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意味することと指し示すこと

は
じ
め
に

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（A

ustin, J. L
.

）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
サ
ー
ル
（Searle, J. R

.

）
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
、「
言
語
行
為
論
（speech act 

theory

）」
は
、
主
に
、「
発
語
内
行
為
（illocutionary act
）」
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。

発
語
内
行
為
と
は
一
種
の
「
意
図
的
行
為
（intentional action
）」
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
発
語
内
行
為
は
、
話
し
手
（speaker

）
が
何
か
を

述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
因
果
的
な
結
果
を
齎
す
「
発
語
媒
介
行
為
（perlocutionary act

）」
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
即
ち
、
発
語
内
行
為

の
成
立
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
に
、
聞
き
手
（hearer

）
に
何
ら
か
の
因
果
的
な
結
果
を
齎
さ
な
く
と
も
、
言
わ
ば
共
同
体
に
お
け
る
規
約

（convention

）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る（

１
（。

言
語
行
為
論
は
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
区
別
、
即
ち
、
発
語
内
行
為
が
、
因
果
的
な
発
語
媒

介
行
為
と
は
異
な
り
、
規
約
的
（conventional

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
般
理
論
の
構
想
が
可
能
と
な
っ
た
と
言

え
よ
う
。

意
味
す
る
こ
と
と
指
し
示
す
こ
と

―
発
語
内
行
為
に
お
け
る
確
定
記
述
の
指
示
的
用
法
の
問
題
―

山　

口　
　
　

誠



─ （0 ─

ド
ネ
ラ
ン
（D

onnellan, K
.

）
は
論
文
「
指
示
と
確
定
記
述
」（“R

eference and D
efinite D

escriptions”, 1（（（

）
で
、「
確
定
記
述
（definite 

description

）」
の
用
法
を
、「
帰
属
的
用
法
（attributive use

）」
と
「
指
示
的
用
法
（referential use

）」
と
に
区
別
し
た
。
本
稿
の
目
的
は
、

言
語
行
為
論
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
に
後
者
、
即
ち
指
示
的
用
法
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
は
、
ク
リ
プ
キ
（K

ripke, 

S.

）
の
論
文
「
話
し
手
の
指
示
と
意
味
論
的
指
示
」（“Speaker’s R

eference and Sem
antic R

eference”, 1（（（

）
で
為
さ
れ
た
議
論
を
手
掛
か

り
と
す
る
。

ド
ネ
ラ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
確
定
記
述
を
含
む
文
を
例
に
し
て
、
以
上
の
区
別
を
説
明
す
る
。

	

（
１
）
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
は
正
気
で
な
い
。

	
	

	
	

（Sm
ith’s m

urderer is insane.
）

	

（
１
）
に
は
表
現
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
（Sm

ith’s m
urderer

）」
と
し
て
の
確
定
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
例
え
ば
、
話
し
手
が
、

惨
殺
さ
れ
た
ス
ミ
ス
の
遺
体
に
遭
遇
し
、
且
つ
話
し
手
は
ス
ミ
ス
殺
し
の
犯
人
が
誰
か
を
知
ら
ず
、
且
つ
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
を
誰
か
特

定
の
人
間
と
い
う
意
味
で
で
は
な
く
誰
で
あ
れ

0

0

0

0

ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
１
）
を
発
話
す
る
な
ら
ば
、
話

し
手
は
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
を
帰
属
的
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
、
話
し
手
が
法
廷
の
被
告
席
で
ス
ミ
ス
殺
し
の
容
疑
で

裁
判
を
受
け
て
い
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
い
う
人
間
を
目
撃
し
、
且
つ
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
挙
動
不
審
な
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
且
つ
話
し
手
が
「
ス
ミ
ス

を
殺
し
た
人
間
」
を
誰
で
あ
れ
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
と
い
う
意
味
で
で
は
な
く
或
る
特
定
の

0

0

0

人
間
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て（
１
）

を
発
話
す
る
な
ら
ば
、
話
し
手
は
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
を
指
示
的
に
用
い
て
い
る
（D

onnellan, 1（（（ , pp. 2（5 -2（（:  cf. Searle, 1（（（ , pp. 

13（ -13（

）。

以
上
の
よ
う
な
ド
ネ
ラ
ン
の
区
別
は
、
確
定
記
述
を
巡
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
（Straw

son, P.
）
に
よ
る
ラ
ッ
セ
ル
（R

ussell, B
.

