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豆
思
ー
味
の
論
理
学
』に
お
け
る
静
的
発
生
と
動
的
発
生
に
つ
い
て

(
1
)
 

〈
要
旨
〉

本
稿
は
、
ド
ゥ
ル
i

ズ
前
期
の
第
二
の
主
著
で
あ
る
『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
、

そ
の
全
体
様
成
を
規
定
し
て
い
る
〈
静
的
発
生
〉
と
〈
動
的
発
生
〉
と
い
う
テ
ー
マ
に

関
し
て
、
さ
し
あ
た
り
前
半
部
に
お
け
る
〈
静
的
発
生
〉
の
構
成
を
た
ど
り
返
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

吋
意
味
の
論
現
学
』
は
、
「
差
異
と
反
復
』
に
お
い
て
描
か
れ
た
、
ド
ゥ
ル

l

ズ
の
生

成
の
存
在
論
を
、
一
一
豆
諸
と
論
理
と
い
う
事
象
に
適
応
し
て
い
く
と
い
う
側
面
を
も
っ
。

そ
こ
で
言
語
に
お
け
る
「
意
味
」
の
位
相
は
、
「
指
示
作
用
」
「
表
示
作
用
」
「
意
味
作
用
問
」

と
は
異
な
っ
た
、
一
言
語
を
諮
る
第
四
の
次
元
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
意

味
」
の
位
相
は
、
「
出
来
事
性
」
や
「
特
異
性
」
に
関
す
る
ド
ゥ
ル
i
ズ
の
存
在
論
的
議

論
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
間
的
・
空
間
的
に
展
開
さ
れ
る
生

成
の
議
論
に
、
「
意
味
」
の
探
求
は
新
た
な
局
面
を
付
け
加
え
る
。

「
意
味
」
は
、
「
意
味
作
用
巴
の
観
点
か
ら
は
「
中
立
」
的
で
あ
り
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
介
し
て
し
か
検
討

で
き
な
い
。
「
表
題
」
と
も
佼
援
づ
け
ら
れ
る
そ
う
し
た
「
意
味
」
の
位
相
は
、
し
か
し

檎
垣

立
哉

そ
れ
と
同
時
に
、
「
超
越
論
的
領
野
」
と
し
て
も
機
能
し
、
言
語
の
諸
要
素
を
構
成
し
て

い
く
場
で
あ
る
も
の
と
解
明
さ
れ
て
い
く
。
八
静
的
発
生
〉
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
は
、

こ
う
し
た
「
窓
味
」
の
位
相
か
ら
の
、
言
語
の
議
姿
索
の
構
成
の
こ
と
で
あ
る
。
「
深
田
脳
」

の
「
身
体
」
か
ら
の
「
一
言
語
」
の
構
成
は
、
〈
動
的
発
生
〉
の
議
論
と
し
て
、
こ
れ
に

引
き
続
い
て
展
開
さ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ド
ゥ
ル
l
ズ

生
成

出
来
事

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

一
ず
一
口
一
語
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1

・
は
じ
め
に

i
i

司
意
味
の
論
理
学
』
の
構
成
と
位
置1
1

吋
意
味
の
論
理
学
』
は
、
ド
ゥ
ル
i

ズ
自
身
の
思
考
の
展
開
の
な
か
で
、
あ

る
揮
の
屈
曲
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
審
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
っ
位
置
づ
け
は
、

論
じ
き
る
の
に
い
さ
さ
か
難
し
い
。

こ
の
書
物
は
、
『
差
異
と
反
復
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
出
来
事
」
や
、

「
理
念
」
的
な
水
準
で
語
ら
れ
る
そ
の
存
在
概
念
に
関
す
る
議
論
を
受
け
、

そ

れ
を
、
『
差
異
と
反
復
』
の
段
騎
で
は
明
確
に
捕
か
れ
な
か
っ
た
一
一
一
一
塁
間
や
論
理

と
い
っ
た
主
題
に
向
け
て
適
応
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
書
物
は
、

同
時
に
、
そ
う
し
た
議
論
を
、
ま
さ
に
底
部
の
方
向
に
超
え
て
い
く
よ
う
な
力

線
を
引
く
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
力
線
は
、
後
期
ド
ゥ
ル

i

ズ
が
、
ガ

タ
リ
と
の
共
著
に
お
い
て
、
前
期
の
思
考
と
は
別
の
形
態
で
仕
事
を
始
め
て
い

く
軌
跡
と
重
な
り
あ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
二
重
の
力
が
こ
こ
で
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
で
は
、
こ
の

審
物
に
お
い
て
は
、
吋
品
一
皮
異
と
反
復
』
を
、

に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
方

向
か
ら
捉
え
返
し
、
「
意
味
」
の
場
面
を
、
と
り
わ

に
つ
き
ま
と
う
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
装
援
を
利
用
し
な
が
ら
、

の
記
述
の
な
か
に

位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
成
の
存
在
論
と
「
意
味
」

の
論
述
と
が
折
り
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
「
表
層
」
に

お
い
て
震
関
さ
れ
る
、
「
意
味
の
論
理
学
」
を
描
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

「
表
層
」
の
働
き
と
も
い
わ
れ
る
こ
う
し
た
「
意
味
」
の
領
野
は
、
こ
の
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物
の
術
語
で
い
え
ば
、
「
一
一
次
的
組
織
化
」
(
で

O
G
S
広
田
氏8
8
8
E

田
町
四
)
と
い

の
論
理
の
な
か
で
、
最

う
位
相
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

終
的
に
は
「
一
一
一
次
的
配
罷
」
(
{
咽

o
a
c
s
g
n
m
件
。a
a
B
)と
し
て
一
言
語
的
諸
関
係

が
「
構
成
」
さ
れ
て
い
く
道
筋
を
、

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
「
静
的
発
生
」
(
加
白
昆
回
目

的
件
血
圧
c
m
)と
名
ざ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
一
一
次
的
組
織
化
」
の
位

相
は
、
ま
さ
に

2
一
年
異
と
皮
復
』
で
の
「
出
来
事
」
の
場
面
と
重
な
り
あ
う
。

そ
こ
で
の
「
発
生
」
の
議
論
は
、
「
静
的
」
と
語
ら
れ
は
す
る
が
、
決
し
て
軽

損
容
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
他
方
、
そ
れ
と
問
時
に
、
こ
う
し
た
「
意
味
」
の
位
相
は
、
さ
ら
に

そ
の
底
部
へ
と
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
に
、
根
底
的
に
無
意
味
な
も
の
の
力
に
哨

さ
れ
る
と
描
か
れ
る
こ
と
に
も
着
自
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の

語
は
、
ま
さ
に
、

と
記
述
さ
れ
る
無
成
の
深
み
へ
と
溶
ち
込
ん
で
い

く
の
で
あ
る
。
こ
の

の
場
面
の
こ
と
を
、
ド
ゥ
ル
i

ズ
は
「
一
次
的

領
域
」
(
で
o
a
お

M
V円
一
院
長
田
円
四
)
と
名
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
一

一
次
的
組
織
化
」
(
日
「
形
而
上
学
的
表
麗
」
で
あ
り

次
的
領
域
」
か
ら
の

「
超
越
論
的
舘
野
」
と
論
じ
ら
れ
る
も
の
)
の
形
成
の
働
き
を
、

さ
ら
に
「
動

的
発
生
」
(
加
。
口
和
田
自
身

5
5

告
白
)
と
し
て
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
表
層
」
で
あ
る
「
二
次
的
組
織
化
」
を
論
じ
る
た
め
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る

も
の
は
、

ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
深
層
」
の
ご
次
的
領
域
」
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
は
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
!
の
叫
び
で
あ
り
、
そ
の
い
っ

さ
い
の
分
節
化
を
欠
く
よ
う
な
「
精
神
分
裂
的
」

で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル



と
ア
ル
ト
l
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
表
層
」
と
「
深
層
」
を
語
る
代
表
と
し
て
、
こ

の
書
物
で
重
視
さ
れ
る
。

そ
し
て
「
表
層
」
が
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
通
じ
た
「
ス
ト
ア
派
」
の
ロ
ジ
ツ

ク
ル
ス

そ
こ
で
の

ユ
ー
モ
ア
」
(
ぎg
o
c

円
)
と
を
軸
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と

対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
、
「
深
層
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
は
「
前
ソ
ク
ラ
テ

ス
派
」
の
「
分
裂
症
」
的
な
世
界
と
、
そ
こ
で
の
「
風
刺
」
(
長E
A
E
)で
あ

る
(
「
プ
ラ
ト
ン
」
的
な
「
操
欝
的
」
体
勢
に
お
い
て
と
り
だ
さ
れ
る
「
イ
ロ

ニ
i

」
(
F
g三
目
)
が
、
こ
の
両
者
の
中
間
に
組
み
込
ま
れ
る
)
。

こ
の
よ
う
に
「
表
麗
」
と
対
比
さ
れ
る
「
分
裂
症
」
的
な
「
深
層
」
は
、
ま

た
メ
ラ
ニ

i

・
ク
ラ
イ
ン
が
描
き
だ
す
「
前
エ
デ
ィ
プ
ス
」
的
な
世
界
で
も
あ

る
。
ド
ゥ
ル
!
ズ
は
、
こ
の
世
一
日
物
の
後
半
部
で
は
、
「
深
層
」
か
ら
の

の
「
発
生
」
を
描
く
た
め
に
、
ま
さ
に
メ
ラ
ニ
'
p
o
b
s
-ク
ラ
イ
ン
の
提
示
す
る
精

神
分
析
的
な
構
図
を
そ
の
ま
ま
に
借
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、
り
「
口
唇

l

旺
門
」

的
な
「
部
分
対
象
」
あ
る
い
は
コ
間
性
器
的
な
性
感
帯
」
か
ら
な
る
、
「
深
層
」

の
「
分
裂
症
i

パ
ラ
ノ
イ
ア
」
的
な
体
勢
の
位
相
、

勾
そ
こ
か
ら
「
良
い
対

象
」
が
現
れ
(
「
フ
ァ
ロ
ス

「
操
欝
」
的
な
体
勢
が
出
現
す
る
段
階
、
勾
最
終
的
に
「
去
勢
い
の
「
フ
ァ
ロ

が
関
わ
り
あ
う
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
」
体
勢
に
よ
っ
て
「
性
的
表
層
」
が

の
性
感
帯
的
な
接
合
)
、
「
高
さ
」
を
介
し
た

ス現
れ
て
く
る
事
態
、
こ
の
一
一
一
つ
が
、
「
動
的
発
生
」
の
具
体
的
な
行
程
と
し
て

描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
段
階
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
、

り
ノ
イ
ズ
、
勾
声
、
り
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
、

の
発

生
が
根
底
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
く
と
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
こ
れ
ら
の
段
階

は
ま
た
、
先
に
述
べ
た
、
り
「
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
派
」
、
勾
「
プ
ラ
ト
ン
」
、
り

「
ス
ト
ア
派
」
と
い
う
区
分
に
も
、
さ
ら
に
そ
こ
で
の
り
「
シ
ミ
ュ
ラ
1

ク
ル
」
、

勾
「
イ
ド
ラ
」
、
り
「
イ
マ
!
ジ
ご
と
い
う
、
記
述
対
象
の
区
分
に
も
重
な

り
あ
う
)
。

つ
ま
り
こ
の
書
物
に
お
い
て
、

屈
で
は
、

の

-
形
而
上

学
的
・
超
越
論
的
な
「
意
味
」
と
「
出
来
事
」
の
場
面
こ
そ
が
、
「
静
的
発
生
」

が
成
立
す
る
局
面
と
し
て
際
だ
た
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
他
面
で
は
、
「
深
層
」

の
身
体
的
・
精
神
分
裂
症
的
な
位
栢
が
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
語
ら
れ
る
「
表
層
」

と
は
別
の
仕
方
で
の
無
意
味
と
し
て
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、

「
表
層
」
が
「
深
田
勝
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
い
な
が
ら
現
出
す
る
こ
と
が
、
「
動
的

発
生
」
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
意
味
の
論
理
学
』
後
半
に
関
わ
る
、
こ
う
し
た
「
動
的
発
生
」
の
議
論
は
、

「
出
来
事
」
と
そ
の
「
個
体
化
」
の
論
理
を
(
と
り
わ
け
「
潜
在
性
」
が
「
現

業
化
」
し
て
い
く
ル
i

ト
と
し
て
)
探
っ
て
い
く
議
論
を
お
も
な
も
の
と
す
る
、

吋
差
異
と
反
復
』
の
論
述
に
お
い
て
は
彰
に
隠
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
こ
う
し
た
「
深
層
」
の
提
示
は
、

