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強
度
の
シ
ス
テ
ム

-

1

『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
解
釈
に
寄
せ
て
|
|

本

間

直

樟f

『
差
異
と
反
復
』
第
二
章
は
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
最
も
野
心
的
な
物
語
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
反
復
」
と
「
差
異
」
と
い

う
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
ヒ
ュ

l
ム

ベ
ル
ク
ソ
ン

一一
l
チ
ェ
が
次
々
と
召
還
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
習
慣
」
と
し
て
の
現
在
、

「
純
粋
記
憶
」
と
し
て
の
過
去
、
「
永
遠
回
帰
」
と
し
て
の
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
間
の
総
合
へ
と
変
身
す
る
。
し
か
し
驚
く
べ
き
こ
と

に
、
こ
の
三
者
に
導
か
れ
て
登
場
す
る
の
は
若
き
フ
ロ
イ
ト
で
あ
り
、
瞬
く
聞
に
彼
は
三
者
に
よ
っ
て
切
り
裂
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
彼
か
ら
別
り
出
さ
れ
た
も
の
は
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
唱
え
の
目
。

E
Zロ
由
民
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
一
二
つ
の
時
間
の
総
合
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
が
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
本
論

で
は
あ
え
て
時
間
の
総
合
に
関
す
る
議
論
を
い
わ
ば
外
科
的
に
切
除
し
、
そ
の
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
思
考
の
断
面
に
浮
か
び
上
が
る
、
骨
格

と
し
て
の
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
概
念
と
そ
の
肉
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
の
諸
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

1 



2 

「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
の
定
義

『
差
異
と
反
復
」
第
二
章
の
「
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
登
場
す
る
「
シ
ス
テ
ム
」
と
「
強
度
」

の
定
義
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
(
な
お
、
「
定
義
一
、
二
」
は
引
用
者
が
便
宜
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

(
定
義
一
)
「
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
は
、
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
セ
リ
l
弘
江

g
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、

(1) 

(
り
同
]
5
A
F
)

し
か
も
そ
れ
ら
の
セ
リ
ー
は
ど
れ
も
、
そ
の
セ
リ
l
を
形
成
す
る
諸
項
の
あ
い
だ
の
差
異
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
」

(
定
義
二
)
「
諸
セ
リ
l
が
何
ら
か
の
力
の
作
用
の
も
と
で
連
絡
し
あ
う
と
仮
定
す
る
場
合
、

そ
の
よ
う
な
連
絡

g
B
B
E円

gE

昨
日
。
ロ
が
、
諸
差
異
を
他
の
諸
差
異
に
関
係
さ
せ
る

つ
ま
り
、
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
諸
差
異
の
諸
差
異
を
構
成
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
第
二
階
の
諸
差
異
は
、
〈
異
な
ら
せ
る
も
の
住
民
。
話
口
氏
何
百
件
》
の
役
割
を
演
じ
る
、
す
な
わ
ち
、
第
一
階
の

諸
差
異
を
相
互
に
関
係
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」
(
同
)

定
義
一
は
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
の
第
一
階
の
差
異
を
規
定
し
て
い
る
。
「
諸
項
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、

シ
ス
テ
ム
な
い
し
セ

リ
ー
に
と
っ
て
本
来
的
な
要
素
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
項
」
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
代
入
さ
れ
よ
う
と
も
シ
ス
テ
ム
な
い

し
セ
リ
l
の
特
性
を
決
定
す
る
の
は
、

そ
れ
ら
諸
項
の
差
異
で
あ
る
。
定
義
二
は
、

セ
リ
ー
を
形
成
す
る
諸
差
異
ど
う
し
を
関
係
さ
せ

る
差
異
、
諸
差
異
の
差
異
と
し
て
の
第
二
階
の
差
異
を
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
階
の
差
異
は
「
暗
き
先
触
れ
官
常
時

R
R
8
5・

σ円
。
」
(
ロ
岡
山
目
。
)

と
も
呼
ば
る
。
こ
の
「
先
触
れ
」
が
、
諸
セ
リ
l
を
連
絡
さ
せ
、
「
諸
差
異
を
異
な
ら
せ
る
も
の
と
し
て
作
用
」
し
、

「
お
の
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
直
接
に
関
係
さ
せ
る
」
吉
岡
山
民
吋
)
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
セ
リ
l
の
諸
要
素
の
値
を
規
定
し
て
い
る
の
は
「
そ
れ
ら
が
属
す
る
セ
リ
l
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
諸
要
素

聞
の
差
星
乙
で
あ
る
と
同
時
に
「
ひ
と
つ
の
セ
リ
ー
か
ら
別
の
セ
リ
l
へ
向
か
う
諸
要
素
の
差
異
の
差
異
」
(
巴
何
回
目
)
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
諸
要
素
は
「
強
度

E
Z
B皆
川
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は
強
度
は
さ
し
あ
た
り
「
他
の
諸
差
異
を
指
し
示
し
て
い
る
よ

う
な
差
異
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
(
ロ
何
百
切
)
と
だ
け
定
義
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
質
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

以
上
は
強
度
の
シ
ス
テ
ム
の
極
め
て
形
式
的
な
定
義
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル

i
ズ
は
こ
の
よ
う
な
強
度
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
の
例
と
し
て
、

生
物
、
心
、
社
会
、
等
々
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
と
く
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
ド
ゥ
ル

i
ズ
が
こ
れ
ら
の
定
義
の
直
後
に
言

及
し
て
る
「
生
物
i

心
的
生

E

σ目
。
円
)
日
出
〕
刊
の

E
A
Z
m
w
」
(
り
H
N
H
U
U
)

つ
ま
り
フ
ロ
イ
ト
が
『
心
理
学
草
稿
同
ミ
さ
ミ
ミ

N
N
h司
、

〈
H
O

強度のシステム

P
R
P
。h
c
h
E
に
お
い
て
提
示
し
た
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
第
二
節
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ト
の
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」

論
の
主
な
点
を
確
認
し
た
後
に
、
第
三
節
に
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

フ
ロ
イ
ト
吋
心
理
学
草
稿
』
に
お
け
る
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」

