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念
の
外
延
・
文
脈
原
理
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フ
レ
ー
ゲ
構
造
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は
じ
め
に

　
本
論
の
囲
的
は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
咽
算
術
の
基
本
法
則
瞼
に
お
け
る
「
概
念
の
外
延
（
関
数
の
値
域
）
」
の
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

数
を
は
じ
め
と
す
る
数
学
的
対
象
と
は
、
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
伝
統
的
な
問
題
は
、
「
算
術
が
論
理
の
一
部
で
あ
る
と
示
す
こ
と
」

を
目
標
と
す
る
、
フ
レ
ー
ゲ
の
論
理
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
も
最
重
要
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
答
え
が
「
算
術
の
対
象
は
す
べ
て
、

概
念
の
外
延
と
し
て
定
義
し
う
る
」
で
あ
っ
た
。
本
論
は
こ
の
答
え
を
吟
味
し
、
さ
ら
に
「
救
済
策
」
を
探
り
、
論
理
主
義
の
再
評
価
を
行

い
た
い
。
次
の
よ
う
な
手
順
で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
二
節
で
、
概
念
の
外
延
と
は
何
か
、
そ
の
「
論
理
的
対
象
」
と
し
て
の
素
性
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
。
フ
レ
ー
ゲ
の
外
延
の
理
論
は
、
実
際
に
は
概
念
記
法
と
い
う
論
理
体
系
と
、
そ
の
意
味
論
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
脈
原
理
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
節
で
そ
の
議
論
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
「
救
済
策
」
が
必
要

な
の
は
、
彼
の
理
論
は
ラ
ッ
セ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
を
導
き
、
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
照
々
で
は
、
そ
の
矛
盾
の
原
因
を
探
り
、
五
節

で
そ
の
救
済
策
と
し
て
、
ア
ク
ゼ
ル
の
「
フ
レ
ー
ゲ
購
造
」
の
理
論
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
文
脈
原
理
を
利
用
し
た
意
味
論
と
、

フ
レ
ー
ゲ
構
造
の
構
成
法
か
ら
、
フ
レ
ー
ゲ
の
論
理
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
そ
も
そ
も
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
再
定
式
化
を
目
指
そ
う
。



二
　
概
念
の
外
延

　
概
念
の
外
延
と
は
、
直
観
的
に
は
、

立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

（
O
℃
）

当
の
概
念
が
当
て
は
ま
る
対
象
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
包
括
原
理
が
成
り

匙
の
｛
埜
＼
（
聴
）
｝
ミ
＼
（
轟
）

す
な
わ
ち
、
任
意
の
概
念
ノ
と
対
象
α
に
つ
い
て
、
α
が
概
念
～
の
外
延
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
＼
（
黛
）
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
き
そ
の
と

き
に
限
る
。
外
延
と
は
、
そ
の
中
に
対
象
が
入
っ
た
り
入
ら
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
準
は
、
そ
の
対
象
に
元
の

概
念
が
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
q
（
織
）
」
と
い
う
命
題
の
真
偽
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
の
真
偽
が
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ

れ
、
「
何
か
と
成
員
関
係
に
立
つ
」
と
い
う
外
延
の
中
心
的
な
機
能
は
、
真
偽
の
観
念
で
説
明
が
尽
く
さ
れ
る
。

　
対
象
に
概
念
が
当
て
は
ま
る
規
準
と
、
そ
の
外
延
の
成
員
関
係
の
規
準
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
外
延
と
は
概
念
の

対
象
化
さ
れ
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
レ
ー
ゲ
は
、
概
念
の
外
延
で
も
っ
て
、
そ
の
上
で
全
算
術
（
実
数
論
ま
で
を
含
む
）

を
展
開
す
る
に
足
る
、
数
学
に
と
っ
て
基
礎
的
な
対
象
領
域
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
外
延
と
い
う
観
念
に
、
そ
こ
ま
で
の
期
待
が
で
き
る
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
上
の
包
括
原
理
が
示
す
、
命
題
の
観
念
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
命
題
は
、
論
理
定
項
を
介
し
て
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
命
題
と
前
提
・
帰
結
関
係
で
結
び
つ
く
。
言
語
の
中
で
、
命
題
た
ち
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
な
し
て
い
る
。
概
念
の
外
延
と
い
う
観
念
は
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
、
無
限
に
多
様
な
数
学
的
対
象
の
領
域
を
構
成
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
轟
m
愈
一
＼
（
逡
）
｝
な
ら
、
＼
（
額
）
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
。
こ
の
命
題
か
ら
は
多
く
の
命
題
が
帰
結
す
る

だ
ろ
う
。
も
し
、
偽
（
貸
）
と
い
う
命
題
が
帰
結
す
る
な
ら
、
今
度
は
匙
m
｛
並
晦
（
逡
）
｝
が
成
り
立
ち
、
｛
藁
、
（
逡
）
｝
と
｛
藁
晦
（
逡
）
｝
と
い

う
二
つ
の
対
象
の
問
に
関
係
が
つ
く
。
こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
数
学
的
対
象
と
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
、
関
係
が
表
現
で
き
る
。
外

概
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延
が
、
そ
の
よ
う
な
数
学
的
対
象
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
も
ち
ろ
ん
、
轟
m
｛
並
＼
（
聴
）
｝
か
ら
で
き
る
命
題
＼
（
亀
）
た
ち
を

介
し
て
、
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
延
は
、
他
の
多
様
な
命
題
た
ち
と
多
様
な
論
理
的
関
係
に
立
つ
、
命
題
た
ち
の
束
（
土
置
、
二
〇
〇
七
、

二
九
〇
参
照
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
外
延
は
、
フ
レ
ー
ゲ
に
と
っ
て
、
論
理
的
対
象
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
P
　
そ
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
知
り
う
る
の
か
P
　
こ
れ
は
、
数
学

的
対
象
に
関
す
る
存
在
論
的
・
認
識
論
的
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
フ
レ
ー
ゲ
は
、
こ
の
問
題
に
直
接
は
ア
タ
ッ
ク
し
な
い
。
彼
は
い
つ
で
も
、

数
学
に
関
す
る
哲
学
的
問
題
に
、
言
語
と
そ
の
意
味
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ょ
う
と
す
る
。
『
基
本
法
則
蜘
は
、
外
延
表
現
を
含
む
形

式
言
語
に
意
味
を
与
え
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
問
題
の
解
決
を
図
る
。
外
延
表
現
に
意
味
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
衰
現
が
指
示
す
る
も

の
と
し
て
の
外
延
の
存
在
は
疑
い
え
な
い
し
、
外
延
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
表
現
の
理
解
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味

論
を
与
え
る
際
に
は
も
ち
ろ
ん
、
外
延
の
存
在
と
そ
れ
ら
へ
の
認
知
的
ア
ク
セ
ス
を
前
提
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
避
け
つ
つ
、

い
か
に
し
て
意
味
を
与
え
る
か
、
が
問
題
で
あ
る
。

三
　
『
基
本
法
則
』
の
意
味
論
と
文
脈
原
理

　
魍
算
術
の
基
本
法
則
睡
で
提
示
さ
れ
た
論
理
的
言
語
、
概
念
記
法
は
、
算
術
の
た
め
の
普
遍
的
雷
語
で
も
あ
る
。
概
念
記
法
は
外
延
を
意

味
（
び
①
匹
①
鴬
声
①
コ
）
す
る
表
現
、
外
延
名
を
語
彙
と
し
て
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
数
学
的
対
象
は
、
外
延
を
用
い
て
定
義
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
性

質
・
関
係
が
概
念
記
法
の
中
で
証
明
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
外
延
と
は
何
か
。
騨
基
本
法
則
』
の
意
味
論
は
、
外
延
名
に
意
味

（
b
σ
①
号
暮
§
α
q
）
を
与
え
る
、
す
な
わ
ち
外
延
名
の
指
示
な
い
し
表
示
を
定
め
る
こ
と
で
、
そ
の
問
い
に
答
え
を
与
え
る
。
以
下
で
は
、
概

念
記
法
の
シ
ン
タ
ク
ス
を
簡
単
に
説
明
し
た
後
、
外
延
名
に
対
す
る
意
味
付
与
の
た
め
の
原
理
、
文
脈
原
理
を
中
心
に
、
『
基
本
法
則
』
の

意
味
論
を
概
観
す
る
。



　
三
・
一
　
シ
ン
タ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
概
念
記
法
の
原
初
記
号
と
し
て
こ
こ
で
考
え
る
の
は
、
次
の
六
種
類
で
あ
る
。

　
　
同
一
性
へ
睦
∬
　
　
水
平
線
－
卵
　
　
　
　
否
定
」
穿

　
　
含
意
　
噛
u
穿
　
　
　
　
普
遍
量
化
　
く
逡
S
（
逡
）
　
　
　
外
延
　
｛
並
S
（
執
）
ぽ

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
空
所
（
ギ
リ
シ
ャ
文
字
で
表
し
た
部
分
）
を
も
つ
関
数
名
で
あ
り
、
最
初
の
四
つ
は
一
階
関
数
名
、
量
化
子
と
外
延
オ

ペ
レ
ー
タ
は
二
階
関
数
名
で
あ
る
。
例
え
ば
外
延
オ
ペ
レ
ー
タ
に
一
階
関
数
士
魂
（
◎
」
を
充
当
す
る
と
、
空
所
の
な
い
表
現
「
嘗
ζ

（
逡
）
｝
」
が
で
き
る
（
こ
れ
を
外
延
名
と
呼
ぼ
う
）
。
こ
の
よ
う
な
空
所
の
な
い
表
現
は
名
辞
で
あ
り
、
一
階
関
数
名
の
空
所
に
充
当
で
き
る
。