ド
ゥ
ル
!
ズ
自
身
の
議
論
の
展
開

を
描
く
も
の
と
も
い
え
る
。
ド
ゥ
ル
i

ズ
が
、
こ
の
後
ガ
タ
リ
と
の
共
著
に
お

い
て
、
ア
ル
ト

i

の
述
べ
る
「
深
層
」
の
身
体
で
あ
る
「
器
官
な
き
身
体
」

(
n
o
G
回
目
白
ロ
∞
。
G
E
C
を
、
自
ら
の
議
論
の
ひ
と
つ
の
軸
と
し
て
い
く
こ
と
を

考
え
て
も
、
こ
う
し
た
展
開
の
も
つ
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
ド
ゥ
ル

1

ズ
は
、
こ
れ
以
降
の
書
物
で
は
、
素
朴
に

「
深
層
」
を
論
じ
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
ら
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら

し
か
し
、

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
吋
意
味
の
論
理
学
』
の
位
寵
づ
け
の
微
妙
さ
が
現
れ
る
。

た
と
え
ば
ド
ゥ
ル

i

ズ
は
、
こ
の
後
に
は
、
「
表
象
」
と

と
い
う
区
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分
に
興
味
が
な
い
と
い
う
趣
旨
の
発
雷
も
な
し
て
い
る
(
「
ノ
マ
ド
的
思
考
」

『
無
人
島
』
所
収
参
照
)
。
こ
こ
で
は
「
深
層
」
の
領
域
を
描
く
と
さ
れ
る
「
シ

ミ
ュ
ラ

i

ク
ル
」
と
い
う
術
語
も
、
お
お
よ
そ
姿
を
消
す
だ
ろ
う
。
『
ア
ン
チ
・

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
や
吋
干
の
プ
ラ
ト
!
』
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
「
機

械
」
と
い
う
概
念
、
と
り
わ
け
後
者
に
お
け
る
「
抽
象
機
械
」
の
探
念
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
「
内
在
」
と
い
う
あ
り
方
が
際
だ
っ
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
を
「
表
層
」
と
対
比
さ
れ
る
「
深
庸
」
と
端
的
に
形
容
す
る
こ
と
は
な
く

な
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
そ
こ
で
は
、
精
神
分
析
的
な
事
例
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
も
変
化
す

メ
ラ
ニ
!
・
ク
ラ
イ
ン
流
の
精
神
分

る
。
吋
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、

析
を
、
素
朴
と
い
え
る
ほ
ど
ま
で
に
基
礎
づ
け
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
が
自
に

つ
い
て
い
た
。
し
か
し
吋
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
け
る
精
神
分
析
批

判
を
見
る
ま
で
も
な
く
(
そ
こ
で
は
メ
ラ
ニ
!
・
ク
ラ
イ
ン
の
評
価
も
ア
ン
ど

パ
レ
ン
ト
な
も
の
に
な
る
)
こ
う
し
た
構
図
は
と
ら
れ
な
く
な
る
。

そ
し
て

(
ガ
タ
り
と
共
闘
し
て
生
み
だ
さ
れ
る
)
独
自
の
「
分
裂
者
分
析
」
の
た
だ
中

へ
と
入
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
差
異
と
反
復
』
と
は
異
な
っ
た
、
2
思
-
味
の
論
理
学
』
に
お
け
る

ド
ゥ
ル
i

ズ
の
議
論
の
展
開
問
は
、
あ
る
意
味
で
は
後
期
ド
ゥ
ル
i

ズ
の
思
考
の

方
向
性
を
指
し
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
こ
の

書
物
に
限
定
的
な
部
分
が
多
い
と
も
述
べ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
審
物
は
、
ま
さ
に
屈
曲
し
た
議
論
の
展
開
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

た
だ
間
違
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
書
物
が
、
後
期
ド
ゥ
ル
i

ズ
を
彩
る
さ
ま

ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
を
、

吋
単
品
異
と
反
後
』
で
の
生
成
の
存
在
論
と
連
関
づ
け
な
が
ら
論
じ
て
い
く
こ
と
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が
、
こ
の
審
物
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
器
宮
な
き
身
体
」
と
い
う
ア
ル
ト

i

の

(
と
り
わ
け
第
日
の
セ
リ
!
参
照
)
は
、
後
期
ド
ゥ
ル
i

ズ
の
議
論
に
お
い
て
、

中
心
的
な
役
割
を
漬
じ
る
こ
と
に
な
る
。
無
意
識
を
、
劇
場
で
は
な
く
「
機
械

装
罷
」
と
し
て
描
く
仕
方
(
第
日
の
セ
リ
ー
な
ど
を
参
照
)
も
、
こ
の
世
荷
物
か

ら
顕
著
に
な
る
。
「
定
住
的
」
な
も
の
と
対
比
さ
れ
る
、
「
遊
牧
的H
ノ
マ
ド
的
」

な
も
の
と
い
う
「
特
異
性
」
に
つ
い
て
の
形
容
(
第
口
の
セ
リ
ー
な
ど
を
参
照
)

は
、
こ
れ
も
ま
た
後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に
擦
だ

た
せ
ら
れ
る
。
第
日
の
セ
リ
!
で
描
か
れ
る
「
術
撒
」
(
的
ロ
ヨ
ろ
と
い
う
術
語

は
、
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
い
て
再
び
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
第
幻
の
セ
リ
!

で
現
れ
る
「
精
神
的
自
動
機
械
」
と
い
う
用
語
は
、
吋
シ
ネ
マ
』
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
槙
じ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
で
散
見
さ
れ
る
、
「
接
続
的
」

(
8
5
2
5
、
「
連
接
的
」
(
n
o
a
g
n
位
。
、
「
離
接
的
」
(
&
と

O
D口
氏
。
と
い
う
一
一
一

項
図
式
は
、
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
、
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
の
論
述

の
骨
組
み
を
な
す
こ
と
に
な
る

の
論
理
学
』
で
は
「
離
接
的
」
な
も

の
が
、
「

義
性
」
と
の
連
関
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
が
、
吋
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
』
で
は
、
「
連
接
的
」
な
も
の
が
、
こ
う
し
た
三
項
図
式
を
と
り
ま
と
め

る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
)
。

2
忍
昧
の
論
理
学
』
に
お
け
る
構
成
と
そ
の
位
罷
づ
け
を
、
こ
の
よ
う
に
確

認
し
な
が
ら
、
こ
の
論
考
で
は
、
立
お
昧
の
論
理
学
』
の
内
容
を
、
「
静
的
発
生
」

と
「
動
的
発
生
」
と
の
こ
つ
の
軸
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。



2 

立
思
疎
」
と
「
パ
一
フ
、
ド
ッ
ク
ス
」

〈
言
語
を
語
る
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
「
意
味
」
〉

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
「
意
味
」
を
論
じ
る
た
め
の
前
提
事
項
と
し
て
、
一
一
一
一
口
語
を

語
る
一
一
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
捷
一
一
小
す
る
。
そ
れ
は
、
「
命
題
」
の
一
一
一
つ
の
次
元

を
な
し
て
い
る
。
「
意
味
い
の
位
相
は
、
こ
の
三
つ
の
次
元
と
は
混
同
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。

は
ま
さ
に
、
「
命
題
」
の
「
第
四
の
次
元
」
と
し
て

と
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
「
命
題
」
の

一
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
「
指
示
作
用
」
(
佐
田
仲
間

S
'

円
一
。
ロ
)
、
「
表
出
作
用
」
吉
田
三
宮
仲
良
一

o
s、
「
意
味
作
用
」
玄
関
口
出
口
田
氏
。
ロ
)
と
描

か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
指
示
作
用
」
は
、
「
命
題
」
の
、
「
偶
体
」
化
さ
れ
た
「
対
象
」
と
の
関
わ

り
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
真
」
令
弓
)
と
「
偽
」
(
P
E
)と
い
う
あ
り
方

で
、
「
命
題
い
と
「
古
学
物
」
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「
表
出
作
用
」
は
、
「
語
る
主
体
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
人

称
」
的
な
も
の
の
領
域
に
と
り
わ
け
連
関
す
る
。

そ
こ
で
は
、
「
主
体
」
の

「
表
出
」
と
し
て
、
「
真
実
性
」
(
芯
認
の
忘
)
と
「
欺
鵠
」

(
g
g同
混
乱
。
)
と
い
う

あ
り
方
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
表
出
」
す
る
主
体
と
し
て
の
「
人

称
」
の
領
域
に
関
す
る
「
命
題
」
の
機
能
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
意
味
作
用
」
が
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
「
普
遍
」
も
し
く
は

「
一
般
」
に
関
わ
る
よ
う
な
「
概
念
」
的
・
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
的
な
結
合
が
問
わ

れ
る
場
屈
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
は
、
ま
さ
に

の
条
件
」
(
8民
主
S

円
山
刊
誌
吾
作
)
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
第
3

の
セ
リ
i

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
命
題
い
の
三
つ

の
次
元
の
相
互
関
連
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
し
て
い
く
。

「
指
示
作
用
」
は
、
具
体
的
に
存
在
す
る
錨
々
の
「
対
象
」
へ
の
「
命
題
」

の
関
わ
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
指
示
を
行
う

「
主
体
」
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
主
体
」
の
な
す
「
表
出
作
用
」
が
、
「
指

示
作
用
」
を
可
能
に
す
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
「
指
示
作
用
」
と
「
表
出
作

そ
れ
ら
が

2
呉
理
」
の
領
域
に
関
わ
る
限
り
、
結
局
は
そ
う
し
た

間
出
」
は
、

「
真
理
の
条
件
」
を
保
持
し
て
い
る
「
意
味
作
用
」
に
依
存
す
る
こ
と
に
も
な

る
。

い
換
え
て
み
る
。
「
表
出
作
用
」
の
擾
先
性
は
、
も
と
も
と
は
「
パ
ロ

i

ル
」
と
い
う
言
行
為
の
領
域
を
考
え
た
と
き
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
指
示
」
に
際
し
て
、
「
命
題
」
が
「
表
出
」
さ
れ
る
行
為
性
に
連
関
す
る
。
だ

か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
表
出
作
用
」
は
「
意
味
作
用
」
に
対
し
て

も
鐙
先
し
て
い
る
(
「
白
我
」
の
優
先
)
。
だ
が
、
「
パ
ロi
ル
」
の
領
域
を
想

定
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
と
同
時
に
、
?
フ
ン

と
い
う
一
一
一
一
口
体
系
の
場
面
も
考

癒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
?
フ
ン
グ
」
の
領
域
と
は
、
ま
さ
に
「
意
味
作
用
」

が
機
能
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
指
示
作
用
」
も
「
表
出
作
用
」
も

「
意
味
作
用
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
「
世
界
」
と
「
神
」
と
の
優

先
)
。

だ
が
そ
こ
で
も
、
「
意
味
作
用
」
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
は
「
指
示

作
用
」
を
前
提
と
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
命
題
」
の
「
意
味
作

用
」
は
、
「
命
題
」
と
そ
れ
が
「
指
示
」
す
る
事
物
の
状
態
と
の
連
関
を
、
てコ
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ま
り
は
「
指
示
作
用
」
の
機
能
を
前
提
と
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

う
し
た
「
指
示
」
と
い
う
前
提
へ
の
趨
及
は
、
「
意
味
作
用
」
の
枠
内
で
考
え

る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
無
限
の
も
の
(
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)
に
な
る
。
そ
こ
で
は

「
指
示
作
用
」
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
い
「
意
味
作
用
」
と
し
て

描
か
れ
る
「
命
題
」
の
一
一
一
つ
の
次
元
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
事
物
」
「
人
称
」
「
概
念
」

の
「
命
題
」
へ
の
連
関
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
一
一
一
つ
の
次

一
冗
は
、
ま
さ
に
円
環
を
な
す
よ
う
に
、
相
互
依
存
し
て
い
る
と
語
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

で
は
そ
こ
で
、
「
意
味
」
(
国
自
由
)
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
ル
l

ズ
は
こ
こ
で
、
「
第
四
の
次
元
」
と
し
て
、
以
上
の
議
論
と
は
別

の
水
準
に
「
意
味
い
を
描
き
だ
し
て
い
く
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

ま
ず
「
意
味
」
は
、
「
事
物
」
と
関
わ
り
を
も
っ
「
指
示
作
用
」
と
混
同
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
「
意
味
」
は
、
「
指
示
作
用
」
の
も
つ