『
心
理
学
草
稿
』
(
以
下
『
草
稿
』
と
略
称
)
は
一
八
九
五
年
に
執
筆
さ
れ
た
未
公
刊
の
原
稿
で
あ
る
。

一
八
九

0
年
代
は
「
?
一
ュ

l

ロ
ン

(
神
経
元
)
」
理
論
が
確
立
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
、
若
い
頃
よ
り
ダ
l
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
傾
倒
し
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
は
そ
れ

に
先
だ
っ
て
独
自
の
仕
方
で
「
神
経
シ
ス
テ
ム

z
q
2
5宮
古
自
」
の
理
論
を
構
想
し
、

心
や
自
我
の
進
化
的
発
生
の
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
た
。
『
草
稿
』
は
「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
神
経
実
体
か
ら
な
る
神
経
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
「
意
識
」
や
「
記
憶
」
を
位
置
づ

(2) 

け
る
生
物
学
的
な
企
て
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
精
神
分
析
の
基
幹
と
な
る
術
語
体

3 

系
が
す
で
に
そ
こ
に
登
場
し
、
「
無
意
識
・
前
意
識
・
意
識
」
の
「
第
一
局
所
論
」
お
よ
び
「
ヱ
ス
・
自
我
・
超
自
我
」
の
「
第
二
局



4 

(
3
)
 

所
論
」
の
双
方
の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ア
が
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
神
経
シ
ス
テ
ム
は
、
「
互
い
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
一
様
に
形
成
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
か
ら
構
成
さ
れ
」
、

そ
れ
ら
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
他
の
組
織
部
分
と
接
し
、
連
結
し
、
「
流
動
す
る
量
と
し
て
の
興
奮
」
の
「
伝
導
路

TW山
宮
招
」
を
形
成
す
る

(
の
当
Z
S
O
)
。
そ
し
て
各
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
「
一
定
の
量

η」
(
神
経
シ
ス
テ
ム
内
の
量
)
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
あ
る
い
は
空
に
な
る

こ
と
が
「
備
給
∞
2
2
2ロ
ぬ
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
経
シ
ス
テ
ム
は
以
下
の
よ
う
な
「
A
V
，V
ω

の
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら

成
り
立
つ
装
置
の
働
き
」
(
の
当
Z
き
印
)
か
ら
な
る
。

1
.
ま
ず
「
A
V

シ
ス
テ
ム
」
は
、
外
界
に
接
す
る
感
覚
器
官
と
直
接
つ
な
が
り
、

い
か
な
る
抵
抗
や
滞
留
も
な
し
に
量
を
通
過
さ

せ
る
「
透
過
性
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
」
(
の
当
Z
S
N
)
で
あ
る
。
こ
の
A
V
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
外
部
か
ら
の
興
奮
を
様
々
に
分
岐
さ
せ
る
と
と
も

4
』

、

ー

ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
末
端
に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
量

η
の
一
部
を
転
移
す
る
。

2
.
「
ψ
シ
ス
テ
ム
」
は
「
非
透
過
性
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
」
(
同
)
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
互
い
に
接
触
す
る
部
位
に

お
い
て
量
通
過
を
制
限
す
る
「
接
触
制
限
問
。
旦
巴
込
由
。
宵

gwo」
(
同
)

の
働
き
を
も
ち
、

そ
れ
に
よ
っ
て
量
の
流
れ
に
対
し
抵
抗
を

い
わ
ば
道
が
踏
み
均
さ
れ
、
量
が

通
過
し
や
す
く
な
る
。
そ
れ
が
「
通
路
形
成
(
開
通
)
∞
与
ロ
ロ
ロ
m」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
通
路
形
成
だ
け
が
量
通
過
の
痕
跡
を
「
記
憶
」

示
す
と
と
も
に
あ
る
一
定
の
量

η
を
保
持
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
大
き
な
量
の
通
過
に
よ
っ
て
、

と
し
て
残
し
、
興
奮
量
の
通
過
に
際
し
て
一
「
決
定
し
道
を
指
示
す
る
力
」
と
な
る
。

つ
ま
り
「
記
憶
は
ψ
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
聞
の
諸
通
路

(
形
成
)

の
差
異
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
」
(
の
当

z
s
s。
そ
し
て
こ
の
通
路
形
成
は
「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
通
過
す
る
量

η
と
、
こ
の
過
程

の
反
復
の
数
」
(
同
)
に
依
存
す
る
。

さ
ら
に
通
路
形
成
は
「
，
V
は
身
体
内
部
か
ら
も
備
給
を
受
け
る
」
信
者
Z
き
∞
)
こ
と
か
ら
も
生
じ
る
。

つ
ま
り
，
V
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、



「
内
因
性
の
興
奮
量
が
そ
こ
で
増
大
す
る
通
路
と
結
合
し
て
」
(
同
)
お
り
、

そ
こ
に
身
体
内
部
か
ら
の
直
接
の
道
が
通
じ
て
い
る
。
こ

こ
で

ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
「
量
に
無
防
備
に
晒
さ
れ
て
い
る
」
と
同
時
に
、
こ
こ
に
「
心
的
機
構
の
欲
動
パ
ネ
叶
広
島
内
丘
ぬ
こ

信
者
Z
ち
∞
)
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
の
中
に
新
た
に
量

η
が
貯
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
シ
ス
テ
ム

の
内
部
に
「
欲
動
、
吋
ユ
号
。
の
派
生
物
」
と
し
て
の
「
心
的
活
動
の
す
べ
て
を
維
持
す
る
原
動
力
〉
ロ

E
o
E
が
生
じ
る
信
者
足
台
。
)
。

こ
の
よ
う
に
ψ
・
シ
ス
テ
ム
は
、
量
を
通
過
さ
せ
る
が
そ
れ
自
体
は
量
を
保
持
し
な
い
通
路
(
の
差
異
)
と
し
て
の
記
憶
と
、
通
路
形

成
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
身
体
内
部
に
由
来
す
る
量
を
貯
蔵
す
る
と
い
う
こ
つ
の
機
能
を
も
っ
。
そ
し
て
後
者
、

つ
ま
り
「
備
給
さ
れ
、

互
い
に
十
分
に
疎
通
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
網
」
信
者
z
b吋
)
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
「
そ
の
時
々
の
，
V
備
給
の
総
体
」

