
〈
研

究

論

文

４

〉

ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
論
と
ア
ポ
ー
ハ
論

一
　

序

語

の
意

味

に
関

す

る
現

代

の
言

語

論

に

は
大

別

し

て

二

つ

の

タ
イ

プ

が

見

ら

れ

る
。

一

つ

は
語

の
指

示

機

能

を

中

心

と
し

て

展

開
す

る

フ

レ

ー

ゲ
流

の

言

語

論

で

あ

り

、

他

の

一

つ

は

ソ

シ
ュ

ー

ル

に

始

ま

る

価

値

体

系

と
し

て

の

語

の

意

味

論

で

あ

る

。

後

者

は

専

ら
語

の

意

味

を

他

の

語

と

の

関

連

に

お
け

る

価

値

と

し

て

捉

え

る

が

、

ソ

シ
ュ

ー

ル

は

次

の

よ

う

に

言

う
。
「
フ

ラ

ン

ス
語

の
m
o

ｕ
ｔ
ｏ
ｎ

は

、

英

語

の

ｓ
ｎ
ｅ
ｅ
ｐ

と

同

じ

意

義

を

持

ち

得

る
が

、

同

じ

価

値

を

持

つ

こ

と

は

な

い
」
（
Ｇ

・
ム
ー
ナ
ソ

『
ソ

シ
ュ
ー
ル
』

大
修
館

１
９
７
０
，

乙

５
９
〈
ソ

シ
ュ
ー

ル

『
講
義
』
〉
）
「
ｓ
ｎ
ｅ
ｅ
ｐ

と
m
o

ｕ
ｔｏ
ｎ

の

間

の

価

値

の

相

違

は

、

英

語

に

は

ｓ
ｈ
ｅ
ｅ
ｐ

の

か

た

わ

ら

に

第

二

の

辞

項

が

あ

り

、

フ
ラ

ン

ス

語
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
く
る
の
で
あ
る
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
,
　
ｐ
．
　
１
６
０
」

「
同
一
言
語
内
で
は
、
隣
接
観
念
を
表
わ
す
語
は
す
べ
て
、
互
い
に
規
制
し

上
　

田
　
　
　

昇

合

っ

て

い

る
。
ｒ
ｅ
ｄ
ｏ
ｕ
ｔ
ｅ
ｒ

（
こ

わ

が

る
）
、
ｃ
ｒ
ａ
ｉｎ
ｄ
ｒ
ｅ
（
お

そ

れ

る
）
、

ａ
ｖ
ｏ
ｉｒ
　ｐ
ｅ
ｕ
ｒ
（
不

安

に
思

う

、

懸

念

す

る
）

と

い

っ
た

同
義

語

は
、

お

互

い

の
対
立
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
固
有
の
価
値
を
も
つ
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
，
　
ｐ
．
　
１
６
０
)

語

の

意

味

を

こ

こ

に

い
う

意

義

に

で

は

な

く

価

値

に
見

る

ソ

シ
ュ

ー

ル

の

理

論

は

、

丸

山

圭

三

郎
氏

に
よ

っ
て

一
層

強

調

さ

れ

た

よ

う

に
、

認

識

の

言

語

相

対

主

義

に
通

じ

る

一
面

が

あ

る
。

つ
ま

り

言

語

が

異

な

る
と

い
う

こ

と

は

世

界

が

異

な

っ
て

分

節

さ
れ

て

い

る
、

捉

え

ら

れ

て

い

る

こ

と
を

意

味

す

る

と

い
う

の
で

あ

る
。

し

か
し

こ

こ
で

の
我

々

の
素

朴

な

疑

問

は
、

フ

ラ

ン

ス
語

を

母

国

語

と

す

る
人

に

と

っ
て

も

、

英

語

の

ｓ
ｈ
ｅ
ｅ
ｐ
／
mｕ
ｔ
ｔｏ
ｎ

の

区

別

を

認

識

す

る

こ
と

は
可

能

で

あ

ろ

う

、
そ

し

て

、

フ

ラ
ン

ス

人

は
英

語

を

介

し

て

こ

の
区

別

を

認

識

す

る

の
で

あ

る
と

は

言
え

な

い
で

あ

ろ

う
と

い

う
こ

と
で
あ
る
。
英
語
を
解
さ
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
食
堂
で
、
m
ｏ
ｕ
ｔ
ｏ
ｎ
を
注
文
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
る
の
羊
（
ｓ
ｈ
ｅ
ｅ
ｐ
）
が
大
皿
の
上
に
載
（
乗
）
っ
て