「
偽
」
と
い

う
規
準
と
は
関
わ
り
な
く
、

む
し
ろ

「
偽
」
に
先
立
つ
領
野
と
し
て
自

存
す
る
の
で
あ
る
。
「
意
味
い
の
領
野
に
は
、
「
一
気
に
」(
q
m
g
σ
広
町
)
身
宇
佐
置

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
記
述
さ
れ
る
(
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
記
憶
の
領
域
に

ご
気
に
」
入
り
込
む
と
語
っ
た
よ
う
に
)
。

ま
た
「
意
味
」
は
、
「
主
体
」
の
「
表
出
作
用
」
の
な
か
に
存
在
す
る
の
で

も
な
い
。
「
意
味
」
が
「
人
称
」
と
関
わ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
「
パ
ロi

ル
」
が
「
ラ
ン
グ
」
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
、
「
意
味
作
用
」
の
働
き
が
求
め

ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

そ
こ
で
は
「
意
味
」
は
、
「
意
味
作
用
」
の
方
に
逃

れ
去
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
「
意
味
」
は
「
意
味
作
用

(
H
記
号
作
用
ご
と
開
一
視
で
き
る
も

の
で
も
な
い
。
コ
意
味
作
用
」
は
、
「
命
題
」
が
「
真
」
で
あ
る
場
面
を
求
め
な

が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
命
題
の
「
可
能
性
の
形
式
」
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
だ
が

こ
う
し
た
「
可
能
性
の
形
式
」
は
、
結
局
は
そ
れ
が
「
条
件
付
け
る
」
も
の
で

あ
る
、
「
指
示
作
用
」
へ
と
回
帰
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
が

機
能
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
て
由
帰
し
て
い
く
よ
う
な
「
条
件
付
け
ら
れ
た

も
の
の
形
式
」
と
は
異
な
っ
た
、
「
何
ら
か
の
条
件
付
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」

(
℃-
M
O
)
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
ド
ゥ
ル

i

ズ
は
、
平
恵
味
」
を

辺
怠
昧
作
用
」
と
重
一
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
も
拒
絶
す
る
。

こ
う
し
て
ド
ゥ
ル
!
ズ
は
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味
作
用
」
が

描
く
円
の
外
部
に
、

そ
の
も
の
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
意
味
」
は
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味
作
用
」
と
は
輿

な
っ
た
位
相
に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
ら
が
連
関
す
る
「
個
体
的
な
事
物
の
状
態
」
に
も
、
「
個
人
的
な
信
念
」
に

も
、
「
普
通
的
で

般
的
な
概
念
」
に
も
還
元
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
守
・
ど
)

提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
を
描
く
に
は
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
こ
う
し
た
「
意
味
」
を
、
「
命
題
の
表
現
さ
れ
た
も
の
」

「
率
物
の
表
層
に
あ
る
非
物
体
的
な
も
の
」
「
還
元
不
可
能
な
複
雑
な
実
体
」
と

規
定
し
て
い
く

Q
-
M
S
。

そ
し
て
、

そ
こ
で
ド
ゥ
ル

i

ズ
は
、
「
出
来
事
」

(
雪
吉
田g
g
c
と
、
「
意
味
」
の
領
域
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
く
。



こ
の
よ
う
に
「
出
来
事
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

lま

つ
ぎ
の
よ
う

に
描
写
さ
れ
る
。

ま
ず
着
目
す
る
べ
き
は
、
「
意
味
」
は
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味

作
間
出
」
が
関
わ
る
「
事
物
い
「
人
称
」
「
概
念
」
の
よ
う
に
、
「
実
在
」
(
虫
色
公
開
叫
)

す
る
も
の
と
は
語
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
医
師
仲
間
門
白
『
(
内
部

存
在
)
も
し
く
は

E
Z
E
R
(
下
位
存
在
)
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

い
さ
さ
か

特
殊
な
言
い
回
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
立
が
搭
き
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
実
在
」
す
る
も
の
で
は
な
い
、
こ
う
し
た
「
意
味
」
の
位
相
を
、
ド
ゥ
ルi

ズ
は
、
「
超
存
在
」
(
白
河
内

S
t
b件
お
)
と
も
語
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
意
味
」

は
、
「
事
物
い
や
、
そ
の
水
準
で
の
受
動
能
動
に
関
わ
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
非

実
効
的
」
(
宮
白
内

m
g
g
)、
「
非
受
動
的
」
(
百
官
朗
氏
g
m
)
、

(
由
昨
今
一
一
四
)
と

い
っ
た
形
容
詞
が
付
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
な
・
ピ
)
。

ま
た
そ
れ
は
、
「
事
物
」
の
「
意
味
」
を
表
現
し
は
す
る
が
、
「
事
物
い
そ
れ

自
身
と
は
混
同
容
れ
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
ブ
ッ
サ
i

ル
の
ノ
エ
マ
概
念
と

の
近
接
性
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ド
ゥ
ル
1

ズ
は
フ
ッ
サ

i

ル
の
名

を
引
き
な
が
ら
、
「
意
味
」
を
「
表
現
い
(
悶
吾

8
a

芯
ロ
)
の
次
元
と
語
っ
て
も
い

く
ま
と
め
よ
う

0
5
2
g
(
内
部
存
在
)
も
し
く
は

g
g
F
a
a
(下
位
存
在
)

す
る
、
こ
う
し
た
「
意
味
」
と
は
、
「
命
題
」
が
「
指
示
」
す
る
「
事
物
」
、
「
命

題
」
に
お
い
て
「
表
出
」
さ
れ
る
「
表
象
」
、
「
命
題
」
が
「
意
味
作
用
」
す
る

「
概
念
」
と
は
区
分
さ
れ
て
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
意
味
」
と

は
、
「
事
物
」
が
も
っ
「
個
体
的
」
公
民
主
旨
払
)
・

「
特
殊
的
い
(
宮
丸
一
三
号
)

な
あ
り
方
、
「
表
出
」
主
体
が
も
っ
「
人
称
的
」
(
唱

2
8
5

冊
目
)
な
あ
り
方
、

ご
般
的
」
(
加
吉
今
担
問
)
な
あ
り
方

を
と
る
も
の
で
は
な
い
。
「
意
味
」
は
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
諸
事
情
に
ヱ
中
立

「
概
念
」
が
も
っ
「
普
遍
的
」
(
S
F
5
E
S・

的
」
(
ロgZ
)
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
表
現
」
す
る
も
の
で

あ
る
「
意
味
い
の
、
「
非
実
効
的
」
で
「
中
立
」
な
あ
り
方
を
見
い
だ
す
こ
と

が
、
こ
こ
で
ま
ず
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
「
意
味
い
を
語
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に

な
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
事
象
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
「
意
味
」
の
領
域
と
は
、
「
事
物
い
「
人
称
」
「
概
念
い
が
前
提
と
す

る
よ
う
な
、
「
方
向
性
」
や
「
同
一
一
枚
」
(
「
良
識
」(
σ
g
回
目
ロ
帥
)
や
「
共
通
感

覚
」
(
8
5
8
g
g
g
)が
規
定
す
る
も
の
)
を
も
た
な
い
領
域
で
あ
る
。
だ
か

ら
そ
れ
を
、
と
り
わ
け
「
概
念
い
(
「
意
味
作
用
」
)
に
関
わ
ら
せ
て
語
る
な
ら

ば
、
た
だ
ち
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
こ
う

し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
介
し
て
、
「
意
味
」
の
領
野
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

八
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
・
ナ
ン
セ
ン
ス
〉

「
意
味
」
を
語
る
た
め
に
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
場
面
に
入
り
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
「
意
味
い
の
領
野
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
ナ
ン
セ

ン
ス
さ
を
際
だ
た
せ
て
い
く
も
の
と
し
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、

ド
ゥ
ル
l
ズ
は
第
5

の
セ
リ
i

に
お

い
て
、
そ
の
形
式
を
四
つ
に
分
類
し
て
説
明
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
が
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
大
き
な
意
義
は
な
い
。
そ
こ

で
素
描
さ
れ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
後
の
第
日
の
セ
リ
l
(
と
第
口
の
セ
リ
!
)
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に
お
い
て
、
第
5

の
セ
リ

i

に
お
け
る
分
類
と
は
全
く
無
関
係
な
仕
方
で
、

「
意
味
作
用
」
の
二
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
、
「
意
味
」
の
二
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
に
区
分
さ
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

の
形
態
に
は
、
第
6

の
セ
リ
i

に
お
け
る
、
セ
リ
i

化
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の

に
つ
い
て
の
検
討
と
、
第
7

の
セ
リ
!
に
お
け
る
、
キ
ャ
ロ
ル
の
述
べ
る
「
秘

境
語
」
に
関
す
る
分
析
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
の
伏
線
を
念
頭
に
お
い
て
、
は
じ
め
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と

し
よ
う
。

ま
ず
第
5

の
セ
リ

i

に
お
い
て
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
形
式
が
問
つ
に
分
類

さ
れ
て
提
示
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
「
意
味
」
の
「
無
限
退
行
」
を
示
す
「
退

日
行
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
(
「
意
味
」
を
「
名
」
で
「
指
示
」
し
よ
う
と
す
る
試

み
は
「
意
味
」
そ
の
も
の
を
掴
み
か
ね
る
た
め
に
、
つ
い
で
「
意
味
」
を
「
指

す
る
「
名
」
の
「
意
味
」
を
「
指
示
」
す
る
「
名
」
が
さ
ら
に
必
要
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
、
次
々
と
無
限
に
増
殖
し
た
「
名
」
を
連
ね
る
こ
と
に
陥
っ

て
い
く
て
「
不
毛
」
な
「
二
重
化
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

(
「
命
題
」
に
お
け
る

「
非
実
効
的
い
な
「
意
味
」
を
、
ま
さ
に
「
命
題
」
の
「
不
毛
」
な
「
二
重
化
」

と
し
て
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
て
「
中
立
性
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

(
「
意
味
」
の
領
野
が
、
-
質
・
関
係
・
様
相
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
か
ら
見
て

「
中
立
的
」
〈
口
四
%
お
)
な
も
の
で
あ
る
こ
と
て
「
不
条
理
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

(
「
意
味
」
そ
の
も
の
は
、
「
不
可
能
」
な
対
象
を
指
示
し
う
る
と
い
う
こ
と
て

こ
れ
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
、
議
論
は
一
貫
し
て
、

「
意
味
」
の
領
野
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
事
物
」
「
人
称
」
「
概
念
」
と
い
っ

た
「
実
在
」
と
の
関
わ
り
に
は
還
元
で
き
な
い
「
超
存
症
」
の
場
面
で
あ
る
こ

140 

と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
意
味
」
は
、
「
実
在
」
と
は
別
の
仕
方
で
描
か

れ
る
そ
の
あ
り
方
を
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
際
だ
た
せ
る
の
で
あ
る
。

「
意
味
」
の
領
野
は
、
「
指
示
作
用
」
に
よ
っ
て
も
、
「
表
出
作
用
」
に
よ
っ

て
も
、
「
意
味
作
用
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
「
指

を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
無
限
に
退
行
・
増
殖
し
、
「
意
味
作
用
」
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
「
丸
い
四
角
」
や
「
短
長
の
な
い
物
体
」
と
い
っ
た
例
で
示

さ
れ
る
無
意
味
を
露
口
五
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
意
味
」
は
、
「
命
題
」
の
一
一
一
つ
の

次
元
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
、
「
不
毛
」
で
「
中
立
的
」
な
「
超
存
在
い
と
し

て
と
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
「
意
味
」
を
そ
の
ま
ま
論
じ
る
こ
と
に
伴
う
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
性
が
提
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
分
類
の
試
み
は
、
さ
し
あ
た
り

は
「
超
存
在
」
と
し
て
号
室
。
円
(
内
部
存
在
)
も
し
く
は
E
Z
5
2
(
下
位
存

在
)
す
る
、

と
し
て
の
「
意
味
」
を
描
く
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。

そ
の
な
か
で
は
、
第
一
に
分
類
怠
れ
る
「
無
担
退
行
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、

範
型
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、

の

位
相
を
説
明
す
る
た
め
の
、
派
生
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

を
諮
る
擦
に
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
一
思
議
は
、
こ
の
後
の
第6
の
セ
リ
!
に
お
け
る
、

セ
リ
i

化
の
検
討
の
場
面

で
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
構
成
す
る
セ
リ
ー
の
あ
り

方
が
主
題
に
な
る
。

「
無
眼
退
行
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
「
意
味
」
を
「
指
示
」
す
る
「
名
」

の
「
意
味
」
が
、
別
の

に
よ
っ
て
「
指
示
」
さ
れ
つ
《
つ
け
る
と
い
う
パ



ラ
ド
ッ
ク
ス
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
「
名
」

の
「
指
示
作
用
」
と
「
意
味
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
異
質
な
一