　
同
　
性
罫
睦
窪
に
二
つ
の
外
延
名
「
｛
竺
＼
（
逡
）
｝
」
と
「
西
安
（
歌
）
｝
」
を
充
当
す
る
と
、
名
辞
「
轟
く
（
逡
）
｝
1
1
｛
厄
日
（
逡
）
ご
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
文
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。
原
初
記
号
に
は
、
論
理
定
項
に
当
た
る
も
の
も
入
っ
て
い
る
の
で
、
複
合
文
も
形

成
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
（
式
）
と
名
辞
（
対
象
定
数
・
変
数
な
ど
）
を
区
別
す
る
現
代
の
標
準
的
述
語
論
理
と
は
異
な
り
、
文
が
名

辞
の
　
種
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
概
念
記
法
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
の
名
辞
「
貧
一
＼
（
逡
）
｝
“
窟
【
晦
（
執
）
｝
」
か
ら
、

例
え
ば
「
｛
並
随
（
逡
）
ご
を
除
去
す
る
と
、
空
所
を
持
つ
関
数
名
「
窟
一
＼
（
逡
）
｝
1
1
a
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
複
合
的
関
数
名
な
い
し
述
語

を
形
成
で
き
る
の
も
、
概
念
記
法
の
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
充
当
と
除
去
を
形
成
操
作
と
し
て
、
原
初
記
号
か
ら
任
意
の
複
合
表
現
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
概
念
記
法
は
、
充
当
に
よ
っ

て
（
型
付
の
）
関
数
の
適
用
を
、
除
去
に
よ
っ
て
（
型
付
の
）
関
数
の
抽
出
を
表
現
す
る
体
系
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
中

で
、
論
理
定
項
と
そ
れ
が
作
用
す
る
文
に
よ
っ
て
、
推
論
過
程
、
す
な
わ
ち
証
明
が
衰
現
で
き
る
論
理
体
系
で
も
あ
り
、
外
延
オ
ペ
レ
ー
タ

に
よ
り
、
関
数
（
概
念
も
関
数
の
一
種
で
あ
る
）
を
対
象
化
す
る
作
用
を
備
え
た
体
系
で
も
あ
る
。

概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造
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三
・
二
意
味
論

　
現
代
の
標
準
的
な
モ
デ
ル
論
で
こ
の
よ
う
な
形
式
言
語
に
意
味
を
与
え
る
際
、
最
初
に
用
意
す
る
の
は
、
名
辞
の
意
味
と
し
て
割
り
当
て

ら
れ
る
べ
き
、
対
象
の
領
域
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
各
名
辞
に
そ
れ
ら
の
対
象
を
割
り
当
て
、
述
語
や
関
数
名
に
、
そ
の
領
域
上
の

種
々
の
構
造
（
関
係
・
関
数
等
）
を
割
り
当
て
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
対
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
領
域
の
上
に
は
ど
の
よ
う
な

構
造
が
入
っ
て
い
る
か
（
入
れ
ら
れ
る
か
）
は
、
通
常
は
公
理
的
集
合
論
の
宇
宙
の
中
の
、
数
学
的
対
象
な
り
構
造
と
し
て
、
意
味
論
を
与

え
る
前
に
、
既
知
の
も
の
と
前
提
さ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
レ
ー
ゲ
は
こ
の
よ
う
な
前
提
は
置
か
な
い
し
、
置
け
な
い
。
彼
が
取
り
組
ん
で
い

る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
数
学
的
対
象
と
は
、
そ
し
て
そ
の
基
礎
に
あ
る
外
延
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い
な
の
で
あ
る
。
対
象

領
域
を
所
与
と
し
て
、
そ
の
要
素
を
外
延
名
に
割
り
当
て
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
概
念
記
法
の
意
味
論
を
駆

け
足
で
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
対
象
領
域
　
　
ま
ず
、
概
念
記
法
の
名
辞
は
（
文
を
除
け
ば
）
外
延
名
だ
け
な
の
で
、
名
辞
の
意
味
、
す
な
わ
ち
対
象
の
領
域
は
外
延
の

み
か
ら
な
る
、
と
想
定
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
領
域
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
概
念

記
法
と
い
う
形
式
言
語
の
意
味
論
の
た
め
に
は
、
そ
の
中
の
名
辞
で
名
指
し
う
る
も
の
だ
け
が
必
要
に
し
て
十
分
で
あ
り
、
何
で
あ
れ
外
延

以
外
の
も
の
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
定
が
以
後
の
議
論
に
効
い
て
く
る
。

　
こ
の
対
象
領
域
に
対
し
て
は
、
対
象
同
士
の
同
一
性
規
準
の
み
を
定
め
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
も
し

外
延
な
る
も
の
が
与
え
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
ら
が
同
じ
か
ど
う
か
は
判
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
こ
め
規
準
は
、
概
念
記
法
の
公
理
の
ひ

と
つ
、
す
な
わ
ち
基
本
法
劉
V
の
意
味
論
、
ハ
…
ジ
ョ
ン
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意
の
一
階
関
数
ノ
と
9
に
対
し
て
、

（
＜
）

｛
並
〉
訣
）
｝
H
窟
膏
（
逡
）
｝
　
ミ
＼
（
黛
）
封
偽
（
犠
）
誉
殴
ミ
織

〆
の
外
延
と
8
の
外
延
が
同
一
で
あ
る
の
は
、
す
べ
て
の
対
象
。
に
対
し
て
＼
（
輿
）
と
偽
（
S
が
同
一
で
あ
る
と
き
そ
の
と
き
に
限
る
、
と



す
る
（
O
O
≧
ω
”
Φ
）
。

　
真
理
値
　
　
概
念
記
法
の
表
現
に
は
、
文
に
当
た
る
名
辞
が
あ
る
。
対
象
領
域
が
外
延
の
み
か
ら
な
る
と
し
た
ら
、
名
辞
と
し
て
の
文
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
フ
レ
ー
ゲ
の
考
え
は
、
対
象
領
域
の
中
の
二
つ
の
外
延
を
、
真
理
値
と
し
て
指
定
し
て
や
る
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
次
の
よ
う
に
取
り
決
め
る
。

　
　
真
理
値
真
と
は
翁
㎜
1
菖
の
こ
と
で
あ
り
、
真
理
値
偽
は
窟
耳
H
」
〈
旨
（
勘
目
受
）
｝
で
あ
る
。

真
理
値
偽
は
、
矛
盾
と
同
じ
も
の
の
集
ま
り
（
“
偽
な
る
も
の
”
の
集
ま
り
）
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
真
理
値
真
は
一
へ

な
る
概
念
の
外
延
、
水
平
線
関
数
の
値
域
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
水
平
線
は
後
で
検
討
す
る
が
、
入
力
が
真
の
と
き
に
は
真
を
、
そ
れ
以
外

の
と
き
に
は
偽
を
返
す
、
と
い
う
不
思
議
な
関
数
で
あ
る
。
こ
の
概
念
が
当
て
は
ま
る
も
の
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
真
と
は
、
い

わ
ば
〃
真
な
る
も
の
”
の
集
ま
り
と
考
え
て
よ
い
（
9
0
0
と
H
ρ
。
。
回
）
。

　
文
脈
原
理
　
　
こ
れ
ら
の
準
備
の
も
と
目
指
す
の
は
、
外
延
名
の
意
味
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
フ
レ
ー
ゲ
は
次
の
文
脈

原
理
を
仮
定
す
る
。

　
　
あ
る
名
辞
「
α
」
に
意
味
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
「
α
」
を
任
意
の
一
階
一
項
関
数
名
q
（
O
」
の
空
所
に
充
当
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
き
、
で
き
る
名
辞
く
（
四
）
」
に
意
味
が
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
十
分
条
件
で
あ
る
。
（
9
0
0
＞
H
b
。
㊤
）

対
象
領
域
と
は
、
名
辞
の
意
味
の
領
域
で
あ
る
と
岡
時
に
、
一
階
関
数
の
定
義
域
（
及
び
値
域
）
で
も
あ
る
。
二
階
関
数
は
一
階
関
数
を
定

義
域
と
し
、
さ
ら
に
高
階
の
関
数
も
同
様
。
対
象
領
域
と
は
、
そ
の
上
で
関
数
た
ち
が
立
ち
働
く
た
め
の
基
盤
と
な
る
場
所
で
あ
る
。
文
脈

原
理
が
主
張
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
関
数
を
確
定
し
た
出
力
を
出
す
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
定
義
域
と
し
て

の
対
象
領
域
が
確
保
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
原
理
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
関
数
観
の
特
異
性
で
あ
る
。
現
代
の
公

理
的
集
合
論
で
は
、
例
え
ば
集
合
丑
か
ら
集
合
β
へ
の
関
数
は
、
入
出
力
対
の
集
合
、
す
な
わ
ち
グ
ラ
フ
で
あ
っ
て
、
直
積
》
×
b
σ
の
部

概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造
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九
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分
集
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
義
域
（
及
び
値
域
）
の
構
成
は
、
関
数
の
構
成
に
先
立
つ
。
文
脈
原
理
は
こ
の
見
方
と
真
っ
向
対
立
す
る
。

フ
レ
ー
ゲ
は
、
関
数
と
そ
の
定
義
域
を
同
時
に
確
定
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
罵
能
な
の

か
、
引
き
続
き
彼
の
手
続
き
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
原
初
的
関
数
　
　
目
標
は
、
任
意
の
一
階
関
数
の
、
外
延
に
対
す
る
値
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
関
数
を
見
る
必
要

は
な
い
。
…
階
の
原
初
記
号
の
値
さ
え
決
ま
れ
ば
、
後
の
任
意
の
関
数
名
は
原
初
記
号
か
ら
形
成
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
値
も
確
定
す
る
。
す