強度のシステム

信
者
Z
色
。
)
が
「
自
我
」
と
呼
ば
れ
る
。

3
.
「，
V
シ
シ
ス
テ
ム
の
末
端
は
最
後
に
「

ω
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
に
接
続
さ
れ
る
。
こ
の

ω
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
量

η
を
受
容
す
る
代
わ
り

に
興
奮
の
周
期
を
受
け
取
る
。
「
最
小
限
の
量

η
で
し
か
み
た
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

周
期
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
と
い
う

ω

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
状
態
こ
そ
意
識
の
根
本
的
な
基
盤
で
あ
る
」
(
の
当
Z
さ
は
)
。
す
な
わ
ち
、
量
の
差
異
は

φ
か
ら

ψ
を
経
て

ω
に
到
達

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
め
差
異
(
周
期
)

へ
と
変
容
し
、
様
々
な
「
意
識
さ
れ
る
感
覚
」
を
も
た
ら
す
。
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重

要
な
感
覚
が
「
快
と
不
快
」
で
あ
る
。
不
快
は
「
量
水
準

η
の
上
昇
あ
る
い
は
量
的
圧
力
の
増
大
」

つ
ま
り
「
ψ
'
の
な
か
の
量

η
の

増
大
の
際
の
感
覚
」
と
し
て
、
ま
た
快
は
「
そ
の
放
出
感
覚
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

つ
ま
り
備
給
の
「
強
度
目
以
昇
。
」
が
上
昇
な

い
し
下
降
す
る
こ
と
に
応
じ
て

ω
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
不
快
な
い
し
快
の
感
覚
を
得
る
の
で
あ
る
お
当
Z
S己。

以
上
の
よ
う
に

，φ
・ψω
か
ら
な
る
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」

の
う
ち
最
も
重
要
な
役
割
を
巣
た
す
の
が
，
V
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の

5 

，V
シ
ス
テ
ム
は
興
奮
量
に
関
し
て
二
つ
の
源
泉
を
も
ち
、

そ
の
内
部
に
量
通
過
の
痕
跡
と
し
て
通
路
す
な
わ
ち
記
憶
を
残
す
。
な
か



6 

で
も
重
要
な
も
の
が
、
外
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
苦
痛
体
験
」
と
身
体
内
部
か
ら
の
興
奮
備
給
と
そ
の
解
放
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
「
満
足
体
験
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
経
シ
ス
テ
ム
は
、
外
界
に
由
来
す
る
興
奮
を
不
快
と
し
て
回
避
す
る
の
み
な

ら
ず
、
「
飢
え
、
呼
吸
、
性
と
い
っ
た
諸
欲
求
∞
包
骨
甘
四
回
目
」
を
満
た
す
と
い
う
「
生
の
窮
状

Z
♀
仏

g
F各
自
由
」
(
の
当
Z
S
C
)
に

(4) 

よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ロ
ン
内
に
量
を
貯
蔵
す
る
よ
う
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
強
度
の
場
」
と
し
て
の
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」

前
述
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
は
『
草
稿
』
に
描
か
れ
た
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」
を

atJ社
E
o
u弓
岳
山
門
M
E
O
w
w

と
呼
ぶ
。
し
か
し
そ

れ
は
、
す
で
に
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
経
生
理
学
と
心
理
学
の
い
ず
れ
か
の
対
象
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
後
年
フ
ロ
イ
ト
が
論
文
「
自
我
と
エ
ス
」
に
お
い
て
「
エ
ス
何
回
」
と
名
付
け
、
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
生
物
学
的
実

体
か
ら
区
別
さ
れ
た
新
た
な
領
域
を
設
け
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル

i
ズ
が
構
想
す
る
の
は
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
に

つ
い
て
の
来
る
べ
き
学
で
あ
り
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
解
釈
に
よ
れ
ば

『
草
稿
」

の
フ
ロ
イ
ト
は
「
エ
ス

(mm)
」
の
概
念
を
先
取
り
し
な

が
ら
、
「
強
度
の
差
異
が
諸
々
の
興
奮
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
そ
こ
こ
こ
に

2
2
広
配
分
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
(
口
問
巴
∞
)
、

つ
ま
り

「
強
度
の
場
岳
山
自
℃

E
5
5町内」(ロ
Emm)
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
つ
い
て
の
理
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル

ー
ズ
が

『
草
稿
』
の
神
経
シ
ス
テ
ム
を
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
解
釈
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
三
つ
の
点
に
絞
っ
て

議
論
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
い
。



一一
一
l

一
興
奮
の
結
束
と
自
我

『
草
稿
』
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
は
そ
の
通
路
形
成
に
よ
っ
て
興
奮
量
の
通
過
な
い
し
「
量
の
流
れ
」
の
差
異
を
形
成
す
る
の
で

あ
っ
た
。
い
ま
「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
や
「
量
の
流
れ
」
を
単
に
物
質
の
状
態
と
し
て
で
は
な
く
機
能
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
神
経
シ
ス

テ
ム
は
こ
の
よ
う
な
興
奮
量
の
配
分
の
差
異
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
備
給
回
2
2
2口
問
」
と
い
う
特
異
な
概
念

は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
量
配
分
の
差
異
に
関
わ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
ず
ド
ゥ
ル

l
ズ
は
配
分
以
前
の
「
興
奮
」
(
つ
ま
り
ゅ

{
5
)
 

に
お
け
る
興
奮
)
を
「
自
由
な
差
異
」
と
呼
ぶ
(
U
H
N
ロ
∞
)
。
そ
し
て
こ
の
自
由
な
差
異
と
し
て
の
興
奮
は
不
快
を
避
け
快
を
得
る
た
め

強度のシステム

か
つ
「
結
束
」
の
状
態
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

つ
ま
り
備
給
を
受
け
、

に
「
差
異
の
流
動
的
配
分
」

(
同
)
。
こ
こ
で
ド
ゥ
ル

ー
ズ
が
着
目
す
る
の
は
「
結
束

-
U巴
山
由
。
ロ
」
概
念
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
草
稿
』
に
お
け
る
「
結
束
∞
古
色
ロ
ロ
巴
と
は
備
給
の
特
殊
な
状
態
、