てコ

の

セ
リ
!
の
総
合
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
(
そ
こ
で
は
「
指
示
」
す
る
「
名
」
が

つ
の
セ
リ
ー
で
あ
り
、
「
意
味
」
が
そ
れ
と
は
異
質
な
も
う
一
つ
の
セ
リ
!
で

あ
る
)
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
つ
い
で
、
こ
う
し
た
異
質
な

一
つ
の
セ
リi
を
、
「
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
」
と
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
と
し
て
規
定
し
て
い
く
。

そ
こ
で
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
と
は
、
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
意
味
の
侍
ら
か

の
局
面
を
提
示
す
る
限
り
で
の
記
号
す
べ
て
」
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
り
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
と
は
、
結
局
は
記
号
の
「
表
現
」
す
る
「
意
味
い
の てコ

制
問
題
を
示
す
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
と
は
、
「
意
味
の
こ
の

面
に
対
す
る
相
関
的
な
役
割
」
を
果
た
す
も
の
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
と
は
、
「
意
味
」
に
対
す
る
相
関
項
と
し
て
の
「
指

示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味
作
用
」
の
こ
と
を
示
す
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る

(
以
上
℃
・
2
2
3
)。
「
無
限
退
行
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
「
名
」
が
示

す
「
意
味
」
H

シ
ニ
ア
イ
ア
ン

と
、
そ
れ
を
「
指
示
す

「
名
」

「
シ
ニ
フ
ィ
ヱ
」
と
が
、
一
一
つ
の
異
質
な
セ
リ
ー
を
な
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
と
「
シ

ニ
フ
ィ
ヱ
」
と
が
形
成
す
る
セ
リ
l
の
本
牲
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
い
て
い
く
。

ま
ず
、
こ
の
一

つ
の
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
に
は
、
「
ず
れ
」
や
「
不
均
衡
」
が
あ

る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
ず
れ
」
や
「
不
均
衡
」
は
、
つ
ね
に

「
意
味
」
の
方
で
あ
る
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
の
セ
リi
が
「
過
剰
」
で
あ
り
、

「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
で
あ
る
セ
リ
i

が
「
不
足
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
超

」
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
過
剰
」
と
「
不
足
」
と
し
て
描
か
れ
る
、
こ
う
し
た
こ
つ
の
セ

ー
J
1
3

ザ
」
斗
」
。
、

l

l

l

 
そ
う
し
た
「
ず
れ
」
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
い
だ
を
絶
え
ず

「
循
環
」
す
る
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
審
級
」
が
関
与
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ

う
し
た

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
審
級
」
が
、
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
の
セ
リ
ー
で
は

「
過
剰
」
に
な
り
、
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
の
セ
リ
ー
で
は
「
不
足
」
す
る
の
で
あ
る
。

「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
の
方
に
は
「
空
い
て
い
る
目
」
「
余
っ
た
席
」
が
あ
り
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
」
の
方
に
は
「
駒
の
絶
え
間
な
い
移
動
」
「
席
が
な
く
常
に
移
動

す
る
客
」
が
認
め
ら
れ
る
。
駒
と
客
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
審
級
」
と
し
て
、

絶
え
ず
巡
り
あ
う
。

ま
と
め
よ
う
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う

に
描
か
れ
る
二
つ
の
異
質
な
セ
リ
!
と
、
そ
の
あ
い
だ
で
の
「
循
環
」
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
セ
リ
ー
は
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン

(
「
意
味
」
)
と
し

て
つ
ね
に
「
余
剰
」
の
状
態
に
あ
る
。
「
意
味
」
は
仰
に
よ
っ
て
も
「
指
示
」

し
き
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
つ
ね
に
余
っ
て
い
る
。
地
方
で
は
、

セ
リ
!

は
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
(
「
指
示
い
す
る
「
名
」
)
と
し
て
、
い
つ
も
「
不
足
」
の

状
態
に
あ
る
。
ど
ん
な
に
「
指
示
」
す
る
「
名
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
「
意
味
」
に
対
し
て
か
な
ら
ず
追
い
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
の
「
不
均
衡
」
に
よ
っ
て
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
要

素
」
で
あ
る

が
絶
え
間
な
く
移
動
す
る
。
そ
れ
は
、
「
余
っ
た
席
」
と

「
席
の
な
い
」
状
態
の
あ
い
だ
を
移
動
す
る
客
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
(
さ
ら

に
第
8

の
セ
リ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
セ
リ
ー
の
あ
り
方
が
、
「
構
造
」
を
描
く

た
め
の
要
件
へ
と
麗
調
さ
せ
ら
れ
て
い
く
)
。
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さ
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
セ
リ
i

に
つ
い
て
の
以
上
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、

つ
い
で
第
?
の
セ
リ
!
で
、

ド
ゥ
ル
l

ズ
は
い
っ
た
ん
話
題
を
変
え
、
キ
ャ
ロ

ル
の
提
示
す
る
「
秘
境
語
」
に
つ
い
て
の
分
析
を
調
始
す
る
。
こ
う
し
た
「
秘

境
語
」
と
は
、

つ
の
セ
リ
i

が
形
成
す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
、
具
体
的
な
雷

語
的
事
例
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
論
述
を
追
お

，
っ
。そ

こ
で
ド
ゥ
ル
!
ズ
は
、
キ
ャ
ロ
ル
の
「
秘
境
語
」
と
、
そ
こ
で
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
の
働
き
を
、
一
ニ
つ
の
積
類
に
分
類
し
て
論
じ
て
い
く
。

「
秘
境
語
」
の
第
一
の
も
の
は
、
一
つ
の
文
を
短
く
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ

つ
の
セ
リ
!
の
上
で
の
継
起
的
な
総
合
で
あ
る
「
縮

約
し
た
も
の
」
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
例
・
ペ05
8

可
即
日
出
仲
間
百
四
回
目
↓

山
、
イ
0
5
8
)。
こ
う
し
た
「
秘
境
語
」
は
、
「
接
続
」

(
g
E
m
H
F
O

ロ
)
に
関
わ
る
と

述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
ま
だ
、
異
質
な

つ
の
セ
リ
!
に
関
わ
る
、

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
現
れ
な
い
。

つ
い
で
第
二
に
、
異
質
な
二
つ
の
セ
リ
i

の
あ
い
だ
で
の
「
共
存
」
と
「
調

を
行
う
「
秘
境
語
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
循
環
す
る
も
の
」

と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
、
谷
間
兵
と
お
田
宮
と
い
う
二
つ

の
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
を
調
整
す
る
、
田
口
同
長
と
い
う
(
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
)

「
秘
境
混
ぜ
が
検
討
さ
れ
る
。

そ
れ
(
∞
器
刊
さ
は
、一方
が
「
指
示
」
す
る
セ

リ
ー
で
あ
り
、
他
方
が
「
意
味
」
の
セ
リ
ー
で
あ
る

一
つ
の
認
に
関
わ
る
状
態

に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
セ
リ
ー
を
「
調
整
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
描
か
れ
る
。

だ
が
、
凶
器
央
と
い
う
種
類
の
語
は
、

つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
カ
バ
ン

と
の
区
分
が
難
し
い
。
こ
こ
で
典
型
的
に
「
循
環
す
る
語
」
と
し
て
示
さ

れ
る
も
の
は
、
「
空
白
の
語
」
、つ
ま
り
佐
官
広
(
何
も
の
か
)
、
g
U
(
そ
れ
て
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V
2
0
(も
の
)
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
「
名
」
も
な
い

で
あ
る
と
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
が
、
「
余
剰
」
す
る
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
と
、
「
不
足
い
す
る
「
シ
ニ

フ
ィ
エ

の
ご
つ
の
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
を
「
循
環
」
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
「
秘
境
語
い
は
「
連
接
」
(
g
&
8
2
8ロ
)
に
関
わ
る
と
語
ら
れ

る
。そ

し
て
最
後
に
「
カ
バ
ン

と
い
わ
れ
る
「
秘
境
諾
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ

る
。
「
カ
バ
ン

に
お
い
て
は
、
二
つ
の
セ
リ
!
が
、
分
離
さ
れ
な
が
ら
維

持
さ
れ
る
こ
と
が
開
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
内g
g
芯
5

と
い
う
(
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
的
な
)
「
カ
バ
ン
語
」
に
お
い
て
は
、

そ
の
部
分
を
な
す
、

P
5
8
門
と

P
円-
m
Z
Hが
、
分
岐
し
て
総
合
さ
れ
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
や
は
り

m
F
n
Z
3
5と
い
う
「
カ
バ
ン

に
お
い
て
は
、
担
各
恒
三
と
ぞ
巳
お
自
が
、
そ

う
し
た
分
岐
し
た
総
合
を
果
た
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た

ノ、ミ

ン

に
お
い
て
は
、
第
二
の
「
秘
境
語
」
と
は
違
っ
て
、

つ
の
語
が
異
質
な
二
つ
の
セ
リ
ー
を
分
岐
さ
せ
、
そ
う
し
た
セ
リ
!
を
離
接

の
な
か
に
保
持
し
つ
つ
、
分
岐
を
増
摘
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
「
カ
バ
ン

の
機
能
は
、
「
離
接
」
主
主
g
a
g
S

に
関

わ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

さ
て
、
ド
ゥ
ル
!
ズ
は
、
こ
う
し
た
セ
リ
!
の
検
討
と
、
キ
ャ
ロ
ル
に
お
け

る
「
秘
境
語
」
の
分
析
と
を
受
け
な
が
ら
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
形
態
に
つ
い
て
、

第
日
の
セ
リ

i
(
と
第
ロ
の
セ
リ
!
)
に
お
い
て
、
先
に
諾
っ
た
よ
う
な
、
見

通
し
の
よ
い
区
分
を
提
示
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
そ
の
区
分
の
う
ち
、
「
意
味

作
用
」
に
連
関
す
る
、
二
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
見
て
み
よ
う
。



そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
第
一
の
形
態
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
現
れ
て
き

た
、
「
退
行
」
を
巡
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
退
行
的
な
総
合
」

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
は
、
「
連
接
的
」
な
「
秘
境
訪
問
」
(
つ
ま
り
「
意
味
」
と

「
名
」
と
の

つ
の
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
を
「
空
白
の
語
」
が
「
循
環
」
し
、

Y 
じ

れ
ら
を
「
調
整
」
す
る
こ
と
)
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
平
商
品
味
作
用
の
決
定
」
(
℃
・
∞
同
)
を
受
け
入
れ
る
が
ゆ
え
に
、
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
と
し
て
現
出
す
る
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
「
無
限
退
行
」
と
は
、
「
意

味
」
と
そ
れ
を
「
指
示
」
す
る
「
名
」
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
セ
リ
!
に
お
い

て
、
そ
れ
ら
が
、
「
意
味
作
用
」

の
枠
内
に
あ
る
「
概
念
い
や
「
特
性
い
や

「
ク
ラ
ス
」
の
水
準
と
連
関
づ
け
て
記
述
さ
れ
て
し
ま
う
際
に
、
「
そ
れ
自
体
を

要
素
と
し
て
含
む
集
合
」
と
し
て
「
形
式
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
混
乱
」
(
℃
・
∞
払
)

を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
輿
質
の
セ
リ
!
の
連
鎖
は
、
「
意
味
作
用
い
と
し
て
描
く
な
ら
ば
、

そ
れ
が
含
む
も
の
よ
り
も
「
上
位
の
タ
イ
プ
」
を
提
示
し
て
い
く
と
記
述
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
「
無
限
退
行
」
を
な
す
際
に
は
、
「
そ
れ
自
体
を
要

素
と
し
て
含
む
集
合
い
が
現
れ
る
と
い
う
混
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
集
合
の
集
合
」
と
い
う
こ
う
し
た
不
合
理
な
も
の
は
、

「
異
常
な
集
合
」
な
お
)
を
形
成
す
る
も
の
と
描
か
れ
る
。
(
「
連
接
的
」
な
も

の
に
お
い
て
)
自
ら
の
「
余
剰
」
な
「
意
味
」
を
「
指
示
い
し
よ
う
と
す
る
試

-
み
は
、
こ
う
し
た
ナ
ン
セ
ン
ス
の
形
式
に
お
い
て
「
無
限
退
作
」
に
陥
る
と
い

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

」
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
第

の
形
態
は
、
「
離
接
的
」
な

「
秘
境
語
い
(
一
一
つ
の
セ
リ
ー
を
無
眼
に
分
岐
さ
せ
て
い
く
も
の
)
と
関
わ
る
と

述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
カ
バ
ン
諮
問
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
つ
の
一
語
に