く

る

恐

れ

は

あ

る

ま

い

。

我

々

は

語

の

意

義

と

価

値

の

関

係

を

問

お

う

と

思

う
。

二
　

意

味

場

ソ

シ

ュ

ー

ル

の

言

う

「

か

た

わ

ら

」

「

隣

接

」

と

い

っ

た

概

念

は

、

や

が

て

Ｊ

． 　

Ｔ

ｒ
ｉ
ｅ
ｒ

の

意

味

場

（

Ｓ

ｉｎ

ｎ

ｂ
ｅ
ｚ

ｉｒ

ｋ

， 　

Ｂ

ｅ
ｇ

ｒ

ｉ
ｆ
ｆ
ｓ

ｆ
ｅ

ｌ
ｄ

，
　

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ

ｈ

ｌ
ｉ
ｃ

ｈ
ｅ
ｓ

Ｆ
ｅ
ｌ
ｄ
；
　
ｓ
ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｃ
　
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
)
と
し
て
理
論
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ

は

意

味

場

の

考

え

方

は

ソ

シ

ュ

ー

ル

に

負

う

と

こ

ろ

が

最

も

多

い

と

述

べ

て

い

る

が

、

意

味

場

（

＝

「

野

」
）

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

言

う

。

個

々

の

記

号

が

何

か

を

い

う

と

い

う

の

で

は

な

い

。

記

号

全

体

の

組

織

だ

け

が

、

個

々

の

記

号

に

対

し

て

何

か

を

い

い

う

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

語

は

同

じ

概

念

の

「

野

」

の

の

こ

り

の

語

と

む

す

び

つ

き

あ

っ

て

、

自

律

性

を

も

っ

た

一

つ

の

全

体

と

な

り

、

こ

の

全

体

か

ら

そ

の

表

示

の

及

ぶ

範

囲

が

得

ら

れ

る

。

或

る

語

の

通

用

価

値

（

Ｇ

ｅ

ｌ
ｔ

ｕ

ｎ

ｇ

）

は

、

そ

れ

に

隣

接

し

、

ま

た

そ

れ

に

対

立

す

る

語

の

通

用

価

値

に

対

し

て

限

定

す

る

と

き

に

は

じ

め

て

よ

く

わ

か

る

よ

う

に

な

る

。

全

体

の

部

分

と

し

て

の

み

そ

の

語

は

意

味

を

も

つ

。

な

ぜ

な

ら

「

野

」

の

中

に

し

か

、

意

味

す

る

と

い

う

こ

と

は

存

在

し

な

い

か

ら

で

あ

る

。

（
Ｊ

．
　

Ｔ

ｒ
ｉ
ｅ
ｒ

，
　

Ｕ

ｅ

ｂ
ｅ
ｒ

　
Ｗ

ｏ

ｒ
ｔ
 

ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｂ

ｅ
ｇ

ｒ

ｉ
ｆ
ｆ
ｓ

ｆ
ｅ

ｌ
ｄ
ｅ
ｒ

〈
「

語

の

野

」

と

「

概

念

の

野

」

に

つ

い

て

〉

福

本

・

寺

川

編

訳

『

現

代

ド

イ

ツ

意

味

理
論
の
源
流
』
大
修
館
１
９
７
５
所
収
p
.
1
5
6
)

野

の

一

つ

の

「

数

学

的

な

硬

直

性

を

も

っ

た

」

例

と

し

て

、

Ｔ

ｒ
ｉｅ
ｒ

は

成

績

評

価

（
五

段

階

）

に

お

け

る

語

（
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
ｕ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ

，　
ｍ

ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌｈ
ａ
ｆ
ｔ

，　
ｇ
ｅ
-

ｎ
ｕ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
，
　
ｇ
ｕ
ｔ
，
　
ｓ
ｅ
ｈ
ｒ
　
ｇ
ｕ
ｔ
)
 
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
に
よ
れ

ば
、
成
績
評
価
と
い
う
「
概
念
の
ブ
ロ
ッ
ク
全
体
」
は
「
た
が
い
に
一
列
に

な

っ

て

上

や

下

へ

と

順

序

だ

て

ら

れ

て

い

る

五

つ

の

言

語

的

・
概

念

的

に

部

分
的
な
野
に
分
解
し
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
「
野
」
全
体

が

一

つ

の

「
線

に

な

っ

て

し

ま

っ
て

い

る

」

の

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

「
現

実

を

単

純

化

し

て

い

る

」

特

殊

な

例

で

あ

る

が

、

こ

の

例

の

重

要

な

点

は

、

「
個

別

の

語

を

精

確

に

理

解

す

る

こ

と

は

、

全

体

の

野

と

そ

の

特

殊

な

構

造

が

心

に

現

存

し

て

い

る

こ

と

に

よ

っ

て

左

右

さ

れ

る

」

と

い

う

こ

と

を

示

す

に

あ

る

。
（
ｉｂ
ｉｄ

．　
ｐ
.
　１
５
６
-
１
５
７
）

ま
た
、
「
数
学
化
さ
れ
て
い
な
い
」
野
の
例
を
w
e
i
s
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ

語

の

語

彙

の

歴

史

に

取

り

、

Ｔ
ｒ
ｉｅ
ｒ

は

次

の

よ

う

に

言

う

。

し

た

が

っ

て

「
野

」

の

分

節

構

造

は

、

時

代

時

代

に

よ

っ

て

ず

れ

て

い

て

、

そ

の

場

合

に

で

て

く

る

個

々

の

語

の

意

味

の

変

化

は

、

こ

の

分

節

構

造

の

変

化

か

ら

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

だ

か

ら

数

学

的

に

は

処

理

さ

れ

て

い

な

い

「

野

」

に

あ

っ

て

も

ま

た

、

個

々

の

語

は

、

数

と

配

置

に

よ

っ

て

お

た

が

い

に

そ

の

意

味

を

規

定

し

あ

っ

て

い

る

。

語

と

い

っ

て

も

、

そ

れ

に

、

同

じ

概

念

の

「
野

」

か

ら

来

る

そ

の

対

照

と

な

る

語

が

、

聞

き

手

に

な

い

と

き

に

は

、

意

味

が

な

い

。

そ

れ

で

、

そ

れ

に
概
念
の
上
で
隣
接
す
る
語
が
一
し
ょ
に
う
か
ん
で
来
ず
、
ま
た
そ
の

概

念

の

「
野

」

に

関

与

し

て

い

る

こ

と

を

要

求

す

る

の

で

な

く

、

さ

ら

に

、

そ

れ

ら

が

押

し

つ

め

て

く

る

こ

と

に

よ

っ
て

述

べ

ら

れ

た

語

の

境



界

が

は

っ

き

り

と

で

て

こ

な

い

と

き

に

は

、

そ

の

語

は

不

明

瞭

で

、

ま

た
そ
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
る
の
で
あ
る
。
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
,
　
ｐ
．
　
１
５
８
-
１
５
９
）

以

上

の

よ

う

に

。

意

味

場

（

＝

「

野

」
）

と

は

端

的

に

は

一

つ

の

語

群

と

考

え

ら

れ

る

。

Ｔ

ｒ

ｉｅ
ｒ

は

、

〃

野

を

そ

の

つ

ど

と

り

ま

い

て

い

る

野

”

（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
，
　
ｐ
．
　
１
７
９
)
、
"
上
位
に
あ
る
大
き
い
野
"
　
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
,
　
ｐ
．
１
８
９
）
と
い
っ
た

表

現

を

し

て

お

り

、

現

実

の

意

味

場

は

重

層

的

で

あ

る

と

見

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

我

々

は

ま

ず

単

層

的

な

意

味

場

の

考

察

か

ら

出

発

し

た

い

。

次

の

二

種

類

の

語

群

を

取

り

上

げ

る

。

1
｛
牛
、
馬
｝

2
｛
ダ
ー
、
チ
ョ
キ
、
パ
}

1
は
一
般
的
な
生
物
の
分
類
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
は
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
の
言
う
意

味

場

に

該

当

し

な

い

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

「

牛

」

に

と

っ

て

隣

接

す

る

語
は
必
ず
し
も
1
に
お
け
る
よ
う
な
「
馬
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

ま

た

「

馬

」

で

あ

る

必

要

も

な

い

か

ら

で

あ

る

。

牛

を

馬

以

外

の

動

物

も

視

野
に
入
れ
て
分
類
す
る
な
ら
1
の
代
わ
り
に
｛
牛
、
馬
、
羊
、
豚
｝
や
｛
牛
、

羊

、

豚

｝

と

い

っ

た

語

群

が

考

え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

。

つ

ま

り

「

牛

」

に

と

っ

て

隣

接

す

る

語

は

何

ら

か

の

必

要

や

観

点

か

ら

そ

の

都

度

決

め

ら

れ

る

と

言

え

る

。

言

い

換

え

れ

ば

「

牛

」

を

取

り

巻

く

語

群

は

ａ

ｄ

　
ｈ
ｏ
ｃ

に

し

か

決

ま

ら

な

い

の

で

あ

る

。

こ
れ
に
対
し
2
は
じ
ゃ
ん
ケ
ン
な
る
ゲ
ー
ム
に
と
っ
て
基
礎
的
な
意
味
場

を

提

供

す

る

。

こ

の

ゲ

ー

ム

に

お

い

て

「

ダ

ー

」

に

隣

接

す

る

語

は

「

チ

ョ

キ

」

と

「

パ

ー

」

で

あ

り

、

か

つ

そ

の

二

語

に

限

ら

れ

る

。

さ
て
、
1
は
厳
密
な
意
味
で
は
意
味
場
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
牛
」
に