つ
ま
り
「
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
お
け
る
い
わ
ば
結
束

し
た
状
態

m
o
E昆
g
g
N
g
Z
E」
、
コ
口
向
い
備
給
を
受
け
な
が
ら
少
量
の
流
れ
し
か
許
さ
れ
な
い
状
態
」
(
の
当
Z
品
。
)
を
意
味
す

(
6
)
 

る
。
そ
し
て
「
そ
の
備
給
を
手
放
さ
な
い
、
す
な
わ
ち
結
束
し
た
状
態
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
集
合
」
(
の
当
Z
B
S
こ

そ
が
「
自
我
」
で
あ
っ
た
。
『
草
稿
』
に
お
け
る
最
も
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
自
我
の
形
成
が
「
満
足
体
験
」
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
満
足
体
験
は
そ
の
痕
跡
で
あ
る
「
願
望
像
巧
ロ

g
n
F
E
E」
を
シ
ス
テ
ム
の
内
に
残
す
。
そ
し
て
こ
の
願
望
像
の
「
前

も
っ
て
の
備
給
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
欲
望
の
反
復
状
態
当
日
。
号
岳
巳

g
m∞
目
的
仲
間
口
骨
骨
吋
∞
品
目
旬
、
つ
ま
り
期
待
に
お
い
て
、
原

初
の
自
我
自
窓
口

m-wvgHnF
が
生
育
し
発
展
す
る
」
(
の
巧
Z
色
少
強
調
引
用
者
)

と
フ
ロ
イ
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

7 

結
束
し
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
し
て
の
自
我
の
役
割
は
満
足
体
験
の
反
復
を
望
み
期
待
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
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ば
、
自
由
な
差
異
と
じ
て
散
在
す
る
興
奮
の
結
束
は
、
想
起
と
い
う
能
動
的
な
再
生
や
注
意
に
先
立
つ
「
反
復
の
情
熱

E
g
Z
D」、

つ
ま
り
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

(
習
慣
こ
と
し
て
の
「
受
動
的
総
合
」
(
巴
河
口
∞
)
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
目
は
す
で
に
「
見
る
自
我
」
(
同
)
で
あ
る
。
生
物
は
目
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
波
長
の
差
異
と
し
て
散
在
す
る

光
を
身
体
の
表
面
(
網
膜
)
に
お
い
て
興
奮
と
し
て
の
差
異
に
変
え
る
。
そ
し
て
こ
の
諸
興
奮
が
さ
ら
に
結
束
の
受
動
的
総
合
を
通
し

て
、
見
た
い
、
食
べ
た
い
な
ど
、
快
の
反
復
を
求
め
る
「
諸
欲
動
」

へ
と
生
成
す
る
(
巴
河
口
。
)
。
し
た
が
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
自
我
は
、
能
動
的
想
起
や
注
意
に
先
立
つ
と
い
う
意
味
で
「
受
動
的
」
で
あ
り
、
自
己
同
一
性
を
も
た
ず
特
定
の
感
覚
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
部
分
的
」
で
あ
り
、

フ
ロ
イ
ト
が
「
原
初
の
」
と
形
容
す
る
よ
う
に
「
幼
生

E
3包
括
」
で
あ
る

(同)。し
か
し
な
が
ら
自
我
を
常
に
単
数
形
に
お
い
て
語
る
フ
ロ
イ
ト
と
異
な
り
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
は
こ
の
よ
う
な
自
我
が
複
数
で
あ
る
と
考

え
る
。
「
エ
ス
は
局
在
す
る
諸
自
我
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
」
(
ロ
河
口
。
)
ド
ゥ
ル

l
ズ
自
身
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
確
な
根

拠
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
こ
の
解
釈
の
鍵
と
な
る
の
は
、
ま
ず
フ
ロ
イ
ト
の
論
文
「
自
我
と
エ
ス
」
に
登
場
す
る
身
体
の
「
表
面
の
投

射
」
と
し
て
の
「
身
体
的
自
我
白
山
口
町
α
G
O
E
n
F
g
H
n
F」
、
「
身
体
自
我
巳
口
問
。
弓
角

r
E
G〉
ω
ぬ
志
向
)
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
「
無
意
識
」
の
ト
ポ
ス
と
し
て
新
た
に
「
エ
ス
」
概
念
が
導
入
さ
れ
、
「
自
我
」
は
「
エ
ス
」
の
表
面
に
住
置
す
る
も

の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
英
訳
者
の
註
に
よ
れ
ば
、
自
我
は
身
体
的
な
感
覚
、
主
と
し
て
身
体
の
表
面
に
由
来
す
る
感
覚
か
ら
生
ま
れ

(
7
)
 

そ
れ
は
ま
さ
に
『
草
稿
』
か
ら
一
貫
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
一
言

る
と
フ
ロ
イ
ト
は
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、

の
間
フ
ロ
イ
ト
は
『
性
理
論
三
篇
』
(
一
九
O
五
)
な
ど
に
お
い
て
「
口
唇
欲
動
」
「
旺
門
欲
動
」
な
ど
、
身
体
表
面
に
分
散
す
る
諸
感

覚
と
結
合
す
る
「
部
分
欲
動
司
ω込
町
山
首
目
。

σ」
概
念
を
導
入
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
部
分
欲
動
が
所
謂
「
性
器
段
階
」
に
お
い
て
統



A
目
さ
れ
る
以
前
に
共
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
快
な
い
し
器
官
快
と
結
び
つ
く
仕
方
で
自
我
が
複
数
で

分
散
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一一
一
l

ニ

「
満
足
体
験
」
|
|
知
覚
と
表
象
の
差
異

前
項
で
み
た
自
我
と
結
束
に
つ
い
て
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
は
「
結
束
に
由
来
す
る
満
足
は
必
然
的
に
自
我
自
身
の
幻
覚
的
満
足
で
あ
る
」