な
わ
ち
、
概
念
記
法
で
は
一
種
の
合
成
原
理
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
（
9
0
0
≧
。
。
O
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
検
討
す
べ
き
は
一
階
の
原
初
記
号
が

意
味
す
る
関
数
（
原
初
的
関
数
と
呼
ぼ
う
）
、
す
な
わ
ち
同
一
性
、
否
定
、
水
平
線
、
含
意
だ
け
で
あ
る
。

　
同
一
性
関
数
の
働
き
は
、
す
で
に
（
V
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
で
実
質
的
に
は
話
は
終
わ
り
な
の
で
あ
る
。
水
平

線
関
数
一
鞭
は
、
入
力
源
に
対
し
て
は
真
を
、
そ
れ
以
外
の
入
力
に
対
し
て
は
偽
を
返
す
関
数
と
し
た
い
。
真
理
値
も
外
延
で
あ
る
か
ら
、

任
意
の
入
力
に
対
し
て
、
そ
れ
が
真
理
値
、
特
に
真
と
同
一
か
ど
う
か
、
わ
れ
わ
れ
は
（
V
）
を
使
っ
て
判
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
任
意
の

入
力
に
対
し
て
、
水
平
線
関
数
の
値
が
確
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
否
定
と
含
意
は
、
水
平
線
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
」
窪
は
「
」
（
1
◎
」
と
、
罫
U
竃
は
「
（
一
◎
U
（
1
◎
」
と
考
え
る
。
水
平
線
関
数
の
出
力
は
當
に
真
偽
い
ず
れ
か
の
真
理
値
だ
か

ら
、
否
定
と
含
意
に
対
す
る
入
力
は
常
に
、
水
平
線
関
数
を
通
し
た
真
理
値
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
も
な
じ
み
の
、

（
古
典
論
理
の
）
真
理
関
数
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
9
0
0
≧
G
。
H
）
。

　
原
初
的
関
数
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
定
め
て
や
れ
ぽ
、
後
は
合
成
性
に
よ
り
、
任
意
の
関
数
の
値
も
確
定
す
る
。
文
脈
原
理
に
よ
り
、
対

象
領
域
が
確
定
さ
れ
、
そ
の
中
の
要
素
を
名
指
す
外
延
名
の
意
味
も
確
定
す
る
。
こ
れ
が
彼
の
と
っ
た
手
続
き
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
つ

い
て
の
検
討
に
移
ろ
う
。

三
・
三
　
文
脈
原
理



　
問
題
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
で
本
妾
に
外
延
名
の
意
味
は
与
え
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
。
そ
し
て
、
な
ぜ
フ
レ

ー
ゲ
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
が
可
能
だ
と
考
え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
。
最
初
の
問
題
に
対
し
て
は
、
明
ら
か
に
ノ
ー
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ

ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
に
よ
り
、
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
は
、
そ
の
失
敗
の
原
因
を
突
き
止
め
、
あ
り
う
る
救
済

策
を
考
え
る
こ
と
で
、
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
可
能
な
限
り
の
洞
察
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
出
発
点
は
、
第
二
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
フ
レ
ー
ゲ
は
文
脈
原
理
が
正
し
い
と
考
え
た
の
か
。

　
ま
ず
、
上
の
意
味
論
で
定
め
ら
れ
た
の
は
、
原
初
的
関
数
の
ふ
る
ま
い
、
す
な
わ
ち
入
力
が
与
え
ら
れ
た
と
仮
定
し
た
と
き
の
処
理
の
仕

方
だ
け
で
あ
っ
て
、
入
出
力
対
が
実
際
に
構
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
次
に
、
外
延
オ
ペ
レ
ー
タ
以
外
の
、

現
代
の
わ
れ
わ
れ
で
あ
れ
ば
「
論
理
定
項
」
と
呼
ぶ
原
初
的
関
数
（
量
化
子
も
含
む
）
は
す
べ
て
、
何
か
を
値
と
し
て
と
る
と
す
れ
ぽ
真
理

値
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
延
名
の
意
味
を
定
め
る
た
め
に
フ
レ
ー
ゲ
が
行
っ
た
の
は
、
実
際
に
は
、
同
一
性
規
準
（
V
）
を
“
原
子
文

（
命
題
）
”
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
論
理
定
項
を
使
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
論
理
的
複
合
命
題
、
な
い
し
文
の
真
理
条
件
の
規
定
だ
と
言
え
る
。

　
文
の
真
理
条
件
は
、
そ
の
文
が
表
わ
す
事
態
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
フ
レ
ー
ゲ
が
目
指
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な

（
無
限
に
多
様
な
）
事
態
が
存
立
し
う
る
世
界
、
つ
ま
り
自
然
数
や
実
数
な
ど
の
数
学
的
構
造
を
包
含
し
た
、
外
延
の
領
域
の
確
立
で
あ
る
。

し
か
し
プ
レ
！
ゲ
は
、
真
理
条
件
を
定
め
さ
え
ず
れ
ば
そ
の
よ
う
な
構
造
が
生
成
さ
れ
る
、
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

定
め
ら
れ
た
の
は
、
関
数
（
論
理
定
項
・
文
）
の
ふ
る
ま
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
し
事
態
の
基
礎
的
な
構
成
要
素
、
す
な
わ
ち
外
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
対
象
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
複
合
的
な
構
造
が
そ
の
上
に
構
築
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
こ
こ
で
、
劉
種
の
構
造
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
文
の
真
理
条
件
が
定
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
命

題
た
ち
が
な
す
論
理
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
れ
ら
の
聞
の
前
提
・
帰
結
関
係
か
ら
な
る
構
造
が
生
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
構
造
は
、
概
念
記
法
と
い
う
言
語
の
外
側
で
成
立
し
、
概
念
記
法
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
構
造

概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造
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一
一
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二

で
は
な
い
。
概
念
記
法
と
い
う
言
語
を
設
定
し
、
そ
れ
に
意
味
論
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
、
そ
の
言
語
自
身
の
構
造
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
外
延
｛
竺
＼
（
訣
）
｝
と
は
、
命
題
＼
（
犠
）
た
ち
の
束
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
フ
レ
ー
ゲ
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
外

延
は
、
命
題
を
通
し
て
、
つ
ま
り
書
置
の
内
部
で
成
立
し
て
い
る
論
理
的
構
造
の
み
に
依
拠
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
持
ち
、
他
の
外
延

と
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
数
学
的
構
造
を
、
醤
語
の
構
造
を
使
っ
て
構
築
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
原
初
的
関
数
の
定
め
方
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
外
延
が
任
意
の
関
数
に
入
力
さ
れ
る
際
に
は
必
ず
、
（
V
）
を
通
し
て
、
（
霜
）
の
形
に
変

換
さ
れ
、
他
の
晦
（
織
）
と
の
同
一
性
の
判
定
が
行
わ
れ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
が
ま
た
別
の
外
延
の
形
を
し
て
い
る
な
ら
、
再
び
（
V
）
を
適

用
し
て
又
［
ご
を
外
す
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
”
同
一
性
”
を
、
最
終
的
に
は
真
理
値
が
同
じ
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
論
理
的
同
値
か
ど

う
か
の
判
定
に
ま
で
還
元
す
る
。
そ
こ
ま
で
還
元
で
き
た
ら
、
あ
と
は
真
理
条
件
に
従
う
論
理
的
な
推
論
で
あ
る
。

　
外
延
に
対
す
る
原
初
的
関
数
の
ふ
る
ま
い
を
決
め
、
そ
こ
か
ら
合
成
性
を
使
っ
て
す
べ
て
の
関
数
の
ふ
る
ま
い
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
た
が
っ
て
、
外
延
｛
蓋
＼
（
著
）
｝
が
束
ね
て
い
る
命
題
＼
（
匙
）
た
ち
の
、
論
理
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
定
ま
れ
ば
、
外
延
の
素
性
か
ら
言
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
要
求
す
べ
き
こ
と
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
外
延
名
に

意
味
が
与
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て
、
事
態
の
構
成
要
素
た
る
外
延
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
上
の
関
数
を
は
じ
め
と
し
て
、

実
質
的
な
数
学
的
構
造
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
文
脈
原
理
を
利
用
し
た
噸
算
術
の
基
本
法
則
徳
の
意
味
論
の
見
取
り
図
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
フ
レ
ー
ゲ
が
与
え
う
る
哲
学

的
な
正
当
化
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
循
環
的
な
状
況
を
見
て
と
る
こ
と
は
容
易
い
。
フ
レ
ー
ゲ
は
、
あ
る
言
語
が
そ
れ
に
つ
い
て
語
り

う
る
も
の
を
、
そ
の
言
語
自
身
の
構
造
を
用
い
て
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
関
数
と

そ
の
定
義
域
を
同
時
に
定
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
関
数
の
ふ
る
ま
い
だ
け
を
決
め
、
そ
れ
ら
が
な
す
論
理
的
構
造
か
ら
外
延
を
抽

出
し
、
そ
れ
を
元
の
関
数
の
定
義
域
と
す
る
。
ダ
メ
ッ
ト
な
ど
は
、
こ
の
循
環
的
な
手
続
き
を
、
フ
レ
ー
ゲ
哲
学
の
根
本
的
な
誤
り
と
し
て

批
判
し
て
き
た
（
9
U
賃
ヨ
ヨ
Φ
露
お
ψ
お
器
O
幽
昏
。
卜
。
る
ω
↑
歯
き
）
。
し
か
し
、
確
か
に
フ
レ
ー
ゲ
の
議
論
は
ト
リ
ッ
キ
ー
で
は
あ
る
も
の
の
、
ど