隣
接
す
る
と

い
う
そ
の
隣
接
性
が
何
ら
か
特
定
の
分
類
目
的
や
観
点

に
よ

っ

て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
1
の
語
群
を
（
a
d
 
b
o
c
な
）
意

味
場
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
1
は
、

3
｛
動
物
、
植
物
｝

と

い
っ
た
、
よ

り
大

き

な
（
よ
り

上
位

の
）
意

味
場
－

こ

れ
ま

た

且

ｈｏ
ｃ
で
あ
り
得

る
が
Ｉ

の
部
分
と
見
る
こ
と
が
可
能

に
な

る
で

あ
ろ
う
。

す
る
と
1
お
よ
び
3
は
全
体
と
し
て
、

4
｛
牛
，
馬
、
動
物
、
植
物
｝

な
る
意
味
場
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
意
味
場

は
そ
の
部
分
と
し

て
｛
牛
、
馬
｝
な
る
意
味
場

を
持
つ
重
層
的
な
意
味
場
と

な
る
。

三
　

意

味

場

の

モ

デ

ル

一
つ
の
意
味
場
す
な
わ
ち
語
群
が
存
在
す

る
と
す
る
。
我
々
は
こ
の
語
群

を
次
の
よ
う
な
表
1

を
用
い
て
表
わ
す
こ
と
に
す
る
。

表
1

で
Ａ
な

い
し
Ｄ
は
語
を
表
わ
し
。
イ
な
い
し

ホ
を
区
画
と
呼
ぶ
。
○



は
各
区

画
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ

の
語

を
適
用

す
る
こ
と
が
言
語
慣
習
上

適
正

と
認

め
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
×
は
適
用

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
△
は
い

ず
れ

と
も
言
え

な
い
こ
と
を
意

味
す

る
。
例
え
ば
、
語
Ａ
は
区

画
イ

、

口
に

つ

い
て

は
適
正

に
適
用

さ
れ

る
が
、

ハ
と

二
に
つ
い
て
は
適
用

が
禁
止

さ
れ
、

ホ
に
つ
い
て

は
ど
ち
ら
で
も

な
い
。

区
画

が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
は
意
味
場
に
応
じ
て

様
々
で

あ
る
。

語
群
1
、
3
、
4
の
よ
う
な
事
物
の
分
類
の
場
合
に
形
成
さ
れ
る
（
ａ
ｄ

ｈｏ
ｃ
な
）

意
味
場

の
場
合

に
は
、
区
画
と
し
て

事
物
の
個

体
あ

る
い
は
そ

の

集
合
を
と
れ
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
、
語
群
4
｛
牛
、
馬
、
動
物
、
植
物
｝
の

場
合

、
イ
と
し
て
牛

、
口
と
し
て
馬

、

ハ
と

し
て

桜
を
と
れ
ば
表
２
が
得
ら

れ
る
。

さ
ら

に
我

々
は
敬
語
の
形
成
す
る
意
味
場

を
考
え

る
。
こ
の
場
合
、
語
群

に
お
け

る
区
画

に
入

る
も
の
は
複
雑
で
あ

る
。

時
枝
誠
記

は
敬
語
に
つ

い
て

次
の
よ

う
に
言

う
。

素

材
的
事
実
丙
丁

は
、
こ

の
事
実

に
関
与

し
た
丙

と
丁

の
関
係

は
勿
論

の
こ
と

、
丙
或

は
丁

に
対
す

る
話
手
甲

、
聴
手
乙

等
と

の
相
互
の
上
下

関

係
と

い
ふ
も

の
が
明
瞭

に
識
別

さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
始

め
て
完
全

な
る
丙
丁

の
表
現
が
完

成
さ

れ

る
の
で

あ

る
。
（
『
国
語
学
原
論
』
岩
波

１９４
１
(　ｐ
.４
５０
）

そ
し
て

例
と
し
て
次

の
一
連
の
語
を
挙
げ

る
。

「
妻
」
と

い
ふ
一
語
を
以
て
同
一
概
念

の
凡
て

に
適
用
す

る
こ
と

は
出

来

な
い
。
如
何
な

る
身
分
の
人

の
妻
で
あ
り

、
又

そ
れ
が
話
手
と
如
何

な

る
関

係

に

あ

る

か

の

上
下

尊
卑

の

識
別

に
よ

っ

て

「
奥

方
」
「
夫

人
」

「
奥

さ

ん
」
「
お

か

み

さ

ん
」
「
女

房

」
「
家

内

」
「
嚊

」

等

の

語

が

必

要

と
さ
れ
る
。
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
，
　
ｐ
．
４
５
１
)

或

る

女

性

を

話

し
手

が

「
奥

方
」

と

呼

ぶ
と

き

、

そ

の

女

性

の
奥

方

性

は
、

そ

の
女

性

の

属

性

と

し

て

決

定

さ

れ

る

も

の
で

は
な

く

、

そ

れ

は

む
し

ろ
話

し

手

（
お

よ

び

聞

き
手

）

と

の

関

係

に

お

い
て

、

す

な

わ

ち

話
し

手

の

心
的

態
度
を
も
含
む
と
こ
ろ
の
"
場
面
”
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
同

