木
星
も
、
土
星
も
、
天
王
星
も
、
海
王
星
も
、
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
前
提
か
ら
「
太
陽
系
の
あ
ら
ゆ
る

惑
星
は
、
太
陽
の
光
で
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
く
る
の
は
、
帰
納
で
は
な
い
。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
全
称
性
は
、
太
陽
系

の
惑
星
を
す
べ
て
枚
挙
し
て
そ
れ
ら
を
束
ね
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
枚
挙
的
全
称
性
に
留
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
帰
納
の
力
説
す
る
全
称

性
は
、
前
提
で
網
羅
し
て
い
る
標
本
の
領
野
を
踏
み
越
え
て
い
く
包
括
的
全
称
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
帰
納
の

第
一
の
特
性
を
炙
り
出
し
た
。
次
に
、
第
二
節
で
は
、
第
一
節
の
論
議
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
に
指
目
し
た
。

推
論
の
同
等
性
に
よ
る
帰
納
で
は
、
標
本
に
関
す
る
具
体
的
な
考
究
は
、
当
の
立
論
の
中
核
を
受
け
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ

を
演
繹
的
な
論
証
に
置
換
で
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
立
論
は
、
帰
納
的
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
帰
納
で
は
、
標
本
の

個
別
的
な
観
察
は
、
結
論
を
導
出
す
る
と
き
の
礎
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
帰
納
的
推
理
は
、
そ
の
足
場
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。

個
々
の
標
本
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
帰
納
的
結
論
を
鋳
出
す
の
に
欠
か
せ
な
い
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
帰
納

の
第
二
の
特
性
を
判
明
に
し
た
。
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ミ
ル
は
、
研
究
者
た
ち
が
不
当
に
帰
納
と
し
て
認
知
し
て
い
る
探
索
を
、
火
星
の
連
続
的
な
軌
道
が
楕
円
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
ケ
プ
ラ
ー
の
研
尋
に
見
て
い
る
。
第
三
節
で
は
、
な
ぜ
ミ
ル
が
ケ
プ
ラ
ー
の
探
討
を
帰
納
と
し
て
見
定
め
な
い
の
か
、
そ
の
背
景
に
接

近
し
な
が
ら
、
帰
納
の
第
三
の
特
性
を
分
明
に
し
よ
う
と
し
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
観
測
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
た
個
々
の
資
料
か
ら
軌
道
の

形
態
を
考
案
し
た
の
で
は
な
く
て
、
観
測
を
通
し
て
す
で
に
分
か
っ
て
い
た
火
星
の
位
置
を
す
で
に
ケ
プ
ラ
ー
が
描
出
し
て
い
た
一
般
的

な
形
象
の
中
に
織
り
込
も
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
帰
納
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
帰
納
は
、
一
般
的
な
言
明
の
下
に
個
々
の
事
例
を
包

摂
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
事
後
的
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
立
論
の
過
程
で
は
、
一
般
的
な
言
明
を
結

論
に
繋
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
帰
納
の
土
台
を
三
つ
の
視
角
か
ら
く
っ
き
り
と
さ
せ
て
、
最
後
に
、
第
四
章
で
は
、

数
学
的
帰
納
に
関
す
る
視
座
を
造
形
し
よ
う
と
し
た
。
本
論
で
闡
明
し
た
帰
納
の
本
性
か
ら
す
れ
ば
、
帰
納
が
立
言
す
る
包
括
的
全
称
性

は
、
部
分
か
ら
全
体
に
至
る
と
い
う
論
理
的
飛
躍
に
由
来
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
論
理
学
と
数
学
に
そ
の
よ
う
な
論
理
的
飛
躍

を
持
ち
込
め
な
い
の
で
、
数
学
的
帰
納
は
、
そ
の
結
論
の
論
理
的
な
妥
当
性
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
数
学
的
帰
納
の
立

論
的
構
造
は
、
部
分
的
証
明
の
漸
進
的
累
積
に
よ
っ
て
包
括
的
全
称
性
を
結
論
的
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
帰
納
の
三
つ
の
基
軸
を

実
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

数
学
的
帰
納
を
論
理
学
の
現
代
的
な
知
見
か
ら
眺
め
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
公
理
的
集
合
論
は
、
一
定
の
公
理
を
定
め
て
、
集
合
と

い
う
概
念
に
論
理
的
な
基
底
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
公
理
の
一
つ
に
正
則
性
に
関
す
る
公
理
が
あ
る
。
こ
の
公
理
は
、

わ
た
く
し
た
ち
が
集
合
に
つ
い
て
抱
く
常
識
的
な
観
念
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
不
規
則
な
集
合
を
排
除
す
る
た
め
の
公
理
で
あ
る
37
。
た

と
え
ば
、
あ
る
集
合
が
そ
れ
自
身
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
考
え
に
く
い
し
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
所
与
の
集
合
が
別
の
集
合
の
要

素
に
な
り
な
が
ら
同
時
に
後
者
の
集
合
が
前
者
の
集
合
の
要
素
で
あ
る
よ
う
な
二
つ
の
集
合
を
例
示
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
正
則
性
に