お
い
て
、
二
つ
の
セ
リ
i

を
分
岐
さ
せ
、
そ
れ
を
増
殖
さ
せ
て
い
く
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
語
は
、

つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
場

合
、
分
割
さ
れ
る
こ
つ
の
セ
リ
!
の
潜
在
的
な
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
部
分

の
「
意
味
」
を
「
指
示
」
す
る
か
、
逆
に
そ
の
部
分
を
「
指
示
」
す
る
他
の
部

分
を
表
現
す
る
(
そ
う
し
た
「
意
味
」
と
し
て
機
能
す
る
)
。
そ
の
よ
う
な
仕

方
で
「
カ
バ
ン
語
」
は
全
体
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
辺
忍
味
」
を
語
り
、
や
は

り
ナ
ン
セ
ン
ス
な
一
言
葉
と
な
る
。
そ
れ
が
「
離
接
的
総
合
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

」
の
ケ
!
ス
も
、

の
形
態
と
同
様
に
、
「
意
味
作
用
の
決
定
」

や
は
り
第

を
受
け
入
れ
る
が
ゆ
え
に
現
出
す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
描
か
れ
る
。
こ

う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
自
身
が
「
前
提
と
し
て

い
る
集
合
を
分
割
す
る
要
素
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
、
「
悪
循
環
」

(
℃
・
∞
払
)
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
反
抗
的
な
要
素
」
(
唱

-
S
)の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
と
も
ま
と
め
ら
れ
る
。
自
ら
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
集
合
を
、

そ
の
分

蚊
す
る
要
素
に
よ
っ
て
分
割
し
て
い
く
こ
う
し
た
「
離
接
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

が
、
「
意
味
作
用
」
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
第

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
で

あ
る
。「

そ
れ
自
体
を
要
素
と
し
て
含
む
集
合
」
と
し
て
の
「
無
眼
退
行
」
と
、

「
前
提
と
す
る
集
合
を
分
射
出
す
る
要
素
」
か
ら
な
る
「
悪
循
環
」
。
こ
れ
ら
が
、

「
意
味
作
用
の
決
定
」
を
受
け
る
が
ゆ
え
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
二
つ
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
の
種
類
な
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
こ
れ
ら
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
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「
意
味
作
用
」
が
備
え
て
い
る
、

「
偽
」
の
関
係
を
引
き
写
す
も
の
で
は

な
い
と
論
じ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
「
真
」
「
偽
」
を
論
じ
る
排
地
的
な
関
係
と

は
別
の
も
の
が
語
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

「
意
味
」
の
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
意
味
の
論
理

学
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
問
題
」
守
・
∞
3
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
、
「
意
味
」
独
自
の
領
野
の
提
示
は
、
ま
ず
は
「
そ
れ
自

身
の
意
味
を
語
る
語
」
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
諾
と
そ
の
セ
リ
!
の

検
討
に
よ
っ
て
、
「
一
一
小
唆
」
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
(
℃
・
∞
凶
)
。

さ
で
、
ド
ゥ
ル
1

ズ
は
つ
い
で
、
こ
う
し
た
「
意
味
作
用
の
決
定
」
を
受
け

入
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
別
に
、
「
意
味
の
付
与
」
守
・
∞
寸
)
を
行
う
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
前
者
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
提

示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
意
味
」
の
領
野
は
、
「
意
味
作
活
」
に
お
け
る
よ

う
な
、
「
ク
ラ
ス
」
や
「
特
性
」

へ
の
関
連
づ
け
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
「
意
味
」
に
関
わ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
'
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
こ
う
し
た
「
意
味
の
付
与
」
に
関
わ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、

や
は
り
ニ
つ
の
種
類
に
整
理
し
て
論
じ
て
い
く
。
そ
の

つ
は
、
「
無
制
限
の
下

位
分
割
」
(
∞
与
門
出
〈
同
氏
。
ロ
酔
コ
ロ
閉
山
口
一
)
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
「
特
異
性
の
配
分
」
(
芯
官
註
き
ロ
門
同
町
民
話
己
主
与
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

で
あ
る
な
・
∞
ぷ
。

前
者
は
、
「
出
来
事
」
の
領
域
が
、
「
現
在
」
を
逃
れ
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ

が
「
過
去
」
|
「
未
来
」
に
「
無
眼
」
に
下
位
分
割
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
後
者
は
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
「
特
異
性
」
が
「
遊
牧
的
H

ノ
マ
ド
的
な
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分
配
」
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
関
か
れ
た
空
間
に
お
け
る
配
分
で
あ
る
こ
と
を

一
小
し
て
い
るe
-
S七
回
)
。
こ
のつ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
働
き
を
語
る
こ

と
が
、
「
意
味
」
を
「
出
来
事

e」
と
し
て
論
じ
る
こ
と
の
中
心
的
な
内
容
に
な

る
。
「
意
味
」
の
領
野
に
お
け
る
、
時
閣
性
(
「
ア
イ
オ
i

ン
」
)
と
空
間
性

(
「
ト
ポ
ス
」
)
と
の
展
開
聞
を
播
い
て
い
く
ニ
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、

つ
い
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

3 

「
品
開
時
昧
い
と
「
出
来
事
」

〈
ク
ロ
ノ
ス
と
ア
イ
オ
i

ン
〉

ま
ず
は
、
時
間
的
な
展
開
か
ら
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
は
「
出
来
事
」
日

味
」
の
時
間
を
、

ロ
ノ
ス

(
H
「
現
在
」
の
時
間
)
と
対
比
さ
れ
て
と
り

だ
さ
れ
る
、
「
ア
イ
オ
i

ン
」
(
引
「
永
遠
」
の
時
間
)
と
し
て
描
い
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
「
意
味
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
第
一
の
場
指
に
お
い
て
は
、
「
意
味
」

の
領
野
を
、
こ
う
し
た
「
ア
イ
オ
i

ン
」
と
い
う
時
間
牲
に
よ
っ
て
捉
え
て
い

く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
(
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
の
「
ク

ロ
ノ
ス
」
と

ア
イ
オ

i

ン
」
と
の
二
元
論
的
な
対
比
は
、
後
に
「
深
層
」
の

領
域
に
お
い
て
「
惑
い
ク
ロ
ノ
ス
」
が
描
か
れ
る
場
面
|
|
第
お
の
セ
リ
!
な

ど
ー
ー
で
は
、
根
本
的
に
変
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
静
的
発
生
」

が
諮
ら
れ
る
こ
の
段
階
で
は
、
「
事
物
」
に
関
わ
る
「
ク
ロ
ノ
ス
」
と
、
「
生
成
」

す
る
「
出
来
事
」
に
関
わ
る
「
ア
イ
オ

i

ン
」
と
の
こ
元
性
は
有
効
で
あ
る
)
。

第
1

の
セ
リ
ー
や
第
2

の
セ
リ
i

、
あ
る
い
は
第
刊
の
セ
リ

i
(
や
第
口
の
セ



で
描
か
れ
る
、
こ
の

つ
の
時
間
の
対
比
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

「
ク
ロ
ノ
ス
」
と
は
、
「
事
物
の
状
態
」
(
弘
宮
内
庁

n
v
c
g
)を示
す
時
間
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
現
在
」
と
し
て
の
時
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

つ
ね
に
「
限
定
さ
れ
た
現
在
」
が
あ
り
、
原
因
と
結
果
と
が
因
果
的
に
連
関
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
「
未
来
い
と
「
過
去
」
と
が
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ら

は
「
生
け
る
現
在
」
で
あ
る

ロ
ノ
ス
」
の
内
部
に
「
縮
約
」
さ
れ
た
も
の

と
し
て
し
か
挺
え
ら
れ
な
い
。
「
ク
ロ
ノ
ス
」
は
基
本
的
に
、
「
現
在
」
を
山
中
心

と
し
た
、
物
理
的
・
題
期
的
な
時
間
な
の
で
あ
る
。

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
で
は
な
い
、
「
ク
ロ
ノ
ス
」
と
し
て
の
時
間
に
お
い
て
は
、

「
良
識
」
が
支
配
し
て
い
る
。
「
良
識
」
と
は
伺
よ
り
も
、
「
一
つ
の
方
向H

味
」
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
良
識
」
に
お
い
て
は
、
「
予
見
」
が

重
要
な
機
能
を
果
た
す
と
述
べ
ら
れ
る
。
「
未
来
」
が
語
ら
れ
で
も
、

そ
れ
は

「
過
去
」
を
含
み
込
ん
だ
「
現
在
」
の
あ
り
方
か
ら
「
予
見
」
さ
れ
る
も
の
で

し
か
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
「
ア
イ
オ
!
ン
」
と
は
、
「
現
在
」
が
つ
ね
に
「
未
来
」i

「
過
去
」
に
無
眼
定
に
分
割
さ
れ
る
場
面
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ま
ず
は
「
生
成
い

2
2
8
5

そ
の
も
の
の
時
間
と
し
て
描
か
れ
る

(
第1
の

セ
リ
i

・
第
2

の
セ
リ
!
万
「
ア
イ
オ
!
ン
」
と
は
、
「
生
成
」
と
し
て
の

「
流
れ
」
を
な
す
時
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

時
間
が
「
流
れ
」
て
い
く
こ
と
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、

そ
こ
で
新
た
な
も
の

が
生
じ
、
変
化
そ
の
も
の
が
現
出
し
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
「
生
成
」
と
は
、
基
本
的
に
、
「
予
見
」
を
中
心
と
す
る
「
良
識
」
の
機
能

を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
新
た
な
も
の
が
現
出
す
る
時
間
と
は
、

「
現
在
」
と
い
う
ム
中
心
点
を
軸
に
語
ら
れ
て
し
ま
う
時
間
で
は
な
い
。
「
生
成
い

と
は
、
い
つ
も
「
現
在
」
の
枠
組
み
に
回
定
さ
れ
る
こ
と
を
逃
れ
、
予
見
不
可

能
な
変
化
が
現
れ
て
い
く
局
面
に
お
い
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
キ
ャ
ロ
ル
の
描
く
ア
リ
ス
が
、
同
時
に
大
き
く
も
な
れ
ば
小
さ

く
も
な
る
世
界
で
あ
る
(
第
l

の
セ
リ
1

参
照
)
。
「
現
在
」
を
避
け
る
こ
と
で
、

そ
う
し
た
時
間
に
ま
つ
わ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
露
景
さ
せ
る
こ
と
が
、
「
流
れ
」

を
掴
む
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
「
出
来
事
い
の
時
簡
を
見
い
だ
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
「
生
成
」
の
時
間
と

は
、
ど
の
よ
う
に
描
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
事
物
の
状
態
」
で
あ
る
「
現
在
」

と
し
て
の
「
ク
ロ
ノ
ス
」
と
対
比
さ
せ
、
ま
さ
に
「
非
物
体
的
」
な

の
「
出
来
事
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
の
時
間
は
、
ど
う
定
式
化
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

第
一
叩
の
セ
リ
ー
で
は
、
」
う
し
た
「
ア
イ
オ

i

ン
」
と
し
て
の
時
間
が
、

『
差
異
と
反
後
恥
に
お
け
る
「
第
三
の
時
間
」
の
論
述
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
提

示
さ
れ
て
い
く
。
「
ア
イ
オ
l
ン

の
時
間
と
は
、
「
時
間
の
空
虚
な
形
式
」
と

し
て
の
「
車
線
」
と
、
そ
こ
で
無
限
に
分
割
さ
れ
る
「
未
来
」
l

「
過
去
い
の

位
相
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
過
去
と
未
来
だ
け
が
吉
宮
町
仲
良

(
下
位
存
在
)
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
を
無
眼
に
、
い
か
に
小
さ

そ
れ
ら
が
、

な
も
の
で
あ
れ
下
位
分
割
合
与
径
三
お
る
し
、
現
在
を
空
虚
な
直
線
に
延
び
ひ

ろ
が
ら
せ

(
司
・
寸
∞
)
と
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
ア
イ
オ
i

ン
」
に
お
い
て
「
現
在
」
は
、

そ
の
「
無
限
小
い
の

限
界
に
ま
で
「
未
来
」
と
「
過
去
」
と
に
「
下
位
分
割
」
さ
れ
、
消
滅
し
て
し
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ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
無
限
に
分
割
さ
れ
た
「
未
来
」

と
「
過
去
い
と
は
、
そ
の
あ
り
方
自
身
に
お
い
て
、
擦
問
問
な
く
遠
い
「
未
来
、

無
眼
に
遠
い
「
過
去
」
に
ま
で
(
す
な
わ
ち
「
無
眼
大
」
の
遠
さ
ま
で
て
ま

さ
に
「
空
一
産
な
形
式
」
と
し
て
問
じ
資
格
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ

る
。
「
ア
イ
オ
i

ン
」
と
は
、
「
下
位
分
割
」
す
る
こ
と
で
「
現
在
」
を
眼
り
な

く
逃
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
自
身
の
「
空
虚
な
形
式
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に

「
永
遠
」
と
関
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
(
物
理
的
循
環
で
は
な
い
)
「
永
遠
匝

の
時
間
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
直
線
」
と
い
う
形
象
は
、
「
生
成
い
を
扱
う
時
間
が
、
「
現
在
」
と

い
う
定
点
を
、
「
最
小
限
」
に
お
い
て
で
あ
れ

る
と
い
う
仕
方
で
)
、
「
最
大
限
」
に
お
い
て
で
あ
れ
(
そ
う
し
た
「
分
割
」
が

(
無
限
に
「
下
位
分
割
」
さ
れ

「
空
虚
な
形
式
」
と
し
て
「
永
遠
」
に
延
び
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
と
い
う
仕
方
で
)
、

逃
れ
去
り
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
し

た
「
臨
線
」
は
、
ボ
ル
へ
ス
が
描
く
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
迷
宮
」
と
述
べ
ら
れ

も
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
限
に
分
割
さ
れ
、
無
限
に
延
び
ひ
ろ
が
る
こ
の
時
間

は
、
「
直
線
」
と
し
て
の
「
迷
宮
」
な
の
で
あ
る
(
ボ
ル
へ
ス
の
文
章
は
、

異
と
反
復
』
に
お
い
て
も
『
シ
ネ
マ
』
に
お
い
て
も
、
時
間
を
論
じ
る
重
要
な

論
脈
で
引
用
さ
れ
る
)
。
「
ア
イ
オ
!
ン
」
と
は
、
「
現
荘
」
と
い
う
中
心
軸
を

欠
き
、
無
限
に
「
過
去
」
|
「
未
来
」
に
分
割
さ
れ
、
「
永
遠
」
に
繋
が
っ
て

い
く
「
空
虚
な
形
式
い
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
時
間
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た

ア
イ
オ
i

ン

の
時
間
に
お
い
て
、
行
為
が
な
さ
れ
れ

る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「
ア
イ
オ
l

ン
」
を
形
成
す
る
「
偶
然
点
」
(
吉
区
即
応
開
門

0
5
)
に
、

の
ご
振
り
」

(
g
c
Zが
振
り
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
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考
え
て
み
よ
う
。
「
ア
イ
オ
l

ン
」
と
し
て
鵠
か
れ
る
「
直
線
」
の
時
間
に
は
、

も
は
や
中
心
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
行
為
の
「
一
振
り
い
は
、

つ
ね
に
「
偶
然
」
に
略
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ご
振
り
」
な
さ
れ
る
の

は
、
根
本
的
に
「
偶
然
点
い
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
「
ア
イ
オ
i

ン
と
は
偶

然
点
が
描
く
直
線
で
あ

(
匂
・
∞
O
)。

し
か
し
こ
う
し
た
ご
振
り
い
は
、
「
偶
然
点
」
に
振
り
下
ろ
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
「
特
異
性
の
配
分
」
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
偶
然

を
常
定
し
、
そ
の
肯
定
に
お
い
て
積
撮
的
な
「
出
来
事
」
を
生
み
だ
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
一
振
り
は
、

そ
れ
自
身
セ
リ
ー
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
思
考
可
能
な
連
続
し
た
時
間
の
最
小
眼
よ
り
も
よ
り
小
さ
な
時
間
に

お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
セ
リ
!
的
な
最
小
眼
に
、
特
異
性
の
分
配
が
対
応
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
一
振
り
は
、
特
異
点
を
、
饗
の
自
(
点
)
を
放
っ
。
し
か
し
そ
れ

ぞ
れ
の
一
振
り
の
総
体
は
、
偶
然
点
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
思
考
可
能
な
連

続
し
た
時
間
の
最
大
限
よ
り
も
よ
り
大
き
な
時
間
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
セ
リl

を
貫
い
て
移
動
し
つ
ず
つ
け
る

投
で
あ
る
。
」
(
司
・
、
試
)
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
ア
イ
オ

i

ン
」
の
時
間
の
な
か
で
「
特
異
性
」
が
現

れ
、
そ
う
し
た
「
特
異
性
」
を
軸
と
し
て
、
「
避
牧
的
H

ノ
マ
ド
的
」
な
開
か

れ
た
空
間
(
ト
ポ
ス
)
に
お
け
る
配
分
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
開
然
点
」
と
、
そ
こ
で
の

の
「
一
振
り
」
に
関
す
る
議
論
は
、
「
ア
イ

オ

ン

に
お
い
て
描
か
れ
る
「
意
味
」
の
第
一
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、

そ
の

第

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
特
異
性
の
配
分
」
の
議
論
に
結
び
つ
け
て
い

く
も
の
で
あ
る
。



〈
「
特
異
性
」
が
描
く
「
超
越
論
的
領
野
」
(
n
E語
句
碑
『
富
田n
S

号
虫
色
)
〉

平
忍
味
」
の
第
二
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず
は
「
準
原
因
」

の
議
論
か
ら
始
め
た
い
。
と
い
う
の
も
、
「
意
味
」
の
領
野
を
「
準
原
因
」
に

よ
っ
て
描
く
議
論
は
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
場
面
で
あ
る
「
特
異
性
の

配
分
い
が
、
「
超
越
論
的
領
野
い
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
だ
。

「
意
味
」
は
「
非
物
体
的
」
な
も
の
と
し
て
、
「
事
物
」
が
も
っ
因
果
関
係

と
は
異
な
っ
た
関
係
を
も
っ
と
摸
か
れ
る
。
そ
う
し
た
「
出
来
事
」
の
領
野
に

お
け
る
関
係
は
、
「
準
原
菌
」
(
宮82
2
8
)
と
名
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
「
準
原
因
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
第
凶
の
セ
リ

i

で
議
論

が
展
開
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
「
意
味
」
の
領
野
を
「
準
原
因
」
と
名
指
す
こ
と
に
、
一

の

内
容
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
く
。

そ
の

つ
は
、
す
で
に
何
度
も
論
じ
た
よ
う
に
、
「
意
味
」
の
こ
の
舘
野
を
、

「
非
実
効
的
」
で
「
非
受
動
的
」
で

な
領
野
、

つ
ま
り
は
「
中
立
」

的
な
場
面
と
し
て
示
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
領
野
を
、
「
事
物
」

の
水
準
で
語
ら
れ
る
器
果
性
や
、

そ
こ
で
働
い
て
い
る

「
偽
」
の
枠
組

み
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
見
て
と
る
べ
き
は
、
こ
の
「
準
原
悶
」
の
領
野
が
、
そ
の
機
能

に
お
い
て
、
「
意
味
」
の
「
生
産
」
を
果
た
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
「
準
原
菌
」
の
領
野
は
、
「
意
味
」
の
「
発
生
の
力
能
」
Q

・
ご
斗
)

を
も
っ
と
も
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鎮
野
は
、
「
不
毛
」
で
「
中
立
」
な

場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
ま
さ
に
「
意
味
」
を
産
出
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
準
原
因
」
は
、
こ
の
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
ド
ゥ
ル
l

ズ
の
語
り
方
は
、
暫
し
の
あ
い
だ
現
象
学
的
な
色
彩
を
帯

び
る
。
こ
う
し
た
「
準
原
因
」
の
二
重
性
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ

i

ル
の
議
論
と

の
平
行
性
が
再
び
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
の
考
え
る
「
意
味
」
の
「
中
立
性
」
と
、

フ
ッ
サ
i

ル
の
論
じ

る
ノ
エ
マ
的
な
も
の
と
の
近
さ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
フ
ッ
サ
i

ル
が
、
ノ
ヱ
マ
的
な
も
の
を
見
い
だ
し
た

あ
と
に
、
そ
う
し
た
ノ
エ
マ
的
意
味
の
核
に
お
い
て
、
対
象
と
の
関
係
が
「
超

越
論
的
」
に
「
構
成
い
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
く
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
同

様
の
事
態
を
、

の
領
野
に
も

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
「
意
味
」
が
な
す

見
て
と
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
領
野
は
、
「
中
立
」
的
で
あ
る
と

同
時
に
、
「
構
成
」
を
な
す
「
超
越
論
的
領
野
」
で
も
あ
る
と
も
描
か
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

サ
ル
ト
ル
も
援
用
さ
れ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
、
『
自
我
の
超
越
』

に
お
い
て
、

フ
ッ
サ
i

ル
の
議
論
を
経
な
が
ら
、
ま
さ
に
「
非
人
称
い
の

体
が
そ
こ
で
「
構
成
」
さ
れ
る
)
領
野
と
し
て
「
超
越
論
的
領
野
」
を
と
り
だ

し
て
い
く
議
論
が
、
こ
こ
で
の
「
準
原
因
」
の
提
示
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
も
す
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
方
で
「
事
物
」
に
対
し
て
徹
底
的
に
「
中
立
的
」
な
も
の
と
語

ら
れ
て
い
た
「
意
味
」
の
領
野
は
、
問
時
に
「
事
物
」
と
の
「
関
係
」
を
「
構

成
」
し
て
い
く
よ
う
な
、
「
超
越
論
的
領
野
」
(
口
冨
吉
田

M
符
吉
田
口
g

母
去
ろ
と
し

て
も
提
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
恩
味
」
の
こ
の
領
野
が
、
後

に
述
べ
ら
れ
る
「
静
的
発
生
」
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
、
た
だ
ち
に
結
び
つ
い
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て
い
く
だ
ろ
う
(
た
だ
し
、

ド
ゥ
ル
i

ズ
の
こ
う
し
た
現
象
学
的
な
姿
勢
は
ア

ン
ピ
パ
レ
ン
ト
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
議
論
の
構
図
を
借
り
た
だ
け
の
も
の
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
す
ぐ
に
ド
ゥ
ル

i

ズ
は
、
フ
ッ
サ
i

ル
の
議
論
そ
の
も
の

は
、
「
良
識
」
と
「
共
通
感
覚
」
に
基
づ
い
た
c
a
o
誌
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

と
断
じ
て
い
く
。
ド
ゥ
ル

i

ズ
自
身
は
、
こ
の
「
意
味
」
の
領
野
を
、
「
良
識
」

や
「
共
通
感
覚
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
い
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
場
面
と
し
て

見
い
だ
し
、

そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
作
用
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
「
静
的

発
生
」
を
記
述
し
て
い
く
の
で
あ
る
)
。

こ
こ
で
少
し
余
談
を
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
ド
ゥ
ル
!
ズ
が
、
最
後
の
論

考
で
あ
る
「
内
在
!
i
一
つ
の
生
・
・
・
」
(
『
狂
人
の
二
つ
の
体
制
』
所
収
)

に
お
い
て
、
や
は
り
サ
ル
ト
ル
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
非
人
称
」

の
「
超
越
論
的
領
野
」
を
、
「
内
在
平
語
」
(
後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
独
特
の
用
語
)

と
し
て
捉
え
返
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
『
意
味
の
論
理
学
』
の
こ

こ
で
の
記
述
と
響
き
あ
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
こ
の
「
意
味
」

の
領
域
が
、
「
深
題
」
か
ら
の
「
動
的
発
生
」
と
は
異
な
っ
た
「
静
的
発
生
」

の
場
面
と
描
か
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
領
野
の
重
要
性
は
、

(
あ
る
意
味
で
「
動
的
生
成
」
の
議
論
の
方
向
へ
と
臨
み
込
む
)
後
期
ド
ゥ
ル
i

ズ
の
考
察
に
到
っ
て
も
、
な
お
放
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

ヲ
心
。

さ
て
で
は
、
こ
う
し
て
「
超
越
論
的
領
野
」
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
る

の
館
野
は
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
と
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
領
野
は
、

ま
さ
に
「
中
立
的
」
な
場
面
と
し
て
、
「
前
個
体
的
」

で
「
非
人
称
的
」

で

「
皮
一
般
的
」
な
も
の
と
記
述
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
意
味
」
を
生
産
す
る

装
置
に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
こ
で
こ
の
鎮
野
が
、
「
特
異
性
の
配
分
」
の
場
面
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
領
野
が
、
「
ア
イ
オ
j

ン
」
に
お
け

る
「
偶
然
点
」
へ
の
饗
の
ご
振
り
」
の
議
論
を
受
け
た
、
「
遊
牧
的

H

ノ
マ

ド
」
的
な
空
間
の
形
成
の
場
面
で
あ
る
こ
と
が
震
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、