一

の

女

性

で

あ

っ
て

も

、

ど

の

場

面

に

置

か

れ

る

か

に

よ

っ
て

、
「
奥

方

」

で

あ

っ
た

り

な

か

っ
た

り

す

る
。

つ

ま

り

、
「
彼

女

は
奥

方

で

あ

る

」

な

る

言

明

の

客

観

的
真

偽

は
決

め
ら

れ

な

い
。

こ

う

し

て

「
奥
方

」
「
夫

人

」
「
奥

さ

ん
」
「
お

か
み

さ

ん

」
「
女

房

」
「
家

内

」
「
嚊
」

か

ら
成

る
意

味

場

に

つ

い

て

作

ら

れ

る
べ

き

表

に

お
け

る
区

画

は

時

枝

言

語

論

の

キ

ー

ワ
ー

ド

の
一

つ

で

あ

る

”
場
面

”

も

し

く

は
そ

の

タ
イ

プ

と

な

る

で

あ

ろ
う

。
（
と

は

い
え

。

こ

の

”
場

面
”

を

具
体

的

に

記

述

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

る
。
）
　

な

お

、

こ

の

場

合

、
語

の
適

用

の
適

正

・
不

適

正

は
、

プ

ラ

ト

ン
が

『
ク

ラ

テ

ュ

ロ

ス
』
（
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
２
　
岩
波
１
９
７
４
,
　
ｐ
.
 
１
４
２
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
と

こ

ろ

の

”
正

し

い

”

あ

る

い

は

。
正

し

く

な

い
”

割

り

当

て

に

拠

る

の

で

あ
っ
て
、
"
真
な
る
”
あ
る
い
は
”
虚
偽
の
”
割
り
当
て
に
拠
る
の
で
は
な

い

と
見

る

べ
き

で

あ

る
。

以

上

の

よ
う

に
、

意

味

場

に
応

じ

て

我

々
の

表

に

お
け

る
区

画

の
中

身

は

様
々
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
同
種
の
表
（
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
）
で
表
わ
せ
る
。

そ

し

て

、

差
し

当

た
り

意

味

場

に

お
け

る
語

の

価

値

は
、

当

該

の

語

の
全

区



画

に
つ

い
て

の
適
用

の
正
否

の

パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け

る
こ
と
が
で

き
よ

う
。

パ
タ
ー
ン
が
同
じ
で

あ
れ
ば
価
値
が
同
じ
で

あ
り
、

パ
タ
ー
ン
が

異
な
れ
ば
価

値
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

パ
タ
ー
ン
に

よ
る
語

の
価

値
（
の
形

式
的
な
側
面
）
の
特
徼
づ
け

は
、
重
層
的
な
意
味
場

の
構
造
を
知
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
4
｛
牛
、
馬
、
動

物
、
植
物
｝
、
す

な
わ
ち
表
２
に
お
い
て

、
｛
牛
、
馬
｝
は
｛
動
物
、
植
物
｝

を
上

位
の
意
味
場
と
す
る
下

位
の
意
味
場
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
区
画
に

つ
い
て

の
適
用

の
正
否

の

パ
タ
ー
ン
に
よ
る
の
み
で

は
、
こ
の
上
位
－

下

位

の
関

係
が
明
ら

か
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
植
物
」

と
「
動
物
」
が
対
立
し
、

か
つ

「
牛
」

と
「
馬
」

が
対

立
し
つ
つ
「
動

物
」

の
意
味
場

を
形
成
す
る
と

い
う
構
造
が
明
ら

か
に
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
表
２
の
よ
う
な
事
物
の
分
類
と
い
っ
た
（
a
d
 
ｈ
ｏ
ｃ
な
）
意
味
場
の

場
合
に
は
、
各
語
に
つ
い
て
○

が
入
る
区
画

は
そ
の
語
の
外
延

（
の
部
分
）

で
あ
る
か
ら

、
各
語
に
つ
い
て
全
区
画
に
わ
た

っ
て

の
適
用
の
正

否
の

パ
タ

ー
ン
か
ら
外
延
が
確
定
し
、
し
た
が

っ
て
、
こ
の
外
延
の
包
含
関
係

に
よ
る

階
層

構
造
を
確
定
す
る

こ
と
が
可

能
で

あ
る
。
し

か
し
、
「
奥
方
」

な
い
し

「
嚊
」
の
場

合
に
は
そ
も
そ
も
各
語

の
外
延
が
無

意
味
と

言
う
べ
き
で

あ
る

か
ら
外

延
の
包
含
関
係
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
場

は
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
そ
の
構
造
が
調
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
一
般
的

に
は
表

1
の
よ
う
な
意
味
場
の
形
式
的
構
造
を
ど
う
調
べ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。