こ
で
間
違
っ
た
の
か
は
、
直
ち
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
救
済
策
と
し
て
の
「
フ
レ
ー
ゲ
構
造
」
を
見
据
え
つ
つ
、
次
節
で
は
、
失
敗
の
原
因

を
突
き
止
め
る
こ
と
を
目
指
そ
う
。

　
　
　
　
　
　
四
　
失
敗
の
原
因

　
『
基
本
法
則
』
の
書
語
で
は
、
成
員
関
係
を
次
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
（
O
h
O
O
》
H
ω
躯
）
。

　
　
蟄
の
ひ
川
田
＼
（
ぴ
縫
憲
闘
｛
竺
〉
歌
）
｝
鍵
（
額
）
）
G

「
ヨ
」
や
「
＆
」
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
論
理
定
項
か
ら
普
通
の
仕
方
で
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
成
員
関
係
の
も
と
で
、
包
括
原
理

が
成
り
立
つ
。

　
　
（
O
℃
）
　
　
　
賢
m
｛
竺
〉
逡
）
｝
　
ミ
＼
（
亀
）
．

量
化
子
は
省
略
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
α
は
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
対
象
の
上
を
走
る
変
数
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
延
愈
一
」
（
a
m

執）

p
に
対
し
、
そ
れ
自
身
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
考
え
よ
。
（
0
℃
）
よ
り
、

　
　
（
ヵ
）
　
　
　
｛
竺
」
（
執
①
択
）
｝
m
｛
竺
」
（
逡
m
逡
）
｝
　
ミ
　
」
（
｛
亙
」
（
旨
魚
a
）
｝
m
｛
並
」
（
執
用
品
）
｝
）

ラ
ッ
セ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
概
念
記
法
は
矛
盾
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
意
味
論
は
、
（
R
）
の
両
辺
に
対
し
て
確
定
し
た
真

理
値
を
割
り
当
て
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
失
敗
し
て
い
る
。

　
包
括
原
理
の
成
員
関
係
は
、
左
辺
か
ら
右
辺
の
移
行
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
外
延
｛
竺
＼
（
執
）
｝
の
も
と
と
な
る
関
数
！
の
、
対
象
π
へ

の
適
用
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
関
数
と
そ
の
定
義
域
を
同
時
に
確
定
す
る
こ
と
、
特
に
関
数
た
ち
の
な
す
論
理
的
構
造
か
ら
外
延
を
抽

　
　
　
　
概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
二
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四

出
し
、
そ
れ
を
関
数
の
定
義
域
と
す
る
こ
と
は
、
関
数
の
“
自
己
適
用
”
を
許
す
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
フ
レ
ー
ゲ
の
手
続
き
の
循
環

的
な
性
格
が
、
致
命
的
な
形
で
現
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
も
う
少
し
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
し
て
上
の
定
義
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
外
延
の
成
員
関
係
は
、
そ

こ
か
ら
で
き
る
命
題
＼
（
“
）
の
真
偽
の
み
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
れ
が
論
理
的
対
象
と
し
て
の
外
延
の
素
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
（
R
）
を
見

返
そ
う
。
左
辺
の
真
理
値
を
決
め
よ
う
と
し
て
、
右
辺
に
移
行
し
た
が
、
そ
こ
に
ま
た
成
員
関
係
が
現
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
右
辺
の
真
理

値
を
決
め
る
た
め
に
、
再
び
包
括
原
理
を
適
用
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
る
と
こ
う
な
る
。

｛
並
」
（
k
角
択
）
｝
①
｛
竺
」
（
訣
の
逡
）
｝

」
（
｛
三
」
（
賊
m
逡
）
｝
穣
｛
並
」
（
逡
①
逡
）
｝
）

」
（
」
（
逡
俄
逡
）
｝
①
｛
三
」
（
逡
俄
聴
）
｝
）
）

」
（
」
（
」
（
四
脚
逡
）
｝
の
嘗
【
」
（
逡
①
歌
）
｝
）
）
）

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
る
。
外
延
を
、
命
題
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
生
じ
て
く
る
論
理
的
対
象
と
見
る
な
ら
、
そ
の
も

と
と
な
る
関
数
（
概
念
）
、
す
な
わ
ち
窟
一
＼
（
逡
）
｝
の
中
に
現
れ
る
プ
は
、
任
意
の
対
象
に
対
す
る
値
が
命
題
と
な
る
よ
う
な
関
数
、
命
題

関
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
パ
ラ
ド
ク
ス
の
導
出
に
使
わ
れ
る
」
（
逡
製
塩
）
の
よ
う
な
関
数
か
ら
、
外
延
を
引
き
出
し
て
は
い
け

な
い
。
こ
れ
は
、
」
（
訣
m
択
）
が
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
は
な
い
。
成
員
関
係
が
本
来
の
出
所
、
命
題
に
帰
着
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
関
数
が
命
題
関
数
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、
命
題
と
は
何
か
と
い
う
問
題

に
つ
な
が
る
。
フ
レ
ー
ゲ
の
プ
露
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
、
「
命
題
」
と
は
最
重
要
と
い
っ
て
よ
い
観
念
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
フ
レ
！
ゲ
の
取
り
扱
い
は
、
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る
。
ア
ク
ゼ
ル
は
、
命
題
と
は
真
理
値
、
真
と
偽
と
い
う
二
つ
の
対
象
で
あ
る

と
い
う
フ
レ
ー
ゲ
の
想
定
こ
そ
が
「
致
命
的
な
過
ち
」
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
＞
o
器
＝
㊤
。
。
ρ
幽
？
お
）
。
こ
の
想
定
と
同
一
性
が
あ
れ
ぽ
、
水



平
線
関
数
を
任
意
の
対
象
σ
に
対
し
、

一
轟
旗
翻
　
ミ
　
轟
H
（
黛
目
織
）
誘
輝

と
す
る
こ
と
で
定
義
で
き
る
。
そ
し
て
、
水
平
線
が
あ
れ
ば
、
外
延
の
も
と
と
な
る
関
数
は
命
題
関
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要

求
は
い
つ
で
も
簡
単
に
満
た
せ
る
、
実
質
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
関
数
訣
①
k
は
、
左
側
に
水
平
線
を
付
け
て
一
（
逡

m
執
）
と
す
れ
ば
、
常
に
真
理
値
を
値
に
と
る
命
題
関
数
に
な
り
、
も
ち
ろ
ん
」
（
1
（
逡
m
k
）
）
も
命
題
関
数
に
な
る
。
す
る
と
、
窪
［
」

（
一
（
畿
m
逡
）
）
｝
が
外
延
と
し
て
作
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
使
え
ば
矛
盾
が
出
て
く
る
。

　
外
延
で
も
っ
て
数
学
的
構
造
を
作
り
上
げ
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
担
保
し
て
い
た
の
は
、
命
題
た

ち
の
な
す
論
理
的
構
造
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
概
念
記
法
の
意
味
論
で
は
、
水
平
線
に
よ
っ
て
、
論
理
的
構
造
の
構
成
要
素
と
し
て
の

命
題
の
観
念
は
実
質
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
基
本
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
手
続
き
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
パ
ラ
ド
ク
ス

の
発
生
は
、
そ
の
代
償
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
不
備
は
同
時
に
、
改
良
点
を
も
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
に

立
ち
戻
り
、
命
題
た
ち
の
な
す
論
理
的
構
造
を
ぎ
ち
ん
と
意
味
論
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
言
語
自
身
の
構
造
か
ら
数
学
的
構
造
を
抽
出

す
る
、
と
い
う
フ
レ
ー
ゲ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
維
持
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
次
節
で
は
、
文
脈
原
理
の
救
済
策

と
し
て
、
ア
ク
ゼ
ル
考
案
の
「
フ
レ
ー
ゲ
構
造
」
を
紹
介
す
る
。

五
フ
レ
ー
ゲ
構
造

　
フ
レ
ー
ゲ
構
造
と
は
あ
る
種
の
数
学
的
構
造
で
あ
り
、
そ
の
名
の
通
り
、
概
念
記
法
の
よ
う
な
、
外
延
を
扱
う
論
理
的
言
語
（
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

論
理
主
義
的
集
合
論
の
言
語
）
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
》
o
N
Φ
一
（
お
。
。
O
）
で
提
示
さ
れ
た
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
構
成
方
法
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
の
は
、
い
か
に
し
て
言
語
に
意
味
を
与
え
る
か
、
そ
の
た
め
の
フ
レ
ー
ゲ
の
方
法
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
の
見

概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造

＝
五
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｝
…
誤

る
と
こ
ろ
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
は
、
ま
さ
に
フ
レ
ー
ゲ
の
方
法
を
使
っ
て
モ
デ
ル
を
、
す
な
わ
ち
言
語
の
意
味
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
そ
の
構
成
方
法
を
見
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
構
造
は
、
（
型
な
し
）
ラ
ム
ダ
計
算
の
モ

デ
ル
の
上
に
、
い
く
つ
か
の
構
造
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
は
、
ラ
ム
ダ
計
算
に
つ
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
本

論
で
「
ラ
ム
ダ
計
算
」
と
雷
う
場
合
に
は
、
常
に
型
な
し
の
ラ
ム
ダ
計
算
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

　
五
・
一
　
ラ
ム
ダ
計
算
と
そ
の
モ
デ
ル

　
ラ
ム
ダ
計
算
は
、
関
数
の
計
算
を
抽
象
的
に
表
現
す
る
言
語
で
あ
る
。
そ
の
言
語
の
名
辞
、
ラ
ム
ダ
項
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
　
・
変
数
き
8
♪
…
…
は
ラ
ム
ダ
項
で
あ
る
。