関
す
る
公
理
は
、
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
集
合
を
公
理
的
集
合
論
の
体
系
か
ら
擯
斥
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
x
が
y
の
要
素
で
あ
る
と
い
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う
関
係
を���
と
い
う
仕
方
で
定
式
化
し
よ
う
。
す
る
と
、
正
則
性
に
関
す
る
公
理
は
、
要
素
的
関
係
が
無
際
限
に
降
り
て
い
く
よ
う

な
状
況
も
回
避
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
則
性
に
関
す
る
公
理
は
、
次
の
よ
う
な
無
限
下
降
列
を
公
理
的
集
合
論
の
体
系
か
ら
除
外
し

て
い
る
。

�������� ��� ������� ���
こ
の
よ
う
な
無
限
下
降
列
を
惹
起
し
な
い
体
系
は
、
整
礎
的
（w

ell-founded

）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
正
則
性
に
関
す
る
公
理
は
、
集

合
の
規
則
性
を
乱
す
集
合
と
は
距
離
を
置
い
て
、
公
理
的
集
合
の
体
系
的
基
礎
を
整
え
て
い
る
。
正
則
性
に
関
す
る
公
理
か
ら
、
次
の
主

張
を
導
出
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
x
の
要
素
で
あ
る
y
の
す
べ
て
に�
と
い
う
属
性
が
あ
る
と
き
に
x
に
も
そ
の
属
性
が
あ
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
集
合
に
も�
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
素
的
関
係
に
基
づ
い
て
、
数
学
的
帰
納
を
示
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
あ
る
母
集
団
の
あ

ら
ゆ
る
標
本
が
特
定
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
、
母
集
団
も
そ
の
性
質
を
所
有
し
て
い
る
の
が
証
明
可
能
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

母
集
団
も
当
の
性
質
を
保
有
し
て
い
る
、
と
い
う
結
論
を
立
言
で
き
る
。
こ
の
論
証
は
、
一
般
的
な
数
学
的
帰
納
と
同
じ
よ
う
に
、
任
意

の
母
集
団
に
つ
い
て
の
部
分
的
な
考
察
に
基
づ
い
て
母
集
団
に
関
す
る
全
体
的
な
言
明
を
引
き
出
し
て
い
る
。
公
理
的
集
合
論
で
は
、
こ

の
よ
う
な
数
学
的
帰
納
を
公
理
と
し
て
承
認
す
れ
ば
、
正
則
性
に
関
す
る
公
理
を
そ
の
系
と
し
て
証
明
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
帰

納
を
要
請
す
る
公
理
的
集
合
論
は
、
集
合
と
集
合
と
の
間
か
ら
変
格
的
な
要
素
的
関
係
を
除
去
し
て
、
体
系
の
規
則
的
な
様
態
を
整
序
し

て
い
る
。
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
整
礎
性
を
確
保
で
き
て
い
る
公
理
的
集
合
論
で
は
、
数
学
的
帰
納
を
駆
使
し
て
、
部
分
で
了
解
で
き
る
こ

と
を
全
体
に
拡
充
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
は
、
自
然
の
斉
一
性
と
帰
納
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
自
然
の
進
み
行
き
が
斉
一
的
で
あ
る
と
い
う
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命
題
は
、
帰
納
の
基
本
的
な
原
理
あ
る
い
は
一
般
的
な
公
理
で
あ
る
」38
。
公
理
的
集
合
論
の
用
語
法
を
援
用
す
れ
ば
、
体
系
の
整
礎
性

を
担
保
す
る
正
則
性
に
関
す
る
公
理
と
要
素
的
関
係
に
基
づ
く
数
学
的
帰
納
の
原
理
と
は
、
互
い
に
同
格
で
あ
る
。
誤
解
の
謗
り
を
覚
悟

に
分
か
り
や
す
く
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
公
理
的
集
合
論
の
体
系
を
き
ち
ん
と
整
え
れ
ば
、
そ
の
中
で
数
学
的
帰
納
を
駆
使
で
き
る
し
、

数
学
的
帰
納
を
証
明
の
手
法
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
は
、
公
理
的
集
合
論
の
体
系
か
ら
変
則
的
な
事
例
を
排
斥
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ミ
ル
の
発
言
を
踏
ま
え
れ
ば
、
自
然
に
関
す
る
探
究
に
つ
い
て
も
、
自
然
が
斉
一
的
で
あ
れ
ば
、
帰
納
は
、
自
然
の
中
で
有
効

に
働
く
し
、
帰
納
を
利
用
し
よ
う
と
思
え
ば
、
自
然
が
斉
一
的
で
あ
る
の
が
望
ま
し
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
述
定
し
て
し
ま
え

ば
、
次
の
よ
う
な
反
論
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帰
納
に
よ
っ
て
し
か
確
認
で
き
な
い
自
然
の
斉
一
性
を
帰
納
の
論
拠
に
置
く
の

は
、
論
点
先
取
の
虚
偽
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
ミ
ル
は
、
自
然
の
斉
一
性
を
帰
納
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
そ
れ
を
残
さ
れ
た
課
題
と
し
た
い
。
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