四
　

意

味

場

の

構

造

と

ア

ポ

ー

ハ
論

意
味
場

に
つ
い
て
表
１

の
よ
う

に
し
て
語
の
適
用

の
正
否

パ
タ
ー
ン
が
与

え
ら
れ

て
い
る
と
き
、
我
々
は
語
の
価
値
の
形
式
的
側
面

を
、
当
該
の
語
群

に
お
け

る
他
の
全
て
の
語

の
適
用
の
正
否

パ
タ
ー
ン
を
反

映
す

る
形
で
定
義

し

よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
定
義
を
五
－

六
世
紀
の
イ
ン
ド
仏

教
徒
デ
ィ

グ
ナ
ー

ガ
（
陳
那
）
の
言
語
論
す
な
わ
ち
ア
ポ
ー

ハ
論
に
基
づ
い
て
行
な
お

う
と
思

う
。

デ
ィ
グ
ナ
ー

ガ
の
ア
ポ
ー

ハ
論

は
次
の
よ
う
な
主
張
と
特
徴
を
持

っ
て
い

る
。
（
詳
細
は
拙
著

『
デ
ィ
グ

ナ
ー

ガ
、
論
理

学
と

ア
ポ
ー

ハ
論
－

比
較

論
理
学
的
研

究
－

』
山

熹
房
佛
書
林
、
二
〇
〇

一
年
予
定
を
参
照
）

①
　

語
の
ａ
ｒ
ｔｈ
ａ
（
意
味
）

は

。他
の
排
除
”
で
あ
る
。

こ
の
主
張
に
伴
っ
て
、
た
と
え
ば
「
牛
（
g
o
）
」
な
る
語
（
種
語
）
の
意

味
と
し
て
個
物
や
種
な
ど
が
拒
否
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
牛
（
g
o
）
」
な
る
語

の
ｓ
ほ
ぼ

は
牛

の
個
体
で
も
な
け

れ
ば
、
種
で
も
な

い
と
さ
れ

る
。
（
こ
こ

で
。
種
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
が

、
後
世
の
注
釈
な
ど
に
よ
り
、
牛
を
牛
た

ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
実
在
す
る
普
遍
た

る
牛
性

〈
ｇ
ｏ
ｔｖ
ａ
）

の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
）
　つ
ま
り
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
フ
ラ

ン
ス
語

の
m
o
ｕ
ｔｏ
ｎ

と
英
語
の

ｓ
ｎ
ｅ
ｅ
ｐ

に
関
連

し
て
行

な
っ
た
価
値
と

意
義

の
区
別

に
沿

っ
て

言
え
ば
、

デ
ィ
グ
ナ
ー

ガ
は
意
義
を
語
の
ａ
ｒ
ｔ
ｈａ
と

は
認

め
な

い
。

②
　

語
の
ａｒ
ｔ
ｈａ

は
多
少
（
大
小
）

の
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
樹
木
の
一
種
で

あ
る
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の

語

「
シ
ン

シ
ャ
パ
ー
」
は
「
樹
木
」
な
る
語
の
ａ
ｒ
ｔｈ
ａ
を
含
ん
で
い
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
事
態

は
ま
た
、
「

シ
ン

シ
ャ
パ
ー
」

の
排
除
対
象

（
ａ
ｐ
ｏ
ｈｙ
ａ
）



は
「
樹
木
」

の
そ
れ
よ
り
多

い
と
も
語
ら

れ
る
。
し

た
が

っ
て
、
ａ
ｒ
ｔｈ
ａ

は

い
わ
ゆ

る
外
延

た
り
得
ず

、
む

し
ろ
い
わ
ゆ
る
内

包
に
親
近

性
を
持
っ
て
い

る
。

③
　
普
遍

・
特
殊

の
関
係

に
よ
る
語
群
の
構
造
化

（
階
層

構
造
化

）
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
普
遍
・
特
殊
の
関
係
は
②
に
お
け
る
a
r
t
h
a

の
多
少

に
基
づ

く
。
す

な
わ
ち
、
②
の
例
に
即
せ
ば

、
「
樹
木
」

が
普
遍

語
、

「

シ
ン

シ
ャ
パ
ー
」
が
特
殊
語
で

あ
る
。

こ

の
よ
う
な
特
徴
を
有
す

る
ａ
ｒ
ｔ
ｈａ

を
我
々
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
②

と
③

を
考
慮
す

る
と
き

、
①

は

④
　
語
の
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ａ
（
意
味
）
は
"
他
の
排
除
”
の
束
で
あ
る
。

と
理
解
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
語

は
排
除
作
用
の
束
で
あ
り

、
排

除
対

象
（
ａ
ｐ
ｏ
ｈ
ｙ
ａ
）

増
え
れ
ば

増
え

る
ほ
ど
特
殊

に
位
置
す

る
の
で
あ

る
。で

は
、
排
除
作
用

な

い
し

排
除
対

象
（
ａ
ｐ
ｏ
ｈｙ
ａ
）
の

多
少
を

何
に
よ

っ

て
測

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
留
意
す

べ
き
こ
と
と
し
て
、

デ
ィ
グ
ナ
ー

ガ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
限
り
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
"
多
少
”
に
よ
っ
て
個
体