　
　
・
M
、
N
が
ラ
ム
ダ
項
の
と
き
、
ミ
ミ
は
ラ
ム
ダ
項
で
あ
る
。
［
適
用
］

　
　
・
M
が
ラ
ム
ダ
項
で
κ
が
変
数
の
と
き
、
ぎ
■
ミ
は
ラ
ム
ダ
項
で
あ
る
。
［
抽
出
］

計
算
過
程
は
、
簡
約
（
冠
Φ
畠
二
〇
け
凶
0
5
）
と
呼
ば
れ
る
操
作
を
通
し
て
、
等
式
で
表
現
さ
れ
る
。
普
通
は
、
次
の
β
簡
約
が
成
り
立
つ
も
の
と

さ
れ
る
。

　
　
（
蔦
）
　
　
　
　
（
滴
≧
ミ
と
く
硅
ミ
［
≧
1
1
≧
］

ミ
［
挨
一
1
≧
］
は
、
M
に
自
由
に
現
れ
て
い
る
κ
に
N
を
代
入
し
た
結
果
を
表
わ
す
。
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
代
入
に
よ
っ
て
変
数
の
衝
突
は
起

こ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
）
ラ
ム
ダ
解
職
か
ら
、
κ
に
つ
い
て
の
関
数
鳶
．
ミ
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
N
に
適
用
し
た
結
果
は
、
関
数
の
“
空

所
”
N
を
“
充
当
”
し
た
結
果
、
す
な
わ
ち
ミ
［
≧
目
≧
］
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
各
ラ
ム
ダ
項
は
直
観
的
に
は
関
数
を
表
わ
す
が
、
愚
な
し
な
の
で
、
自
己
適
溺
も
含
め
、
す
べ
て
の
関
数
に
適
用
で
き
る
し
、
そ
の
引
数

に
も
な
れ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ム
ダ
計
算
が
表
わ
す
の
は
、
す
べ
て
が
対
象
で
も
あ
り
、
ま
た
関
数
で
も
あ
る
よ
う
な
宇
宙
と
そ
の
中
の
構
造



で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
構
成
自
体
も
興
味
深
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
と
に
必
要
な
限
り
で
の
簡
単
な
特
徴
づ
け
だ
け
を
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
ず
、
明
示
的
に
閉
じ
た
族
（
①
×
忌
。
諦
巳
。
ω
Φ
価
賦
邑
一
団
）
肉
睡
勲
導
転
層
釣
“
…
…
を
考
え
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
＝
疋
の
条
件
を
満
た
す
、

集
合
論
的
な
対
象
と
そ
の
上
の
関
数
た
ち
の
族
で
あ
る
。
瓦
は
F
上
の
対
象
と
呼
ば
れ
る
も
の
た
ち
の
集
団
で
あ
る
。
各
蕊
V
O
に
対
し
、

凡
は
凡
上
の
η
項
関
数
の
集
団
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
π
項
F
関
数
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
族
に
対
し
て
、
明
示
的
閉
包
条
件
を
拡
張
し

て
、
F
汎
関
数
季
勲
け
x
＞
×
鋭
貯
↓
勤
た
ち
も
考
え
て
お
く
。
こ
の
族
の
性
格
は
以
下
の
議
論
に
関
係
が
な
い
。
あ
る
　
定
の
豊
か
さ
を

備
え
た
数
学
的
構
造
で
あ
る
と
だ
け
考
え
れ
ば
よ
い
。

　
さ
て
、
明
示
的
に
閉
じ
た
族
F
が
ラ
ム
ダ
計
算
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
は
、
F
が
、
ア
ク
ゼ
ル
の
用
語
で
言
う
「
ラ
ム
ダ
系
」
を
備
え
て
い

る
と
き
で
あ
る
。

　
　
定
義
（
＞
8
①
＝
㊤
。
。
P
9
油
巳
賦
。
づ
。
。
μ
）
　
　
明
示
的
に
閉
じ
た
族
F
に
つ
い
て
の
ラ
ム
ダ
系
と
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す
二
つ
の
F
汎

　
　
関
数
〉
”
め
↓
演
な
ら
び
に
出
噌
”
蜘
×
演
↓
詳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
血
中
の
す
べ
て
の
～
と
、
凡
中
の
す
べ
て
の
α
に
対
し
、

（
ω
．
一
）

郎
電
（
〉
逡
・
＼
（
逡
）
も
）
目
＼
（
額
）
噸

　
ラ
ム
ダ
系
を
備
え
た
明
示
的
に
閉
じ
た
族
を
、
ラ
ム
ダ
構
造
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
臥
賠
と
A
は
、
直
観
的
に
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
毎
譜
は
、
瓦
中
の
対
象
を
二
つ
引
数
と
し
て
と
り
、
そ
の
一
方
を
ラ
ム
ダ
項
の
世
界
に
お
け
る
関
数
と
見
な
し
て
、

他
方
に
適
用
す
る
、
と
い
う
ふ
る
ま
い
を
す
る
関
数
で
あ
る
。
A
は
、
E
中
の
関
数
を
、
対
象
と
見
な
す
と
い
う
ふ
る
ま
い
を
す
る
関
数
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
》
贈
と
A
が
F
中
に
あ
る
な
ら
、
瓦
が
「
す
べ
て
が
対
象
で
も
あ
り
関
数
で
も
あ
る
」
よ
う
な
宇
宙
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
F
が
、
特
に
（
β
）
を
満
た
す
ラ
ム
ダ
計
算
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
な
お
以
下
で
は
、
A
を
、
ラ
ム
ダ
項
で

使
わ
れ
る
の
と
同
じ
λ
で
表
わ
す
。

　
か
な
り
大
雑
把
な
説
明
だ
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
（
β
）
な
い
し
（
ω
．
目
）
は
明
ら
か
に
包
括
原
理
と
似
た
形
を
し
て
い

概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造

一
一
七
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一
煎

る
と
い
う
こ
と
だ
。
寅
m
翁
一
＼
（
逡
）
｝
を
、
（
勘
≧
＼
（
逡
）
ζ
あ
る
い
は
毎
噌
（
ぎ
㍉
奪
）
”
恥
）
と
見
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
ラ
ム
ダ
計
算
が
表

わ
す
宇
宙
は
、
関
数
（
概
念
）
の
代
理
物
と
し
て
の
外
延
の
世
界
と
よ
く
似
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
包
含
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ム
ダ
計
算
の
中
に
は
論
理
の
観
念
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ム
ダ
計
算
の
中
に
論
理
を
組
み
込
む
こ
と

で
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
ラ
ム
ダ
計
算
の
モ
デ
ル
の
中
に
論
理
演
算
の
働
く
構
造
を
入
れ
て
や
る
こ
と
で
、
外
延
た
ち
の
な
す
世
界

を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
フ
レ
ー
ゲ
が
少
々
粗
略
に
扱
っ
て
し
ま
っ
た
、
命
題
の
観
念
で
あ
る
。

　
五
・
ニ
　
フ
レ
ー
ゲ
構
造

　
フ
レ
ー
ゲ
構
造
と
は
、
ラ
ム
ダ
構
造
の
対
象
領
域
瓦
中
に
、
命
題
と
呼
ば
れ
る
集
団
と
真
理
と
呼
ば
れ
る
命
題
の
部
分
集
団
、
簡
単
に
言

え
ば
論
理
演
算
が
う
ま
く
成
り
立
っ
て
い
る
集
団
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
命
題
集
団
が
特
定
で
き
れ
ぽ
、
常
に
命
題
を
値
に
持
つ
関

数
を
命
題
関
数
と
呼
び
、
命
題
関
数
か
ら
外
延
、
ア
ク
ゼ
ル
の
用
語
で
は
集
合
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
プ
レ
！
ゲ

構
造
の
定
義
を
述
べ
、
そ
の
性
質
を
い
く
つ
か
見
た
あ
と
、
最
後
に
そ
の
構
成
方
法
を
見
る
。

　
　
定
義
（
〉
。
N
皿
お
。
。
P
⊆
①
h
ヨ
三
§
ω
・
・
。
）
　
　
フ
レ
ー
ゲ
構
造
と
は
、
あ
る
明
示
的
に
閉
じ
た
族
F
上
の
論
理
定
項
の
リ
ス
ト
に
対
す
る

　
　
論
理
系
で
、
F
に
つ
い
て
の
ラ
ム
ダ
系
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

す
な
わ
ち
、
フ
レ
ー
ゲ
講
造
と
は
、
論
理
系
を
備
え
た
ラ
ム
ダ
構
造
で
あ
る
。
論
理
系
と
は
、
先
に
述
べ
た
命
題
と
真
理
の
集
団
の
対
だ
が
、

次
が
そ
の
定
義
で
あ
る
。

　
　
定
義
（
》
o
N
①
一
お
。
。
ρ
留
亡
霊
〇
コ
・
。
．
ω
）
　
明
示
的
に
閉
じ
た
族
F
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
特
溺
な
F
汎
関
数
、
論
理
定
項
が
入
っ
て

　
　
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

」
”
壽
↓
》
　
俸
”
≦
U
”
掛
”
》
×
演
↓
》
…
〈
』
い
》
↓
斜
「



こ
の
よ
う
な
論
理
定
項
の
リ
ス
ト
に
対
す
る
論
理
系
と
は
、

呼
ば
れ
る
集
団
と
真
理
と
呼
ば
れ
る
集
団
の
対
で
あ
る
。

あ
と
で
述
べ
る
各
論
理
定
項
に
つ
い
て
の
論
理
図
式
を
満
た
す
、
命
題
と

論
理
図
式
（
例
V

否
定

含
意

こ
こ
で
、

で
あ
る
。

α
が
命
題
で
あ
る
（
命
題
の
集
団
に
入
っ
て
い
る
）
な
ら
ぽ
、
」
額
は
命
題
で
あ
り
、

」
轟
が
真
（
真
理
集
団
に
入
っ
て
い
る
）
ミ
黛
が
真
で
は
な
い
（
真
理
集
団
に
入
っ
て
い
な
い
）
。

α
が
命
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
α
が
真
で
あ
る
と
き
、
6
が
命
題
に
な
る
な
ら
ば
、