(ロ河口
S
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

『
草
稿
』
に
お
け
る
「
満
足
体
験
」

の
議
論
を
厳
ー
密

に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

強度のシステム

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て

(
フ
ロ
イ
ト
は
明
確
に
「
他
者
の
助
け
に
よ
っ
て
」
信
者
Z
色
。
)
と
書

い
て
い
る
)
も
た
ら
さ
れ
た
「
満
足
体
験
」
は
神
経
シ
ス
テ
ム
の
内
に
「
満
足
の
反
復
」
と
し
て
の
「
欲
望
状
態
切
諸
問
。
丘

R
E
E
D
E

色
。
」
を
生
じ
さ
せ
、

そ
れ
が
「
願
望
状
態
と
期
待
状
態
へ
と
発
展
」
す
る
合
唱
Z
合
N
)
。
こ
の
願
望
状
態
と
は
自
我
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
過
程
を
も
た
ら
す
。
「
欲
望
に
よ
る
緊
張
が
自
我
を
支
配
し
て
い
て
、
そ
の
緊
張
が
続
く
と
欲
し
い
対
象
問
。
ロ
与

zczoz

(
願
望
表
象
者
百
円
買

2印
E-gm)
が
備
給
を
受
け
る
。
」
そ
し
て
知
覚
備
給
と
と
も
に
、
こ
の
表
象
が
現
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明

つ
ま
り
快
の
感
覚
は
「
延
期
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
「
さ
ら
に
こ
の
表
象
と
同

一
あ
る
い
は
類
似
す
る
知
覚
が
到
達
す
る
と
、
こ
の
知
覚
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
願
望
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
備
給
さ
れ
て
い
た

き
号
2
0け
は
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
[
中
略
]
さ
ら
に
そ
の
上
、
表
象
と
生
じ
る
知
覚
と
の
あ
い
だ
の
差
異
が
思
考
過
程
に
き
っ
か

と
し
て
の
標
示
が
得
ら
れ
る
時
ま
で
、
「
そ
の
放
出
」

9 

け
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
考
過
程
は
、
過
剰
な
知
覚
備
給
が
発
見
さ
れ
た
通
路
に
そ
っ
て
表
象
備
給
に
移
さ
れ
る
と
終
結
す

つ
ま
り
こ
れ
と
と
も
に
同
一
性
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
(
問
、
強
調
引
用
者

)
J

る
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難
解
な
箇
所
で
あ
る
が
、
重
要
な
論
点
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
欲
望
状
態
の
特
徴
は
、
満
足
を
与
え
る
対
象
が
知

覚
さ
れ
る
(
知
覚
備
給
)
に
先
だ
っ
て
「
願
望
表
象
」
が
備
給
を
受
け
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
満
足
体
験
の
反
復
を
求
め
る
欲

望
状
態
は
、
必
然
的
に
知
覚
と
表
象
の
二
重
化
、
差
異
を
も
た
ら
す
。
最
後
に
、
そ
し
て
こ
の
差
異
の
形
成
と
解
消
こ
そ
が
欲
望
の
対

象
の
同
一
性
を
規
定
す
る
。
こ
こ
で
の
最
大
の
問
題
は
、
願
望
表
象
と
知
覚
は
と
も
に
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
興
奮
(
備
給
)
に
従
う
限
り
、

ー
両
者
の
混
同
は
原
理
的
に
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
と
表
象
の
非
類
似
性
に
着
目
す
る
の
は
唯
一

て
な
さ
れ
る
「
判
断
ロ
ユ
色
」
(
の
巧

z
b
ω
)
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
判
断
」
が
功
を
奏
す
る
の
は
「
二
次
過
程
」
で
あ
っ
て
、

「
自
我
の
阻
止
」
を
通
じ

そ
れ
に
先
行
す
る
「
一
次
過
程
」
お
よ
び
「
一
次
的
願
望
備
給
は
幻
覚
的
性
質
を
も
っ
」
(
の
当
Z
お
早
の
で
あ
る
。

満
足
体
験
の
反
復
(
欲
望
)
は
常
に
表
象
な
い
し
願
望
備
給
を
迂
回
し
て
知
覚
(
対
象
)
に
向
か
う
。
し
か
し
強
度
に
備
給
さ
れ
、

幻
覚
に
ま
で
発
展
し
た
願
望
表
象
は
、
あ
る
対
象
の
享
受
に
お
け
る
知
覚
備
給
に
よ
っ
て
は
満
足
し
な
い
。
こ
こ
に
ラ
カ
ン
の
い
う

(8) 

「
欲
望
門
依
田
町
」
と
「
欲
求

Z
g
z」
の
区
別
が
位
置
す
る
。
「
快
原
理

TM田
吾
ユ
凶

N
F
H
E
R
f
門
町
立
巳
弘
司
」
と
欲
望
(
願
望
)
の
反

復
は
、
も
は
や
す
で
に
得

ιれ
た
快
の
反
復
で
は
な
く
、
決
し
て
一
致
し
な
い
知
覚
と
表
象
の
差
異
の
反
復
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
こ

こ
に
「
差
異
と
反
復
」
に
関
す
る
ド
ゥ
ル

i
ズ
の
根
本
的
洞
察
と
の
共
鳴
を
聴
き
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
|
|
つ
ま
り
反
復
と
は

「
閉
じ
も
の
」
の
反
復
で
は
な
く
、
差
異
を
巻
き
込
む
反
復
で
あ
る
。

-
Z
I
-
-

一
「
遷
移
」
と
「
対
象
H
X
」

前
項
で
確
認
し
た
と
お
り
、
「
欲
望
」
な
い
し
「
願
望
」
は
は
じ
め
か
ら
対
象
の
二
重
化
を
苧
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
ド
ゥ
ル

l
ズ
は

こ
の
二
重
化
に
「
現
実
的
対
象

ozogao-g
と
潜
在
的
対
象
。

zoZ
乱
立

5
】
由
」
と
い
う
表
現
を
与
え
る
。

一
方
で
幼
児
は
興
奮



の
結
束
と
い
う
段
階
を
越
え
て

「
ひ
と
つ
の
対
象
の
定
立
」
(
巴
河
口
N
)

に
向
か
う
。
そ
の
よ
う
な
対
象
は
、
例
え
ば
「
努
力
の
目
標

と
し
て
の
母
」
、

つ
ま
り
「
『
現
実
に
お
い
て
』
能
動
的
に
た
ど
り
着
く
べ
き
項
と
し
て
母
」
(
同
)
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
現
実
的
対
象
」