数
の
比

較
や
個
体

か
ら

な
る
集

合
の
包
含
関

係
を
意
味
し
て

は
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
排
除

の
数

は
排
除
さ
れ
る
個
体
数

に
よ

っ
て

カ
ウ

ン
ト
さ

れ
る
の
で

は
な
く
、
排

除
さ
れ
る
も

の
の
種
類

に
よ

っ
て

カ
ウ
ン
ト

さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

我

々
は
表
１

に
沿

っ
て
、
語

の
ａ
ｒ
ｔ
ｈａ

す
な
わ
ち
ア
ポ
ー

ハ
論
的
語

の
意

味
を

次

の
よ

う
に
定
義
す

る
。
ま
ず

、
語
Ａ
の
排

除
対

象

（
ａ
ｐ
ｏ
ｈｙ
ａ
）

は

×
が
該
当
す

る
区
画

ハ
と

二
で
あ
り
、
Ｂ
の
そ
れ
は
区
画
イ

、

口
、
ホ
で
あ

り
、
Ｃ

の
そ
れ

は
イ

、
そ
し
て
Ｄ

の
そ
れ
は

ハ
と
ホ
で
あ
る
。
次

に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
語

に
つ
い
て
、
排
除
対

象
の
カ
ウ

ン
ト
を
、
排
除
対
象
と

な
る
区
画

の
い
ず
れ

か
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
適
正

な
語
、
す

な
わ
ち
○
が
該
当
す
る

語

に
よ

っ
て
数
え

る
。
Ａ

の
場

合
は
区
画

ハ
と

二
の
い
ず

れ
か
に
お
い
て
○

で
あ
る
語

は
｛
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ
｝
で
あ
る
。
同
様
に
、
Ｂ

に
つ
い
て

は
排
除
対

象
を
カ
ウ
ン
ト
す

る
語

は
｛
Ａ

、
Ｃ
、
Ｄ
｝
で
あ
り

、
Ｃ

に
つ
い
て

は
｛
Ａ
．

Ｄ
｝
、
そ
し
て
Ｄ

に
つ
い
て

は
｛
Ｂ
、
Ｃ

｝
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
Ａ

に
は
｛
Ｂ
、
Ｃ

、
Ｄ
｝
が

、
Ｂ

に
は
｛
Ａ
、
Ｃ

、

Ｄ
｝
が
、
Ｃ
に

は
｛
Ａ

、
Ｄ
｝
、
そ
し

て
Ｄ

に
は
｛
Ｂ

、
Ｃ

｝
が
対

応
づ
け

ら
れ
る
。
我
々

は
｛
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
｝
を
も
っ
て
直
ち

に
語
Ａ
の
ソ

シ
ュ
ー
ル

あ
る
い
は

Ｔ
ｒ
ｉｅ
ｒ

の
言
う
意
味
で

の
語
の
価
値
そ
の
も
の
と
見
る
こ
と

は
で

き
な
い

か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
価
値
の
一
側
面
と
見
る
こ
と
は
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
こ
れ

に
よ

っ
て

Ｔ
ｒ
ｉｅ
ｒ

の
意
味

場

の
重
層
性
が
表
現
で
き

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ

の
排
除
対
象
（
を

カ
ウ
ン
ト
し

た
も
の
）
す

な

わ
ち

｛
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
｝

は
Ｄ

の
そ

れ

｛
Ｂ
、

Ｃ
｝
を
含

ん
で
お
り
、
し

た
が

っ
て
、
Ａ

は
Ｄ

に
対
す

る
特
殊

（
Ｄ

は
Ａ
に

対
す
る
普
遍
）
で
あ
り
、
同
様

に
Ｂ
は
Ｃ

の
特
殊
（
Ｃ

は
Ｂ

の
普
遍
）
で
あ

る
、

な
ぜ
な
ら
、
Ｂ

の
排

除
対

象

｛
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
｝

は
Ｃ

の
そ

れ

｛
Ａ

、

Ｄ
｝
を
含
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
表
１
で
表

わ
さ
れ
る
意
味

場
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
り
緊
密
な
関
係
を
持
っ
た
Ａ
-
Ｄ
お
よ
び
Ｂ
-
Ｃ
の

二
系
列

か
ら
な

る
複
合

的
な
意
味
場
で

あ
る
と
考
え
ら

れ
る

の
で

あ
る
。



（
デ

ィ
グ
ナ

ー

ガ
は
我

々
の

△
の

よ
う

な
状
況

は

考
慮

し
て

い
な

い
が
、

我
々
は
、
よ
り
一
般
的
な
立
場

か
ら
論
じ
て

お
く
。
）
同

様
に
し
て

表
２

か

ら
は
「
牛
」
と
「
馬
」
が
「
動
物
」
の
特
殊
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