「
意
味
」
の
第
一
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
な
す
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
i

ズ
は
、
こ
う
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
「
特
異
性
」
の
機
能
を
、

第
日
の
セ
リ
i

で
、
つ
ぎ
の
五
つ
の
仕
方
に
ま
と
め
て
い
る
。

第
一
に
、
「
出
来
事
」
と
し
て
の
「
特
異
性
」
は
、
準
安
定
的
な
シ
ス
テ
ム

と
し
て
組
織
化
さ
れ
る
、
異
質
な
セ
リ

i

に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

異
質
的
な
セ
リ
!
に
分
配
さ
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
「
特
異
性
」
は
、
こ
う
し
た
異
質
な
セ
リ
!
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な

展
開
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
統

の
プ
ロ
セ
ス
を
備
え
て
い
る
。

こ
に
「
特
異
性
」
は

に
と
り
つ
い
て
い
る
。
「
表
層
」
と
い
う
こ

の
位
置
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
部

H

深
層
と
外
部
と
を
「
接
触
い
ぢ

せ
る
局
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
表
層
」
は
「
意
味

の
場
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
五
に
、
こ
の
韻
野
は
、
「
問
題
設

(
ゆ8
2
古
川
氏
5
5
)
の
場
面
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
特
異
性
」
に
関
す
る

と

し
て
の
位
置
づ
け
と
、
そ
の
「
問
題
設
定
」
と
し
て
の
規
定
で
あ
る
。

「
特
異
性
」
の
領
野
が
「
表
一
層
」
と
描
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
昭
体
化
」

や
「
人
称
化
」
の
場
面
で
は
な
い
の
と
問
時
に
、
米
分
化
な
「
深
淵
」
の
領
域

(
後
に

次
的
鎮
域
」
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
)
と
し
て
も
語
ら
れ
え
な
い
こ



と
を
示
し
て
い
る
。
「
特
異
性
」
の
場
面
は
、

そ
う
し
た
二
者
択
一
的
な
枠
組

を
逃
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
表
層
い
と
は
、
む
し
ろ
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ

中
間
的
な
領
野
の
こ
と
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
領
野
」
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
、

「
前
関
体
的
」
で
「
非
人
称
的
い
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
で
「
特
異
性
の

配
分
」
が
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
個
体
」
や
「
人
称
」
の
「
発
生
」
に
向

か
う
側
面
に
お
い
て
も
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
「
表
題
」
は
、
「
問
題
設
定
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
「
問

題
設
定
」
と
は
、
と
り
わ
け
第

9

の
セ
リ

1

で
、
「
出
来
事
」
の
「
理
念
性
」

と
関
連
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
『
差
異

と
反
復
』
に
お
け
る
「
問
題
」
の
記
述
に
も
対
応
し
て
い
る
。

「
前
個
体
的
」
で
「
非
人
称
的
」
な
「
特
異
性
い
の
場
面
は
、
そ
れ
自
身
の

積
擬
的
な
規
定
と
し
て
、
「
問
題
設
定
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、
「
問
題
」
を
た
て
る
領
野
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
具
体
的
な

「
事
象
」
の
「
実
現
」
(
四
時
四
口
宮
同
氏
。
ロ
)
で
あ
る
「
解
決
」
に
到
つ
て
は
い
な
い

が
、
し
か
し
「
実
現
」
に
向
か
う
潜
在
的
な
力
を
か
た
ち
に
す
べ
く
配
置
し
て

い
る
、
そ
う
し
た
領
野
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
問
題
」
を
論
じ
る
際
に
ド
ゥ
ル

i

ズ
が
と
り
あ
げ
る
例
は
、

吋
結
左
翼
と
反
復
』
以
来
、一
貫
し
て
「
微
分
方
桂
式
」
で
あ
る
。
「
微
分
方
程
式
」

は
「
時
間
i

空
間
的
」
に
「
解
決
」
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
先
だ
っ
た
、
潜
在

的
な
力
の
配
分
を
描
く
「
問
題
設
定
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
「
問
題
設
定
」
は
、
カ
ン
ト
的
な
「
理
念
」
の
議

論
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
も
す
る
。
「
問
題
設
定
」
と
は
、
「
理
念
い
的
で
は
あ
る
が
、

ま
さ
に
「
理
念
」
の
領
野
に
あ
る
「
問
題
」
を
た
て
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
自

身
「
対
象
的
H

客
観
的
い
(
O忍
白
口
氏
。
な
あ
り
方
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
問
題
設
定
」
で
あ
る
「
特
異
性
の
配
分
」
と
は
、
「
事
物
」
の
水
準

(
「
実
現
」
と
し
て
の
「
解
決
」
の
水
準
)
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し

か
し
そ
れ
は
た
ん
な
る
未
分
化
の
場
面
で
は
な
く
、
「
問
題
」
と
し
て
の
「
対

象
性
日
客
観
性
」
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
「
積
様
性
H

定
立
性
」

(
吉
田
広
三
s
e
-
-品
∞
)
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
意
味
」

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
場
面
と
し
て
、
「
表
層
」
の

の
仲
間
畑
一

「
問
題
設
定
」
で
あ
る
こ
う
し
た
「
特
異
性
」
の
領
野
が
と
り
だ
さ
れ
る
こ
と

で
、
「
超
越
論
的
鎖
野
」
か
ら
の
「
静
的
発
生
」
を
論
じ
る
準
備
が
撃
っ
た
と

い
え
る
。
「
静
的
発
生
」
に
関
し
て
は
、
以
上
の
議
論
を
受
け
な
が
ら
、
第
凶

の
セ
リ
!
と
、
第
げ
の
セ
リ
!
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

4 

「
静
的
発
生
い
の
構
圏

〈
「
静
的
発
生
い
の
ニ
つ
の
水
準
〉

「
超
越
論
的
領
野
」
か
ら
の

「
静
的
発
生
」
は
、
ま
ず
は
二
つ
の
水
準

(
「
存
在
論
的
な
静
的
発
生
」
の
二
つ
の
水
議
)
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
く
。

「
静
的
発
生
」
の
第
一
の
水
準
は
、
「
特
異
性
」
を
形
成
す
る
諸
セ
リ
ー
が

「
収
束
い
し
、
そ
こ
で
「
個
体
」
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
「
(
環
境
)
世
界
」

(
H

C
自
宅

m
U
)が
「
構
成
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
し
て
描
か
れ
る
。

「
実
現
の
最
初
の
水
準
は
、
個
体
化
さ
れ
た
世
界
と
、
そ
の
世
界
そ
れ
ぞ
れ

を
満
た
す
個
体
的
な
私
と
を
相
関
的
に
生
み
だ
す
。
個
体
は
、
そ
れ
が
包
括
す
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る
特
異
性
に
隣
接
し
て
構
成
さ
れ
る
。
関
体
は
、
こ
の
特
異
性
に
依
存
す
る
セ

リ

i

の
収
束
盟
と
し
て
の
世
界
を
表
現
す
る
」
守
・
口
出
)
。

つ
ま
り
、
「
個
体
」
(
討
「
私
」
)
と
そ
の
「
(
環
境
)
世
界
」
と
は
、
「
特
異

性
」
に
お
い
て
分
岐
し
て
い
る
セ
リ
!
の
あ
い
だ
で
「
収
束
」
が
起
こ
り
、
そ

こ
に
「
共
可
能
性
」
(
8
5ち
包
区
五
)
の
崩
揺
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
構

成
さ
れ
る
と
一
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
異
質
な
セ
リ
ー
そ
の
も
の
は
、
「
不
共

可
能
性
」
(
5
8
8宮
8
5
F
片
品
)
と
い
う
あ
り
方
を
と
る
だ
ろ
う
(
ち
な
み
に
、

こ
う
し
た
「
不
共
可
能
性
」
の
概
念
は
、
後
に
吋
シ
ネ
マ
』
に
お
い
て
も
、

に
お
い
て
も
、
議
論
の
展
開
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
)
。
し
か
し
「
個
体
」

が
描
か
れ
る
世
界
と
は
、
「
不
共
司
能
」
的
な
も
の
で
あ
る
異
質
な
セ
リ
!
の

分
岐
が
「
収
束
」
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
収
束
圏
の

な
か
で
特
異
性
を
組
織
化
す
る
C
5
5
E

と
「
こ
う
し
た
世
界
を
表
現
す
る

餌
体
い
(
℃
・
卒
。
ム
品
目
)
と
が
、
そ
こ
で
現
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

」
う
し
た
「
静
的
発
生
」
の
第
一
の
水
準
を
描
く
た
め
に
、

つ
の
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
こ
う
し
た
「
岡
山
体
」
の
位
相
は
、
「
分
析
的
」
な
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
(
「
個
体
は
無
限
な
分
析
的
命
題
で
あ
る
い
守
・
ェ
巴
)
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
生
じ
る
「
個
体
い
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
ナ
ド
の
よ
う
に
、
「
収

東
」
す
る
セ
リ
!
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
「
(
環
境
)
世
界
い
の
「
出
来
事
」

を
、
「
分
析
的
」
に
「
記
述
」
さ
れ
る
「
述
語
」
と
し
て
含
み
込
ん
で
い
る
も

の
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

4
h
u
w
つ

つ
は
、
こ
の
場
面
で
、
「
方
向
」
を
定
め
る
作
帰
と
し
て
の
「
良
識
」

の
原
則
が
導
き
だ
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
成
」
に
お
い

て
は
、
「
未
来
」
l

「
過
去
い
へ
と
無
際
限
に
「
下
位
分
割
」
さ
れ
る
こ
と
に
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よ
り
、
方
向
性
も
中
心
軸
も
失
っ
た
「
空
虚
な
形
式
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

た
場
面
に
、

一
つ
の
「
方
向
」
が
設
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
静
的
発
生
」
の
第
二
の
水
準
は
、
第
一
の
水
準
に
お
け
る
「
僧

体
」
と
「
(
環
境
)
世
界
」
C
8
5

日
同
と
を
乗
り
越
え
て
、
「
人
称
」
と
「
世
界
」

巧
町
一
円
と
が
「
構
成
」
さ
れ
て
い
く
局
間
と
し
て
描
か
れ
る
。

こ
の
第
二
の
水
準
は
、
た
ん
な
る
セ
リ
i

の
「
収
束
」
が
見
て
と
ら
れ
る
場

聞
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
第

の
水
準
を
基
盤
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
不
共
可

能
的
」
な
も
の
を
撞
い
て
、
対
象
の
「
自
己
開
一
一
性
」
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る

こ
こ
で
問
題
で
あ
る
の
は
、
「
対
象
H
X

」
と
い
う
「
自
己
同
一
的
」
な
も

の
の
あ
り
方
で
あ
る
。

「
対
象
H
H
X

」
は
、
セ
リ
i

の
「
収
束
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
「
個
体
」
な

の
で
は
な
い
。
「
対
象
H

と
は
、

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た

C
患
者
m
x
に
お

い
て
、
ま
さ
に
「
共
不
可
能
的
」
な
「
述
訪
問
」
を
も
っ
そ
う
し
た
「
対
象
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の

C
M
U項
目
ロ
を
震
き
な
が
ら
「
同
ご
の
も
の
と
し
て
措
定
す
る
働

き
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
働
き
に
お
い
て
は
、
分
岐
す

る
「
不
共
可
能
」
的
な
「
出
来
事
」
に
関
わ
り
な
が
ら
、
「
自
己
悶

的
」
な

一
中
学
象
を
「
総
合
的
」
に
「
規
定
」
し
(
そ
れ
は
第
一
の
水
準
が
、
「
個
体
」
の

「
分
析
的
」
な
「
記
述
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
)
、
そ
こ
で
、

「
可
変
的
も
し
く
は
可
能
的
」
な
も
の
で
あ
る
「
世
界
」
が
、
「
自
己
同
一
的
」

な
形
式
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
際
だ
た
せ
ら
れ
る
守
・
ぉ

3
0

こ
う
し
た
宅
急
に
関
わ
る
も
の
は
、
「
人
称
」
(
「
認
識
す
る
主
体
い
)で
あ



る
。
そ
れ
は
、
第

の
水
準
に
お
け
る
「
個
体
」
(
H
「
私
」
)
と
は
異
な
っ
て
、

ま
さ
に
「
岳
己
同
一
的
」
な
「
人
称
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
宅
島
と
「
人
称
」
と
の
成
立
に
お
い
て
、
「
共
通
感
覚
」
と
い
う
、