と
呼
ば
れ
る
。
他
方
で
、
幼
児
は
「
そ
う
し
た
現
実
的
活
動
の
進
歩
や
失
敗
を
一
統
制
し
補
償
す
る
よ
う
に
な
る
潜
在
的
対
象
あ
る
い
は

虚
焦
点
甘
百
円
乱
立

5-
に
自
ら
成
る
」
(
同
)
。
そ
の
よ
う
な
潜
在
的
対
象
と
は
、
例
え
ば
幼
児
が
「
お
し
ゃ
ぶ
り
」
を
し
な
が
ら
抱

く
「
潜
在
的
な
母
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
幼
児
は
「
現
実
的
な
対
象
の
セ
リ
l
」
と
「
潜
在
的
な
対
象
の
セ
リ
l
」
と
い
う
二
重
の

セ
リ
l
に
沿
っ
て
自
身
を
構
築
す
る

(
同
)
。
『
草
稿
』
に
還
っ
て
理
解
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
「
現
実
的
対
象
」
と
し
て
の
母
と
「
潜

在
的
対
象
」
と
し
て
の
母
の
区
別
は
、
最
初
の
満
足
体
験
の
反
復
つ
ま
り
「
欲
望
の
反
復
状
態
」
に
お
け
る
知
覚
さ
れ
る
母
と
表
象
と

強度のシステム

し
て
の
母
の
区
別
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
セ
リ
l
は
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
潜
在
的
対
象
は
現
実
的
対
象
の
な
か
に
「
体
内

化
」
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
潜
在
的
対
象
は
自
分
の
身
体
や
他
人
の
「
身
体
の
諸
部
分
」
や
「
玩
具
、
物
神
取
立
門
社
。
」
と
し
て
現
れ

る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
現
実
的
対
象
の
な
か
の
「
そ
の
対
象
に
欠
け
た
ま
ま
の
潜
在
的
な
半
身
」
と
し
て
現
実
の
な
か
に

植
え
込
ま
れ
て
い
る
(
口
問

Z
S
。
ま
た
ド
ゥ
ル

l
ズ
は
、
ラ
カ
ン
の
「
『
失
わ
れ
た
手
紙
』
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ネ
l
ル」

へ
の
言
及
し

な
が
ら
、
潜
在
的
対
象
は
「
お
の
れ
の
場
所
に
在
り
な
が
ら
移
さ
れ
て
仏
守

z
aい
る
」
古
河
口
切
)
と
も
規
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

潜
在
的
対
象
は
様
々
な
現
実
的
対
象
の
セ
リ
l
を
循
環
し
な
が
ら
自
ら
の
セ
リ
l
を
形
成
す
る
が
、

そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、

《門同
m
H
)
】
仰
の
め

5
0口
付
》
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
む
同
に
C
)

。

で
は
訟
e
z
g
B
S
F
J
N
q
R
E
o
σ
口
一
括
》
と
は
何
か
。
『
草
稿
』
に
お
い
て
は
ニ
ュ
ー
ロ
ン
聞
の
量
の
配
分
(
備
給
)

の
変
化
が

11 

「
遷
移
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
遷
移
」
は
、
耐
え
難
い
表
象
B
の
代
わ
り
に
表
象
A
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
、
す
わ
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な
ち
A
が
B
の
代
わ
り
と
な
り
そ
の
「
象
徴
」
と
な
る
「
象
徴
形
成
∞
司
自
σ♀
E
Eロ
ロ
色
合
当

zto)
と
と
も
に
生
ず
る
。

つ
ま
り
、

《
〈
角
的
岳
山
岳
ロ
口
問
》
と
は
、
「
一
次
過
程
」
に
お
い
て
こ
の
象
徴
形
成
と
と
も
に
、
表
象
B
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
お
け
る
強
度
が
表
象
A

の
そ
れ
へ
と
遷
移
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
遷
移
さ
せ
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
潜

在
的
対
象
に
「
対
象
H
X
(
E
z
a
H
M内
)
」
と
い
う
奇
妙
な
定
義
を
与
え
て
い
る
の
は
十
分
領
け
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
ド
ゥ
ル
l

ズ
に
と
っ
て
含
S
E
B
E
B同
》
は
代
入
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
「
対
象
H
X
」
は
対
象
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
変
数
で
あ
る
も
の

(
9
)
 

な
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル

l
ズ
は
こ
の
「
対
象
H
X
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
精
神
分
析
に
お
け
る
「
反
復
」
の
問
題
に
重
要
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
す
で
に
『
草
稿
』
に
お
い
て
、
過
去
の
体
験
が
そ
れ
に
類
似
す
る
新
し
い
現
在
の
な
か
で
反
復
さ
れ
る
と
と
、

し
か
も
反

復
の
核
心
と
な
る
出
来
事
(
フ
ロ
イ
ト
は
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
性
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
)

の
記
憶
が
忘
却
さ
れ
(
回
想

の
抑
圧
)
、

そ
れ
に
隣
接
す
る
別
の
表
象
に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

(
遷
移
)
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
た
お
当

z
t
2
0。

こ
う
し
た
幼
児
期
の
出
来
事
と
成
人
期
の
そ
れ
の
聞
の
反
復
の
問
題
は
、
二
つ
の
出
来
事
が
そ
れ
ぞ
れ
成
就
す
る
異
な
る
現
在
の
あ
い

だ
の
反
復
と
し
て
、

つ
ま
り
古
い
現
在
と
な
っ
た
過
去
の
体
験
が
新
し
い
現
在
の
な
か
で
反
復
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
し
ば
し
ば
理
解
さ

れ
る
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
反
復
は
、

ひ
と
つ
の
現
在
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
現
在
へ
向
か
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な

い
」
(
巴
河
口
∞
)
。
「
二
つ
の
現
在
は
む
し
ろ
、

そ
れ
ら
と
は
別
の
本
性
を
も
ち
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
な
か
で
絶
え
ず
循
環
し
遷
移
す
る