（
匙
U
贈
）
は
命
題
で
あ
り
、

（
輿
U
ぴ
）
が
真
　
ミ
　
α
が
真
か
つ
6
が
真
。

「
命
題
関
数
」
を
定
義
し
て
お
く
。
F
関
数
～
が
命
題
関
数
で
あ
る
の
は
、
そ
の
す
べ
て
の
値
が
命
題
と
な
っ
て
い
る
と
ぎ

　
　
普
遍
量
化
　
　
！
が
君
中
の
命
題
関
数
な
ら
ば
、
〈
敵
（
娩
）
は
命
題
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
へ
（
邑
が
真
　
ミ
　
す
べ
て
の
対
象
α
に
つ
い
て
＼
（
額
）
が
真
。

　
　
同
一
性
　
　
＆
愚
が
対
象
な
ら
ぽ
、
（
蟄
捧
轡
）
は
命
題
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟄
播
ひ
）
が
真
　
ミ
　
犠
目
魎
。

　
　
（
選
言
く
、
連
欝
＆
、
存
在
量
化
ヨ
に
つ
い
て
の
論
理
図
式
は
省
略
し
た
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

　
同
一
性
関
数
に
よ
っ
て
で
き
た
（
匙
距
ぴ
）
が
“
原
子
命
題
”
に
当
た
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
か
ら
論
理
定
項
を
使
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
が
命
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
自
然
な
形
で
“
真
理
条
件
”
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
命
題
や
真
理
は
単
な
る
ラ
ム
ダ
構
造
中
の

対
象
で
あ
り
、
論
理
定
項
は
単
に
そ
の
中
の
関
数
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
論
理
が
働
く
場
と
し
て
の
構
造
を
、
そ
れ
ゆ
え
に

　
　
　
　
概
念
の
外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
構
造
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｝
二
〇

「
命
題
」
、
「
真
理
」
と
い
う
呼
び
名
に
ふ
さ
わ
し
い
構
造
を
な
し
て
い
る
。

　
フ
レ
ー
ゲ
が
考
え
た
よ
う
に
、
こ
の
構
造
か
ら
外
延
を
抽
出
し
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ム
ダ
構
造
の
対
象
領
域
は
、
外
延
の
宇

宙
と
よ
く
似
た
構
造
を
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
欲
し
い
の
は
、
そ
の
中
で
「
命
題
た
ち
の
な
す
論
理
的
構
造
か
ら
生
じ
て
く
る
」
と
言

え
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
、
命
題
関
数
か
ら
抽
出
さ
れ
る
外
延
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
ア
ク
ゼ

ル
に
従
っ
て
「
外
延
」
で
は
な
く
、
「
集
合
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
定
義
（
》
o
N
鉱
お
G
。
ρ
鳥
Φ
艶
蝕
賦
8
。
。
と
　
　
あ
る
対
象
α
が
集
合
で
あ
る
と
は
、
E
中
の
あ
る
命
題
関
数
～
に
対
し
、
職
聾
韓
鼠
（
≧
）
と

　
　
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

こ
こ
で
新
し
い
記
法
を
導
入
し
て
、
〆
が
E
中
の
命
題
関
数
で
あ
る
と
き
に
は
、
「
ぎ
㍉
（
駁
こ
の
代
わ
り
に
、
「
｛
蓋
＼
（
執
）
ご
と
書
く
こ

と
に
す
る
。
ま
た
、
6
が
集
合
で
あ
る
と
き
に
は
、
「
》
賠
（
黛
蟄
）
」
の
代
わ
り
に
尽
①
魎
」
と
書
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ラ
ム
ダ
系
の
満
た

す
等
式
（
ω
ヒ
を
こ
の
記
法
で
書
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
籍
の
窟
一
＼
（
逡
）
｝
日
＼
（
額
）

プ
は
命
題
関
数
だ
か
ら
、
、
（
犠
）
は
命
題
。
そ
れ
ゆ
え
、
（
蟄
魚
曾
一
＼
（
a
）
｝
）
も
命
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
で
は
論
理
図
式

に
加
え
て
、
次
の
図
式
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
》
o
需
二
〇
。
。
ρ
ω
O
）
。

　
　
述
定
　
　
　
　
δ
が
集
合
な
ら
ば
、
任
意
の
対
象
α
に
つ
い
て
、
（
黛
風
守
）
は
命
題
で
あ
る
。

　
　
包
括
公
理
　
　
～
が
E
中
の
命
題
関
数
で
あ
る
と
き
に
は
、
｛
董
＼
（
逡
）
｝
は
あ
る
集
合
δ
で
あ
っ
て
、
任
意
の
対
象
α
に
つ
い
て
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
が
成
り
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黛
穣
⇔
）
義
謁
　
ミ
＼
（
畠
）
義
属

　
こ
の
地
点
で
、
ラ
ッ
セ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
が
導
け
る
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
（
》
o
三
二
O
G
。
ρ
ω
O
ム
O
）
。
“
ラ
ッ
セ
ル
集
合
”



ら
し
き
対
象
鳶
・
」
（
逡
m
逡
）
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
ラ
ム
ダ
構
造
の
要
素
と
し
て
、
確
か
に
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
集
合
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
｛
董
」
（
逡
m
逡
）
｝
と
は
書
い
て
い
な
い
。
パ
ラ
ド
ク
ス
を
導
く
た
め
に
、
こ
の
対
象
に
包
括
公
理
を
適
用
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
」
（
逡
m
執
）
が
命
題
関
数
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
（
8
m
逡
）
が
命
題
関
数
で
あ
る
こ
と
を
示

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
、
任
意
の
対
象
σ
に
つ
い
て
、
（
轟
①
黛
）
が
命
題
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

れ
ま
で
の
図
式
で
は
、
そ
れ
は
導
け
な
い
。
（
蟄
m
轟
）
が
命
題
に
な
る
と
言
え
る
の
は
、
α
が
集
合
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
と
き
だ
け
で

あ
っ
て
、
一
般
の
α
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
五
・
三
　
フ
レ
ー
ゲ
構
造
の
構
成

　
命
題
が
な
す
論
理
構
造
と
し
て
の
論
理
系
、
そ
し
て
包
括
公
理
が
成
り
立
つ
と
い
う
意
味
で
、
論
理
構
造
か
ら
抽
出
さ
れ
た
対
象
と
し
て

の
集
合
。
そ
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
も
発
生
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
は
、
フ
レ
ー
ゲ
が
概
念
記
法
の
意
味
論
で

構
築
し
よ
う
と
し
た
構
造
を
実
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
構
造
が
天
下
り
式
に
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
レ
ー
ゲ
が
苦
心
し
た
の
は
、
概
念
記
法
と
い
う
言
語
の
意
味
と
し
て
こ
の
よ
う
な
構
造
が
存
立
し
う
る
、
と
示
す
た

め
の
手
続
き
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
引
き
続
き
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
の
構
成
法
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
構
成
の
眠
標
は
次
の
定
理
で
あ
る
。

　
　
定
理
（
》
o
N
①
口
O
。
。
9
讐
8
お
ヨ
①
「
。
。
）
　
任
意
の
ラ
ム
ダ
構
造
は
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
へ
拡
張
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

こ
の
証
明
を
、
跨
o
N
巴
（
一
⑩
○
。
O
）
と
土
屋
（
二
〇
〇
七
、
三
〇
四
一
三
〇
七
）
に
依
拠
し
て
追
っ
て
い
こ
う
。
ラ
ム
ダ
構
造
の
構
成
は
前
提
す

る
の
で
、
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
中
に
論
理
系
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ラ
ム
ダ
構
造
F
を
ひ
と
つ
固
定
し
て
、
論
理

定
項
の
リ
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
決
め
て
し
ま
う
。

　
　
飾
1
1
ぎ
ご
．
〈
P
き
受
ン
」
”
目
ζ
．
〈
ζ
〉
　
縛
”
韓
ξ
入
卜
。
》
”
旨
〉
　
〉
“
目
糞
さ
．
〈
ω
き
》
　

　
　
　
　
∪
一
1
1
ぎ
ζ
●
〈
野
3
》
廟
田
”
目
く
．
〈
㎝
》
＼
V
い
く
”
H
ζ
●
〈
①
＼
〉
●

概
念
の
外
延
・
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例
え
ば
、
臨
は
任
意
の
対
象
α
と
ろ
に
対
し
て
、
〈
ρ
や
ぴ
V
を
出
力
す
る
関
数
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
こ
こ
で
の
0
は
ラ
ム
ダ
構
造
上

で
と
れ
る
自
然
数
で
あ
り
、
〈
〉
は
同
じ
く
ラ
ム
ダ
構
造
上
で
構
成
で
き
る
有
限
列
を
表
わ
す
。
こ
れ
ら
の
関
数
た
ち
の
、
上
の
よ
う
に

定
義
さ
れ
た
実
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
関
数
た
ち
が
独
立
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
ア
ク
ゼ
ル
の
テ
ク

ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
で
あ
る
が
、
思
い
き
り
簡
単
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
命
題
α
と
ろ
か
ら
、
命
題
（
匙
卸
腎
）
と
命
題
（
博
く
い
）

を
構
成
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
が
同
じ
命
題
に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
ま
た
、
同
じ
論
理
定
項
」
を
使
っ
て
も
、
α
と
6
が
異
な
る
命
題
な