「
向
一
化
の
機
能
」
と
関
わ
る
原
則
が
導
か
れ
て
く
る
。

ま
と
め
よ
う
。
「
静
的
発
生
」
の
第
二
の
水
準
と
は
、
第
一
の
水
準
に
お
い

て
見
い
だ
さ
れ
た
「
翻
体
」
と
「
(
環
境
)
世
界
」
と
を
基
盤
と
し
て
、
そ
れ

を

一
化
い
的
に
「
総
合
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
い
く
つ

か
の
世
界
あ
る
い
は
す
べ
て
の
世
界
に
共
通
な
宅
島
」
「
こ
の
「
共
通
な
伺
か
」

を
規
定
す
る
人
称
」
そ
し
て
「
こ
の
人
称
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
ク
ラ
ス
や
諸

特
牲
を
規
定
す
る
総
合
的
な
述
語
」
(
℃

-
Z
C
が
と
り
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
「
自
己
同
一
性
」
と
い
う
形
式
か
ら
、
「
ク
ラ
ス
」
や
「
諸
特
性
」
が

派
生
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
論
理
的
な
静
的
発
生
」
を
描
い
て
い
く
つ
ぎ
の
段
階

に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
。

八
言
語
の
「
一
一
一
次
的
記
霞
」
〉

こ
う
し
て
、
「
意
味
」
の
領
野
が
「
超
越
論
的
舘
野
」
と
し
て
「
構
成
」
を

果
た
し
て
い
く
、
二
つ
の
水
準
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
セ
リ
!
の
「
収

束
」
か
ら
な
る
「
僧
体
」
と
C
自
宅
岳
の
水
準
、
そ
れ
ら
の
「
自
己
同
一
化
」

か
ら
な
る
「
人
称
」
と
ぞ
岳
の
水
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
静
的

発
生
」
は
、
「
前
個
体
的
い
で
「
非
人
称
的
」
な
「
特
異
性
」
の
働
き
か
ら
、

「
四
国
体
」
と
「
人
称
」
と
を
「
実
現
」
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「
構
成
」
は
、
ま
さ
に
「
存
在
論
的
い
な
「
静
的
発
生
」
と
名
指
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
存
在
論
的
」
な
「
静
的
発
生
」
に
は
、

さ
ら
に
「
論
理
的
い

な
「
静
的
発
生
」
が
重
な
り
あ
う
。
そ
こ
で
、

の
「
三
次
的
配
置
」
の
成

立
が
、
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
言
語
を
、
「
意
味
」
と
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
働

き
に
引
き
戻
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
論
述
が
、
今
度
は
方
向
を
逆
転
さ
せ

て
、
「
意
味
」
か
ら
言
語
の
成
立
を
跡
、
つ
け
る
か
た
ち
で
展
開
が
な
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
言
語
は
、
「
超
越
論
的
領
野
」
に
お
い
て
、キC
?し
中
の

た
り
の
基
礎
づ
け
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
(
さ
し
あ
た
り
、
と
い
う
の
は
、

こ
う
し
た
「
表
層
」
か
ら
の
「
静
的
発
生
」
は
、
こ
の
書
物
の
後
半
で
、
ご

次
的
領
域
」
か
ら
の
「
動
的
発
生
」
に
、
さ
ら
に
輔
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
)
。

」
う
し
た
「
論
理
的
」
な
「
静
的
発
生
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

ま
ず
「
存
在
論
的
」
な
「
静
的
発
生
」
の
第
二
の
水
準
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な

C
H
H
H
名
目
Z
を
貫
い
た
コ
日
己
同
一
一
性
」
を
も
っ
「
人
称
」
と
垣
島
と
が
形
成
さ

れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
「
多
様
な
ク
ラ
ス
と
可
変
的
な
諸
特
性
」
(
て
会
)

が
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
要
素
は
、
ま
さ
に
「
論
理
的
命
題
一
椴
の

可
能
性
の
条
件
と
形
式
」
の
「
構
成
」
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

「
個
体
」
と
「
人
称
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
可
能
性
」
を
「
実
現
」
す
る
た
め

の
、
「
質
料
的
審
級
」
の
役
割
を
果
た
す
と
捕
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
条
件
付
け

ら
れ
た
も
の
の
実
在
へ
の
必
然
的
な
連
関
を
、
論
理
的
命
題
に
お
い
て
決
定
す

も
の
な
の
で
あ
る
守
・
志
凶
)
。

つ
ま
り
、
「
個
体
」
と
の
関
係
と
し
て
描
か
れ
る
「
指
示
作
用
」
、
「
人
称
」

と
の
関
係
と
し
て
描
か
れ
る
「
表
出
作
用
」
が
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
こ
で
の
「
可
能
性
の
形
式
」
が
、

2
4怠
昧
作
用
」
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の
関
係
を
も
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
し
て
、

連
の
議
論
の
は
じ

め
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味
作
用
い
と

し、

の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
「
意
味
」
の
舘
野
か
ら
の
「
発
生
い
に

従
っ
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
個
体
」
と
「
指
示
作
用
」
、
「
人
称
」
と
「
表
出
作
用
」
、
「
多
様

な
ク
ラ
ス
も
し
く
は
可
変
的
な
諮
特
性
」
と
「
意
味
作
用
い
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

単
純
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
指
示
作
用
」
は
「
個
体
」
の
場
面

に
深
く
関
わ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
「
人
称
」
的
な
「
同
一
性
」
の
場
面
を
も

必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
人
称
」
は
「
表
出
作
用
」
に
関
わ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
も
ま
た
「
個
体
」
に
無
関
係
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
意
味
作
用
」
は
「
個

体
化
」
に
お
い
て
導
き
だ
さ
れ
る
「
良
識
」
、
「
人
称
」
に
超
源
づ
け
ら
れ
る

「
共
通
感
覚
」
を
想
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
「
非
常
に
接
雑
な
構
造
」

を
な
す
こ
と
に
な
る
。
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」
「
意
味
作
用
」
が
そ
れ
ぞ

れ
に
相
互
に
関
わ
る
よ
う
な
、
こ
う
し
た
構
造
の
総
体
が
、

の
「
一
一
一
次
的

配
置
」
(
℃
・
戸
主
)
を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
語
は
こ
う
し
て
、
「
意
味
」
か

ら
姿
を
現
し
て
く
る
。

〈
中
関
休
止
〉

こ
こ
ま
で
の
議
論
が
、
『
意
味
の
論
理
学
』
の
前
半
部
の
概
要
を
な
し
て
い

る
。
後
半
の
論
述
に
向
か
う
ま
え
に
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
意
味
」
が
、
「
指
示
作
用
」
「
表
出
作
用
」

辺
忍
味
作
用
」
と
は
区
分
さ
れ
た
、
別
の
領
野
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
「
昭
体
」
、
「
人
称
」
、
「
概
念
」
か
ら
は
「
中
立
」
的
に
切
り
離

さ
れ
た
、

「
偽
」
と
は
関
わ
ら
な
い
位
相
に
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

152 

「
意
味
い
は
、
「
意
味
作
用
」
の
形
式
を
と
る
な
ら
ば
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
晒
さ

れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
過
剰
」
な
「
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
」
(
H

「
意
味
い
)
と
、
「
不
足
」
す
る
「
シ
ニ
フ
ィ
ヱ
」
(
H
「
指
示
」
す
る
「
名
」
)

と
い
う
二
つ
の
「
不
均
衡
」
な
セ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
こ
で

-
フ

ド
ッ
ク
ス
的
要
素
」
が
転
位
し
て
い
く
場
面
で
あ
る
(
「
自
分
自
身
の
意
味
を

一
語
る
語
」
)
。
こ
う
し
て
、
「
無
限
退
行
」
と
「
悪
舗
環
」
と
い
う
二
つ
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
が
、
キ
ャ
ロ
ル
の
「
秘
境
語
」
の
分
析
を
介
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
い

く
そ
こ
か
ら
先
に
、

の
二
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
と
り
だ
さ
れ
る
。

そ
の

つ
は
「
ア
イ
オ
i

ン

と
し
て
の
時
間
に
関
わ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ

は
「
特
異
性
の
配
分
」
と
し
て
、
関
か
れ
た
空
間
に
関
わ
る
。
こ
れ
ら
は

味
」
そ
の
も
の
の
領
野
と
し
て
、

セ
リ
ー
か
ら
な
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
も
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
「
準
原
困
」
の
議
論
を
経
て
、
「
意
味
い
の
領
野
は
、
た
ん
に
「
中

的
な
も
の
で
は
な
く
、
対
象
と
の
関
係
を
「
構
成
」
し
て
い
く
「
超
越
論

的
領
野
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
「
特
異
性
」
は
、

に
お
い
て
、
「
積
極
的
引
定
立
的
」
な
「
問
題
設
定
」
を
な
す
も
の
と
し
て
見

い
だ
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
特
異
性
の
配
分
」
は
、
「
静
的
発
生
」
の
議
論
に

結
び
つ
く
。

「
静
的
発
生
」
は
、
「
倒
体
」
と
「
人
称
」
と
を
形
成
す
る
「
存
在
論
的
」

な
「
発
生
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
論
理
的
」
な
「
発
生
」
と
し
て
と
り
だ
さ

れ
る
が
、
こ
う
し
た

の
総
体
に
よ
っ
て
、
「
指
示
作
用
」
「
人
称
作
用
」



「
意
味
作
用
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
言
語
の
成
立
が
見
届
け
ら
れ
る
。

「
真
理
い
に
関
わ
る
場
面
か
ら
、
「
意
味
」
の
領
野
へ
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

利
用
し
て
降
り
下
る
こ
と
。
そ
こ
で
の
「
意
味
」
の
独
自
の
存
立
と
機
能
と
を
、

構
造
主
義
が
明
ら
か
に
し
た
成
果
と
し
て
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
、
「
出

来
事
」
に
関
す
る
ド
ゥ
ル
l

ズ
自
身
の
存
在
論
に
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
「
意
味
」
の
領
野
か
ら
の
、
言
語
の
「
発
生
」
を
跡
づ
け
る

こ
と
。
こ
れ
が
、
こ
こ
ま
で
の
論
述
の
概
要
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
、
「
二
次
的
組
織
化
」
で
あ
る
「
意
味
」
の
領
野
か
ち
り
、

そ
う
し
た
「
深
層
」
を
扱
う
『
意
味
の
論
理
学
』
後
半
の
議
論
を
見
て
い
く
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の
つ
ニ
次
的
配
置
」
を
描
い
て
い
く
行
程
は
、
す
で
に
何
度
も
述
べ
た
よ

う
に
、
つ
い
で
未
分
化
の
「
深
層
」
で
あ
る
ご
次
的
領
域
」
が
露
呈
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
根
底
か
ら
組
み
か
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
の

「
静
的
発
生
」
の
記
述
は
、
「
深
層
い
か
ら
の
「
動
的
発
生
」
の
検
討
へ
と
、
さ

ら
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
と
と
し
ょ
・
っ
。

(
続
く
)
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Sur la gen鑚e statique et la gen鑚e dynam均ue dans 

'Logique du sens.' 

HIGAK1 Tatsuya 

En 馗rivant son deuxiとme ouvrage principal, c'est-ふdire 'Logique du sens', Gilles Deleuze a 

d騅elopp� sa th駮rie du 'devenir' d註ns deux directions. 

D'une part, il commence 主 traiter du langage. Il trouve la phase du 'sens' � la 'surface', qui se 
distingue de la 'désignation', de la 'manifestation', de la 'signification'. Il appelle cette phase 

'organisation secondaire', et d馭init le processus de la constitution du langage � partir de cette phase 

comme 'gen鑚e statique' 

D'autre part, il ouvre une nouvelle voie pour chercher le fond du 'devenir'. C'est 'l'ordre primaire' 

dans lequel on peut parler du 'Corps sans organs'. Il d騁ermine la formation de la 'surface m騁aｭ

physique' comme 'genとse dynamique'. 

Dans cet essai, je me concentre sur l'騁ape de la 'genとse statique' en 馗laircissant le 'sens' de 

plusieurs points de vue. Selon Deleuze, on peut avoir acc鑚 au 'sens' seulement par les 'paradoxes' 

dont les exemples pr駸entent les oeuvres de Lewis Carroll. En consid駻ant les 'paradoxes', on peut 
mettre le 'sens' en rapport avec 'l'騅駭ement' et discuter cette phase comme 'champ transcendental' 

oむ les singularit駸 sont distribu馥s. Dans ce champ, les 'individus' (fondement de la 'désignation'), 
les 'personnes' (fondement de la 'manifestation') et les 'classes' et les 'propri騁駸' (fondement de la 

'signification') apparaissent et le syst鑪e du langage ('l'ordonn加ce tertiaire') se construit. 

Key words 

Deleuze, langage, événement, devenir, paradoxe 
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