潜
在
的
対
象
に
関
係
し
な
が
ら
共
存
す
る
こ
つ
の
現
実
的
な
セ
リ

i
を
形
成
し
て
い
る
」
(
同
)
。
幼
児
期
と
成
人
期
の
二
つ
の
異
な
る

出
来
事
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
る
二
つ
の
セ
リ
!
の
共
存
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
「
ど
ち
ら
が
根
源
的
で
ど
ち
ら
が
派

生
的
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
得
な
い
」

(
U
m
Z
S
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
異
な
る
セ
リ
l
を
関
係
づ
け
て
い
る
の
は
、
二
つ



の
出
来
事
、

二
つ
の
現
在
の
あ
い
だ
の
類
似
性
や
同
一
性
で
は
な
く
、
潜
在
的
対
象
で
あ
る
。
反
復
は
「
む
し
ろ
、
潜
在
的
対
象
(
対

象
H
X
)

の
関
数
と
し
て
そ
れ
ら
二
つ
の
現
在
が
形
成
し
て
い
る
共
存
す
る
こ
つ
の
セ
リ
ー
の
あ
い
だ
で
構
成
さ
れ
る
」
百
周
5
5
0

こ
こ
で
ド
ゥ
ル

i
ズ
が
「
対
象
H
X
」
と
呼
ぶ
も
の
は
「
心
的
外
傷
、
吋
E
C
Bと
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
フ
ロ
イ
ト
は
『
草
稿
』

に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
心
的
外
傷
」
は
あ
る
現
在
に
お
い
て
生
じ
た
体
験
の
記
憶
で
は
な
く
、
「
あ
る
回
想
が
事
後
的
に

snF片品
m-wy
の
み
心
的
外
傷
と
な
る
」
(
の
当

z
t∞)
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
的
外
傷
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
対
象
H
X
」

は
、
反
復
に
お
い
て
絶
え
ず
遷
移
す
る
、
「
お
の
れ
自
身
の
同
一
性
に
お
い
て
欠
け
て
も
い
れ
ば
、

お
の
れ
の
場
所
に
あ
っ
て
欠
け
て

も
い
る
も
の
」
(
む
何
回
斗
)

で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
遷
移
し
な
が
ら
異
な
る
二
つ
の
セ
リ
l
を
連
絡
さ
せ
る
「
暗
き
先
触
れ
」
、

つ
ま

強度のシステム

り
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け
る
第
二
階
の
差
異
な
の
で
あ
る
。

結

最
後
に
、

以
上
の
議
論
を
再
度
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
の
定
義
に
関
連
し
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
外
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
内
か
ら
の

も
の
で
あ
れ
「
興
奮
」
は
「
強
度
の
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け
る
第
一
階
の
差
異
を
な
す
(
巴
何
回
日
)
。
そ
し
て
、
想
起
を
可
能
に
す
る
だ

け
で
な
く
、
異
な
る
諸
知
覚
、
諸
表
象
の
セ
リ
l
を
連
絡
さ
せ
る
「
通
路
形
成
」
こ
そ
、
第
二
階
の
差
異
、

つ
ま
り
異
な
る
セ
リ
l
を

関
係
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
暗
き
先
触
れ
」
で
あ
る
(
同
)
。
そ
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
い
う
「
強
度
の
シ

ス
テ
ム
」
と
は
、
「
大
文
字
の
自
我
ぽ
冨
包
」
(
ロ
河
口
己

の
統
合
に
先
立
つ
も
の
、

つ
ま
り
「
神
経
シ
ス
テ
ム
」
に
お
け
る
「
一
次

過
程
」
と
し
て
の
「
無
意
識
の
シ
ス
テ
ム
」
(
口
周
忌
ω)
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
第
一
に
「
差
異
的
か
つ
反

13 

復
的
門
庄
内

m
g
E庄
内
山
片
山
件
。

E
片山内」

つ
ま
り
「
興
奮
」
と
い
う
微
少
な
諸
差
異
と
そ
の
「
結
束
」
か
ら
な
り
、
第
二
に
「
セ
リ

i
的
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∞m
山同・目。}」

つ
ま
り
「
通
路
形
成
」
と
「
遷
移
」
に
よ
っ
て
互
い
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
共
存
す
る
異
な
る
諸
セ
リ
l
を
形
成
し
、
最
後

に
、
「
欲
望
」
が
現
実
的
対
象
に
お
け
る
「
欲
求
と
満
足
」
を
越
え
て
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
潜
在
的
対
象
を
追
い
求
め
る
と
い
う
意
味

で
「
問
題
的
か
つ
問
い
か
け
的
官
。

zm自
己
5
5
2
ρ
5
2
Z
B自
己
な
の
で
あ
る

(
ロ
岡
山

Eω)
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
様
々
な
項
や
主
体
を
巻
き
込
む
「
間
主
観
的
無
意
識
」

(
口
周
忌
N
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ロ
イ
ト
は
自
我
の
単
数
性
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
ひ
と
つ
の

主
体
の
な
か
の
で
諸
セ
リ

l
が
収
束
し
て
し
ま
う
「
主
体
の
独
我
論
的
無
意
識
」
(
同
)
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
特
に
本
論
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
死
の
欲
動
」
お
よ
び
「
抑
圧
」
と
「
否
定
」
に
つ
い
て
の
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
批
判
を
検

討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
今
は
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

註
(
1
)

本
文
中
に
引
用
す
る
主
な
文
献
に
は
以
下
の
略
号
を
使
用
す
る
。

2
5
U巳
g

N

o

b
出
s
h
s
Q
mご
舎
町
民
S
F
H
ν
d・司・

5
2・

盟
関

5
5門同司円。己門凶

cabss町
宮
司
ミ
タ

Z
宮
町
同
門
出
向
島
州
百
円
Hω
・明日田門町内凶門邑∞叶・

~山宮、民間芯
Q
N
a
h
S
F
凶
自
己
印

wω
・呂田
n
F
q
-

(
2
)

例
え
ば
、
石
津
誠
一
『
翻
訳
と
し
て
の
人
間
』
(
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
)
な
ど
。

(
3
)