ら
、
」
魯
と
」
伽
は
異
な
る
命
題
と
な
る
よ
う
に
し
た
い
。
上
の
定
義
は
そ
れ
を
簡
単
に
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
関
数
た
ち
が
、
論
理
図
式
を
満
た
す
よ
う
に
命
題
と
真
理
の
集
団
を
構
成
し
て
い
く
。
そ
の
方
法
は
、
論
理
図
式
を
「
手
持

ち
の
命
題
、
真
理
、
命
題
関
数
た
ち
か
ら
新
た
に
命
題
と
真
理
を
生
成
す
る
再
帰
的
定
義
と
見
な
す
」
（
土
屋
、
二
〇
〇
七
、
三
〇
五
）
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
θ
が
命
題
集
団
の
中
に
入
っ
て
い
る
な
ら
、
」
蟄
を
新
た
に
命
題
集
団
の
中
に
入
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

も
し
α
が
真
で
な
い
な
ら
、
」
匙
を
命
題
集
団
の
部
分
集
団
、
真
理
の
中
に
入
れ
て
や
る
。
他
の
論
理
定
項
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
操
作
を
繰
り
返
し
行
う
。

　
最
初
は
命
題
も
真
理
も
何
も
な
い
状
態
か
ら
始
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
回
目
の
操
作
で
は
“
複
合
文
”
は
生
成
さ
れ
な
い
。
図
式
を
見
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
生
成
の
た
め
に
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
も
の
が
命
題
や
命
題
関
数
と
し
て
生
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
成
さ
れ
る
の
は
、
同
一
性
命
題
だ
け
で
あ
る
。
（
額
臨
い
）
、
す
な
わ
ち
〈
ρ
犠
も
〉
が
、
任
意
の
対
象
α
と
み
に
つ
い

て
命
題
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
同
一
性
命
題
の
う
ち
、
　
（
雲
）
、
す
な
わ
ち
〈
P
犠
る
〉
の
形
を
し
て
い
る
も
の
は
、
真
理
集
団
の
中

に
入
れ
ら
れ
る
。

　
第
二
段
階
で
は
、
命
題
と
真
理
の
集
団
は
空
で
は
な
い
の
で
、
他
の
論
理
図
式
も
使
え
る
。
ま
た
、
　
　
回
目
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
命

題
関
数
も
生
成
さ
れ
て
い
る
。
F
関
数
の
中
で
、
常
に
値
が
〈
ρ
3
餅
〉
の
形
を
し
て
い
る
も
の
は
、
常
に
命
題
を
値
に
と
る
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
、
命
題
関
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
使
っ
て
量
化
、
述
定
の
図
式
、
包
括
公
理
も
使
え
る
よ
う
に
な
る
。



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
手
持
ち
の
命
題
と
真
理
の
集
団
く
き
矧
ぎ
V
に
対
し
て
、
各
論
理
図
式
を
一
回
適
用
し
て
、
命
題
と
真
理
の
メ
ン
バ

ー
を
増
や
す
操
作
は
、
対
象
領
域
瓦
の
べ
き
集
合
の
直
積
か
ら
、
そ
れ
自
身
へ
の
関
数
沖
（
、
（
勲
）
×
、
（
演
）
）
↓
（
℃
（
勲
）
×
、
（
勲
）
）
と

し
て
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
関
数
は
、
（
演
）
×
、
（
演
）
上
の
あ
る
完
備
順
序
に
つ
い
て
の
単
調
関
数
だ
か
ら
、
こ
の
適
用
を
超
限
回
繰
り
返
せ
ば
、
最
小
不
動

点
が
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
凡
の
部
分
集
団
の
対
〈
、
㍉
〉
で
、

象
〈
挿
↓
〉
）
一
1
〈
挿
↓
〉

と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
〈
㌔
㍉
〉
に
入
っ
て
い
る
命
題
と
真
理
を
材
料
に
し
て
、
論
理
図
式
に
従
い
生
成
し
た
命
題
と
真
理

た
ち
が
、
す
で
に
〈
挿
『
〉
に
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
漁
戸
と
包
括
公
理
を
含
め
、
論
理
図
式
が
、

生
成
の
た
め
の
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
挿
↓
V
は
論
理
系
で
あ
り
、

〈
、
㌔
”
↓
〉
は
フ
レ
ー
ゲ
構
造
で
あ
る
。

　
こ
の
構
成
の
手
続
き
を
振
り
返
っ
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
同
一
性
言
明
を
出
発
点
と
し
て
、
論
理
図
式
に
よ
っ
て
論
理
定
項
の
ふ
る

ま
い
だ
け
を
再
帰
的
に
定
め
て
お
く
。
あ
と
は
合
成
性
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
、
自
動
的
に
命
題
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
成
さ
れ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
命
題
関
数
、
そ
し
て
集
合
も
生
成
さ
れ
て
い
く
が
、
集
合
の
集
団
、
す
な
わ
ち
フ
レ
ー
ゲ
構
造
が
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き
言
語
が
名

指
し
う
る
も
の
の
領
域
は
、
そ
の
弾
語
の
論
理
的
構
造
、
論
理
系
が
（
不
動
点
に
お
い
て
）
定
ま
る
の
と
同
時
に
定
ま
る
。
そ
れ
ら
の
集
合

に
対
し
て
は
包
括
公
理
が
成
り
立
ち
、
そ
の
意
味
で
集
合
は
命
題
の
束
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
集
合
を
命
題
関
数
か
ら
抽
出
さ
れ
る

も
の
に
下
限
し
、
ま
た
、
命
題
を
二
つ
の
真
理
値
で
は
な
く
、
論
理
図
式
を
満
た
す
集
団
と
す
る
こ
と
で
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
発
生
し
な
い
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

概
念
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こ
れ
は
、
文
脈
原
理
に
よ
っ
て
、
言
語
自
身
の
構
造
か
ら
数
学
的
構
造
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
、
フ
レ
ー
ゲ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
実
現
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
論
理
主
義
は
、
何
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
概
念
記
法
の
意
味
論
、
そ
し
て
フ
レ
ー
ゲ

構
造
の
構
成
法
は
、
フ
レ
ー
ゲ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
論
理
主
義
に
つ
い
て
の
標
準
的
な
理
解
の
変
更
を
促
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節

で
は
、
論
理
主
義
の
目
標
と
実
際
に
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
論
理
主
義
が
わ
れ
わ
れ
に
残
し
た
課
題
を
再
考
し
、
本
論
の
考
察
を
締
め
く
く

る
こ
と
に
す
る
。

六
　
お
わ
り
に
”
論
理
主
義
と
は

　
プ
レ
！
ゲ
の
算
術
に
関
す
る
論
理
主
義
は
、
算
術
の
真
理
を
論
理
法
則
と
定
義
の
み
か
ら
導
出
し
、
算
術
が
論
理
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と

示
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
算
術
と
論
理
、
よ
く
言
わ
れ
る
違
い
は
、
数
な
ど
の
数
学
的
対
象
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
で
あ
る
。
そ
し

て
、
数
学
的
対
象
は
認
識
論
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
論
理
主
義
と
は
、
「
存
在
論
的
に
貧
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
認
識
論
的
に
よ

り
安
全
な
論
理
」
へ
の
、
認
識
論
的
還
元
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
図
式
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
フ
レ
ー
ゲ
は
文
脈
原
理
に
よ
っ
て
、
数
学
的
対
象
を
言
語
の
論
理
的
構
造
か
ら
取
り
出
そ
う
と
し
た
。
で
は
、
論
理
定
項
の
ふ
る
ま
い
を

決
め
、
合
成
性
に
任
せ
て
自
動
的
に
生
成
さ
れ
る
、
そ
の
論
理
的
構
造
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
無
限
に
多
様
な
命
題
た

ち
が
、
無
限
に
多
様
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
フ
レ
ー
ゲ
構
造
の
構
成
で
は
、
言
語
の
論
理
的
構
造
を
確
定
す
る
た
め
に
、
生

成
操
作
の
無
限
（
超
隈
）
圃
の
繰
り
返
し
が
必
要
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
論
理
的
な
言
語
を
設
定
す
る
だ
け
で
す
で
に
、
わ
れ
わ
れ
は
無
限

を
含
む
、
非
常
に
豊
か
な
構
造
や
手
続
き
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
論
理
主
義
は
、
単
純
な
認
識
論
的
還
元
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
、
い
ま
や
完
全
に
数
学
の
一
分
野
と
な
っ
た
現
代
論
理
学

の
状
況
を
見
れ
ば
、
即
座
に
明
ら
か
な
こ
と
で
も
あ
る
。
で
は
、
論
理
主
義
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
本
論
の
議
論
か
ら
浮
か
び
上
が



っ
て
く
る
の
は
、
数
学
的
対
象
に
関
す
る
認
識
論
的
問
題
の
無
効
化
、
で
あ
ろ
う
。
無
限
を
含
む
数
学
的
構
造
は
、
意
味
論
の
中
に
す
で
に

現
れ
て
い
る
。
意
味
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
二
言
理
解
、
な
い
し
使
用
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
言
語
を
理
解
し
使
用
す
る
、
そ

の
こ
と
自
体
が
数
学
的
構
造
の
成
立
を
含
ん
で
い
る
。
も
う
少
し
強
い
雷
葉
で
言
う
な
ら
、
言
語
理
解
・
言
語
使
用
そ
れ
自
体
が
、
数
学
的

構
造
の
構
成
だ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
数
学
的
対
象
へ
の
認
知
的
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
思
い
悩
む
必
要
な
ど
な
い
。
「
ア
ク
セ
ス
」
は
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
、
ほ
と
ん
ど
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
形
で
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
理
主
義
は
こ
う
考
え
る
。