五
　

語

の

意

味

我
々
の
観
点
か
ら
は
語
の
意
味
は
以
下

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
「
グ
ー
」
「
チ

ョ
キ
」
「

パ
ー
」
と

そ
れ
に
応
じ

た
区
画

が
与
え
ら
れ

た

と
し
て

、
「
グ
ー
」
の
意
味
が
、
そ
の
語

が
適
正

に
適
用

さ
れ
る
区
画

の
実

質
す

な
わ
ち
握
り
拳
だ
け
で

あ
る
と

は
言
え
な

い
。
「
ダ
ー
」
に

は
「
チ

ョ

キ
よ
り
強

い
」
「
パ
ー
よ
り
弱

い
」

と

い
っ
た
意
味

が
含
ま

れ
て

い

る
の
で

あ
り

、
こ

の
意
味

な
し
に

”じ

ゃ
ん
ケ
ン
”

な
る
ゲ
ー
ム
は
成
立
し
な
い
。

そ
し
て
、
こ

の
意
味

は
「
グ
ー
」

の
ア
ポ
ー
ハ
論

的
語

の
意
味
、
す

な
わ
ち

チ

ョ
キ
及

び
パ
ー
の
排
除

（
否
定
）

に
基
礎

を
お
い
て

い
る
。
さ
ら

に
ま

た
、

「
グ
ー
」
「

チ
ョ
キ
」
「
パ
ー
」

を
一
つ

の
語

群

た
ら

し
め

る
も
の
、
す
な

わ

ち
「
チ

ョ
キ
」
と

「
パ
ー
」

を
「

グ
ー
」

に
隣
接

せ
し
め
る
も
の
は
こ
の
ゲ

ー
ム
に
他
な
ら

な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
「
グ
ー
」

は
三

つ
の
面

か
ら
そ
の
意

味
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
1
区
画
の
実
質
（
=
握
り
拳
）
、
2
ア
ポ

ー
ハ
論
的
意
味
（
＝
チ
ョ
キ
の
排
除
と
パ
ー
の
排
除
の
束
）
、
3
語
群
を
語

群
た
ら
し
め
る
状
況
（
=
じ
ゃ
ん
ケ
ン
）
。

同
様
に
「
奥
方
」
の
意
味
は
、
1
区
画
の
実
質
（
―
当
該
人
物
と
話
者
と

聴
手
の
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
関
係
や
当
該
人
物
の
属
性
）
、
2
ア
ポ
ー
ハ
論
的

意
味
（
―
お
か
み
さ
ん
等
の
排
除
の
束
）
、
3
語
群
（
敬
語
）
を
語
群
た
ら

し
め
る
文
化
的
状
況

か
ら
生
ず

る
。

六

む

す

び

語
は
一
般
的
に
は
そ
の
適
用
が
正

し

い
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
し
か
し
、
科

学
上
の
言
語
と
異
な
り
、
日
常
の
言
語

は
必
ず
し
も
こ
の
要

求
に
は
従
わ
な

い
時
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
落
語
な
ど
で
「
嚊
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
登
場
人
物
を
あ
え

て
「
奥
方
」
と
呼
ん
で
笑
い
を
誘
う
と
い
っ
た
こ
と
が

行

わ
れ
る
。
そ
し
て

、
語
を
敢
え
て
不
適
正

に
使
用

す
る
効
果

は
様
々
で
あ

る
。
た
と
え

ば
、
平

社
員
を
「
社
長
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
時

に
は
当
人
に
対

す

る
侮
辱
で

あ
り
、
時
に
は
親
愛
の
情
を
示

す
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
こ

の
よ

う
な
場

合
、
我
々
は
い
わ
ぱ
語

に
よ
っ
て
そ
の
対
象
を
仮
想
的

状
況
つ

ま
り
別

の
区
画

に
運
ん
で

い
る
の
で

あ
る
。
対
象
を
そ
の
語
の
適
用

が
適
正
で

あ
る
よ
う
な
仮
想
的
状
況

（
区
画
）

に
置

く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

お
か
し
み

を
生
む
か
、
侮
蔑
と
な
る
か
、
慰
め
と
な
る
か
は
語
の
使
用

さ
れ

る
状
況

次
第
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら

は
「
嚊
」
と
「
奥
方
」
、

あ
る
い
は
「
平

社
員
」
と
「
社
長
」

の
ア
ポ
ー

ハ
論
的
語
の
意
味
の
対

立
関

係

な
し

に
は
生
じ

な
い
効
果
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
う
え

だ
・

の
ぼ
る
、
イ

ン
ド
仏

教
・
論
理
学
、
目
白
大
学
助

教
授
）
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