も
っ
と
も
、
生
物
学
的
概
念
に
依
拠
し
た
『
草
稿
」
は
そ
の
後
の
フ
ロ
イ
ト
の
自
に
は
極
め
て
不
十
分
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
フ
ロ
イ
ト
が
そ
の
死
に
至
る
ま
で
人
聞
の
生
の
生
物
学
的
・
心
理
学
的
両
義
性
を
本
質
的

な
も
の
と
し
て
手
放
さ
な
か
っ
た
こ
と
(
例
え
ば
「
欲
動
と
そ
の
運
命
」
「
快
原
理
の
彼
岸
」
(
∞
〉
ω
所
収
)
な
ど
を
参
照
せ
よ
)
を
極

め
て
重
要
と
考
え
る
。
つ
ま
り
フ
ロ
イ
ト
は
精
神
分
析
理
論
と
と
も
に
単
な
る
心
理
学
を
越
え
て
生
物
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
心
的
で

CJlのロ
E雲間



強度のシステム

も
あ
る
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
学
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
葉
に
従
、
え
ば
、
物

質
と
精
神
の
二
一
万
論
の
彼
方
に
「
精
神
の
物
理
学
」
を
構
想
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
。

(
4
)

さ
ら
に
ま
た
、

ψ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
願
望
備
給
と
防
衛
の
行
わ
れ
る
「
一
次
過
程
」
と
、
そ
の
過
程
が
「
自
我
の
阻
止
」
に
よ
っ

て
調
整
さ
れ
る
「
二
次
過
程
」
と
が
区
別
さ
れ
(
の
当
Z
お
N
)

、
そ
れ
が
後
の
『
夢
解
釈
』
に
お
い
て
「
無
意
識
/
意
識
」
の
区
別
に

な
っ
て
い
く
。

(
5
)

こ
れ
は
エ
ス
の
内
部
で
移
動
す
る
「
遷
移
エ
ネ
ル
ギ
ー
〈
R
R
E
S
g口
問
お
口
角
包
巾
」

(ω
〉
ω

一ωH
N
)

と
し
て
も
理
解
で
き
る
。

(6)

た
だ
し
こ
の
量
の
「
結
束
/
結
束
解
除
虫
ロ
含
一
口
ぬ
/
開
口
号
宮
内
宮
口
巴
と
い
う
使
用
法
と
「
備
給
」
の
関
係
は
フ
ロ
イ
ト
自
身
に
お

い
て
も
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
結
束
」
概
念
の
暖
昧
さ
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
・
ポ
ン
タ
リ
ス
『
精
神

分
析
用
語
辞
典
』
(
村
上
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
)
の
「
拘
束
」
の
項
を
参
照
。

(
7
)

こ
の
よ
う
な
フ
ロ
イ
ト
の
「
表
面
と
し
て
の
自
我
」
と
い
う
考
え
方
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
、
虫
色

q
〉
日
目
。
F
F
O

冨
包
・

句
。
釦
H
M
W

切。円円四白出・

5
∞
印
(
福
田
素
子
訳
『
皮
膚
|
自
我
』
言
叢
社
、
一
九
九
三
年
)
を
参
照
せ
よ
。

(
8
)

例
え
ば
ラ
カ
ン
は
セ
ミ
ネ

i
ル
E
巻
に
お
い
て
『
草
稿
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
欲
動
的
要
請
疋
也

m
g
B
宮
jE。ロ
Do--巾
」
と

「
欲
求

σ
g
o
E」
を
区
別
し
て
い
る
。
「
対
象
を
捕
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
欲
動
は
い
わ
ば
、
お
の
れ
が
満
足
す
る
の
は
ま
さ
に
そ
れ

に
よ
っ
て
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
。
い
か
な
る

zoぺ
欲
求
の
対
象
も
欲
動
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、

そ
も
そ
も
欲
動
に
お
い
て
は
議
論
の
始
め
か
ら
、
∞
主
管
内
口
町
と

Z
2
と
が
、
つ
ま
り
欲
動
的
要
請
と
欲
求
と
が
、
区
別
さ
れ
て
い

る。」
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(
9
)

こ
れ
が
が
ま
さ
に
グ
カ
ン
の
言
う
「
象
徴
的
フ
ア
ル
ス
」
で
あ
る
こ
と
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
認
め
て
い
る
(
む
河
口

e。
(
文
学
研
究
科
講
師
)
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SUMMARY 16 

Le système intensif: 
sur l'interprétation de Freud dans Différence et Répétition 

Naoki HOMMA 

Gilles Deleuze définit «le système intensif» dans le deuxième 
chapitre de Différence et Répétition comme suit: un système se con
stitue sur la base de deux ou plusieurs séries, chaque série étant 
définie par les différences entre les termes qui la composent (les 
différences de premier degré). La communication entre les séries 
rapporte des différences à d'autres différences, ou constitue dans le 
système des différences de différences (les différences de second 
degré). On défint des «intensité» comme les éléments propres au 
système, qui valent à la fois par les différences de premier degré et 
par celles de second degré. 

Selon Deleuze, Freud a présenté dans son Entwuif zur 
Psychologie (1895) la viebiopsychique, c'est-à-dire le système nerveux 
sous la forme d'un tel champ intensif, où se distribuent des différ
ences déterminables comme excitations (Erregung), et des différences 
de différences, déterminables comme frayages (Bahnung). Il a montré 
que la liaison des excitations et frayages rendent possible la répéti
tion du désir, qui lui-même recherche la répétition de la satisfaction. 

C'est la formation du désir qui double la satisfaction et fait la 
distinction entre l'objet du besoin et l'objet du désir. Deleuze les 
appelle respectivement d'objet réel» et «l'objet virtuel». L'objet vir
tuel a pour propriété d'être «déplacé» quand il est à sa place. La 
répétition du désir se constitue entre ies séries réelles coexistantes 
qui se forment par rapport à l'objet virtuel, lequel ne cesse de cir
culer et de se déplcer en elles. Le désir apparaît comme une force de 
recherche, questionnante et problématisante, qui se développe dans 
un autre champ que celui du besoin et de la satisfaction. 

Le système de l'inconscient freudien est donc considéré comme 
le système intensif, qui est différentiel et itératif, sériel, problémati
que et questionnant. 