　
フ
レ
ー
ゲ
が
行
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
形
式
言
語
と
そ
の
意
味
論
を
作
る
こ
と
で
、
実
際
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
外
延
と
い
う
装
置
を
用
い
て
、
言
語
そ
れ
自
体
の
中
で
イ
ン
プ
リ
シ
ッ
ト
に
生
じ
て
い
る
構
造
を
、
今
度
は
言
語
が
そ
れ
に
つ
い
て

語
る
対
象
と
し
て
、
明
示
的
に
取
り
出
そ
う
と
し
た
。
フ
レ
ー
ゲ
構
造
の
構
成
法
も
ま
た
、
あ
る
言
語
の
意
味
と
し
て
の
対
象
の
領
域
は
、

審
語
の
論
理
的
構
造
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
の
だ
、
と
示
し
て
い
る
。

　
で
は
、
論
理
主
義
は
問
題
を
完
全
に
解
決
し
て
し
ま
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
ま
た
否
、
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
構
成
」
と
は

何
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
み
か
つ
B
、
そ
れ
ゆ
え
A
」
と
い
う
推
論
を
理
解
し
行
う
、
何
の
問
題
も
な
い
プ
ロ
セ
ス
が

す
で
に
、
そ
の
よ
う
な
構
成
を
含
ん
で
い
る
。
数
学
的
対
象
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
は
さ
ら
に
大
き

な
問
い
を
提
起
す
る
。
そ
の
よ
う
な
（
無
限
の
）
構
造
の
構
成
を
含
み
う
る
、
言
語
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
有
限
的
な
わ
れ
わ
れ
の
理

解
と
、
言
語
の
無
限
性
は
ど
う
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
意
味
を
与
え
る
と
は
、
言
語
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

論
理
主
義
は
、
言
語
の
意
味
の
問
題
を
、
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
し
て
、
よ
り
鋭
い
形
で
提
起
す
る
の
で
あ
る
。

　
数
学
的
対
象
を
言
語
の
論
理
的
構
造
か
ら
取
り
出
し
う
る
と
示
す
こ
と
で
、
数
学
的
対
象
の
問
題
を
雷
語
の
意
味
の
問
題
に
転
化
す
る
。

論
理
主
義
に
つ
い
て
の
こ
の
捉
え
方
は
、
本
質
的
に
、
コ
醤
語
論
的
転
回
」
と
し
て
ダ
メ
ッ
ト
が
提
示
し
た
θ
＝
3
ヨ
①
昏
お
O
押
障
b
。
）
も
の

で
あ
り
、
本
論
は
そ
れ
を
多
少
詳
し
く
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ダ
メ
ッ
ト
が
言
及
し
な
い
、
フ
レ
ー
ゲ
構
造
と
い

う
「
救
済
策
」
を
見
る
こ
と
で
、
フ
レ
ー
ゲ
の
ブ
ρ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
実
と
不
備
、
そ
し
て
、
論
理
王
義
の
可
能
性
と
そ
れ
が
提
起
す
る
問
題

概
念
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外
延
・
文
脈
原
理
・
フ
レ
ー
ゲ
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本
論
の
議
論
を
通
じ
て
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注

（
1
）
　
『
基
本
法
則
瞼
の
原
初
記
号
に
は
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
も
の
の
他
に
、
瓢
器
量
夏
子
と
詑
述
オ
ペ
レ
…
タ
が
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
議
論
に
は
関

　
係
が
な
い
た
め
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。
そ
し
て
、
上
に
挙
げ
た
原
初
記
号
も
フ
レ
ー
ゲ
独
特
の
表
記
で
は
な
く
、
現
代
的
な
表
記
を
用
い
た
。

（
2
）
　
厳
密
に
は
、
概
念
記
法
に
お
け
る
文
と
は
、
左
端
に
水
平
線
が
付
い
た
名
辞
で
あ
る
（
o
h
O
O
≧
器
）
。



（
3
）
　
こ
の
仮
定
自
体
は
実
際
に
フ
レ
ー
ゲ
が
行
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
文
脈
原
理
」
と
い
う
名
で
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
、
解
釈
上
の
論
争
点
で
あ

　
る
。
　
般
に
文
脈
原
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
『
算
術
の
基
礎
』
の
「
探
求
の
原
則
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
語
の
意
味
は
、
命
題

　
と
い
う
脈
絡
に
お
い
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
語
を
孤
立
さ
せ
て
問
う
て
は
な
ら
な
い
し
（
G
」
A
緒
論
）
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
用
い
て
、
フ
レ

　
ー
ゲ
は
数
の
定
義
を
行
っ
た
の
だ
が
、
『
基
礎
』
以
降
、
こ
の
原
則
を
明
示
的
に
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
脈
原
理
は
『
基
礎
』
を
限

　
り
と
し
て
捨
て
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
解
釈
の
可
能
性
も
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
問
題
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
『
基
本
法
則
』
で
の
こ
の
仮
定
を
文
脈
原

　
理
と
捉
え
る
説
得
的
な
解
釈
は
、
U
二
B
琶
Φ
暮
（
H
り
り
α
）
で
あ
る
。

（
4
）
　
も
う
一
つ
、
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
ア
ク
ゼ
ル
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、
マ
ー
チ
ィ
ン
・
レ
ー
フ
の
直
観
主
義
タ
イ
プ
理
論
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル

　
の
与
え
方
は
、
例
え
ば
ω
旨
淳
げ
（
δ
。
。
恥
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）
　
す
な
わ
ち
、
瓦
上
の
定
値
関
数
と
射
影
関
数
は
す
べ
て
F
関
数
で
あ
り
、
ま
た
F
関
数
全
体
は
、
合
成
に
つ
い
て
閉
じ
て
い
る
。

（
6
）
　
こ
れ
と
同
様
の
観
点
が
、
本
論
の
文
脈
と
は
少
し
だ
け
ず
れ
る
が
、
岡
本
（
二
〇
〇
三
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
型
付

　
ラ
ム
ダ
計
算
と
自
然
演
繹
の
間
の
カ
リ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
同
型
対
応
で
あ
る
。
そ
れ
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
「
命
題
の
の
証
明
N
を
構
成
す
る
こ
と
と
、

　
［
数
学
的
］
構
造
の
の
メ
ン
バ
ー
N
を
構
成
す
る
こ
と
と
は
、
必
ず
互
い
を
含
む
、
伴
う
」
（
岡
本
、
二
〇
〇
三
、
一
】
七
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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identified　to　the　representational　content　of　a　perceiving　mind．　ln　the　second

section，　1　explain　the　notion　of　external　phenomenon．　Leibniz　often　regards

aggregates　of　siinple　substances　as　“phenomena，”　but　this　kind　of　phenomenon　is

clearly　not　internal　since　unlil〈e　representational　contents　aggregates　are　actually

naade　up　of　many　simple　substances．　But　the　existence　of　an　aggregate　of　simple

substances　in　some　sense　depends　upon　a　mind　even　though　it　is　constituted　by

many　external　simple　substances　（G2　256；　G5　133　NE　2．12．7　etc．）．　Considering　this

dependence，　Leibniz　assigned　the　term　“phenomenon”　to　an　aggregate　of　simple

substances．　ln　the　third　and　forth　sections，　1　critically　examine　univocal　interpreta－

tions　of　“phenomenon”　and　“body．”　Montgomery　Furth，　Loeb　and　Glenn　Hartz

were　wrong　in　supposing　that　the　term　“phenoinenon”　only　refers　to　re－

presentational　contents．　Also，　despite　Rutherford’s　interpretation，　the　term　“body”

sometiines　refers　to　an　internal　phenomenon．　ln　the　fifth　section，　1　contrast　my

approach　with　the　interpretation　made　by　Robert　Adams，　which　takes　an　aggre－

gate　of　sttbstances　to　be　internal　for　a　perceiver．　ln　the　last　section，　1　conclude　that

aggregates　of　substances　are　external　objects　of　perceiving　minds，　and　1．eibniz　is

a　realist　in　that　he　often　regards　bodies　as　things　outside　of　perceivers．

ExtensioR　of　concept，　CoRtext　Principle　and　Frege　structure

　　　　　　　　　　　　Takuro　ONISHI

　　　　　　　　Ph．D．　student　of　Philosophy

Graduate　School　of　Letters，　Kyoto　university　／

　　Research　Fellow　of　the　Japan　Society　for

　　　　　　　　　the　Promotion　of　Science

　　What　are　mathematical　objects？　Frege’s　answer　was　that　they　are　extensions　of

concepts．　ln　this　paper　1　will　examine　Frege’s　notion　of　“extension　of　concept”，　and

thereby　reconsider　significance　of　his　project，　Logicism．

　　Frege’s　theory　of　extension　was　given　as　semantics　for　his　formal　language　（i．

e．　Begriffsschrift）　in　Gi’ttnd．ffeset2e．　Although　the　semantics　based　on　so－called

“Context　Principle”　is　very　conaplicated，　the　idea　is　simple．　What　he　tried　to　do　is

to　represent　mathematical　objects　and　structures　by　the　logical　structure　of　lan－

guage．　The　notion　of　extension　was　the　medium　that　makes　the　representation

possible．
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　As　we　know，　Frege’s　system　is　inconsistent　because　of　Russell’s　paradox．　But　it

does　not　show　that　the　notion　of　extension　itself　is　inconsistent．　Rather　what　the

paradox　tells　us　is　that　the　notion　of　proposition　needs　more　detailed　formulation

than　Frege’s．　The　remedy　is，　1　think，　Aczel’s　Frege　structure．　Referring　to　it，　1　will

try　to　correct　and　reformulate　Frege’s　argument　while　avoiding　the　paradox．
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