）
批
判
か
ら
、
リ
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意味することと指し示すこと

ン
ス
キ
ー
（L

insky, L
.

）
の
論
文
「
指
示
と
指
示
対
象
」（“R

eference and R
eferents”, 1（（3

）
を
経
て
展
開
さ
れ
た
。
ド
ネ
ラ
ン
は
、
ラ
ッ
セ

ル
及
び
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
対
し
、
確
定
記
述
を
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用
法
と
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
帰
属
的
用

法
の
み
が
適
用
出
来
る
が
指
示
的
用
法
は
無
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
お
い
て
は
両
用
法
の
要
素
が
指
示
的
用
法
の
み
の
中

に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ネ
ラ
ン
に
よ
る
こ
の
区
別
は
、
そ
れ
以
後
、
ク
リ
プ
キ
の
論
文
「
話
し
手

の
指
示
と
意
味
論
的
指
示
」
や
サ
ー
ル
の
論
文
「
指
示
的
用
法
と
帰
属
的
用
法
」（“R

eferential and A
ttributive”, 1（（（

）
に
お
い
て
批
判
対
象

と
な
る
。

ド
ネ
ラ
ン
の
区
別
の
根
底
に
あ
る
考
え
は
確
定
記
述
の
「
多
義
性
（am

biguity

）」
で
あ
る
。
確
定
記
述
の
多
義
性
と
は
、
確
定
記
述
に
、
そ

れ
本
来
の
役
割
と
固
有
名
の
役
割
と
い
う
二
つ
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
役
割
を
表
す
の
が
帰
属
的
・
指
示
的
用
法
で
あ

る
。
し
か
し
、
指
示
を
言
語
行
為
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
こ
の
確
定
記
述
の
多
義
性
は
、
或
る
重
大
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
特
に
確

定
記
述
が
指
示
的
用
法
で
用
い
ら
れ
る
時
、
そ
れ
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
指
示
行
為
は
、
規
約
的
な
発
語
内
行
為
で
は
な
く
、
因
果
的
な
発
語
媒
介

行
為
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
は
そ
れ
を
回
避
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
ク
リ
プ

キ
の
議
論
は
、
指
示
を
発
語
内
行
為
と
し
て
考
え
る
時
、
特
に
確
定
記
述
の
指
示
的
用
法
に
お
い
て
、
そ
れ
が
発
語
媒
介
行
為
と
な
る
こ
と
な
く
、

あ
く
ま
で
発
語
内
行
為
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
本
稿
で
は
指
示
の
「
取
り
消
し
可
能
性
（cancelability

）」
の
有
無
を
手
掛
か
り
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
指
示
と
い
う

（
発
語
内
）
行
為
が
行
わ
れ
る
時
、
端
的
に
、
ド
ネ
ラ
ン
の
場
合
、
話
し
手
は
自
ら
の
指
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
が
、
ク
リ
プ
キ
の

場
合
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
違
い
が
、
話
し
手
に
よ
る
指
示
と
い
う
行
為
が
、
発
語
媒
介
行
為
と
な
る
の
か
、
発
語
内
行
為
に
止
ま
る

も
の
な
の
か
を
区
別
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
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第
一
節　
特
定
の
意
図
と
一
般
的
な
意
図

言
葉
は
如
何
に
し
て
意
味
を
持
つ
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
我
々
は
「
意
図
（intention

）」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
即
ち
、「
発
疹
」
な
り
「
ベ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
を
持
つ
時
、
或
る
何
ら
か
の
も
の

0

0

（
対
象
）
を
発
疹
な
り
ベ
ル
と
呼
ぼ
う
と
い
う

意
図
が
其
処
に
働
い
て
い
る
と
、
我
々
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う（

２
（。

論
文
「
話
し
手
の
指
示
と
意
味
論
的
指
示
」
に
お
い
て
、
ク
リ
プ

キ
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
ド
ネ
ラ
ン
に
よ
る
確
定
記
述
の
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用
法
の
区
別
を
説
明
す
る
こ
と
と
な

る
。先

ず
、
ク
リ
プ
キ
は
、
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
意
図
を
「
一
般
的
な

0

0

0

0

意
図
（general intention

）」
と
「
特
定
の

0

0

0

意
図
（special intention

）」

に
区
別
す
る
。

或
る
言
語
共
同
体
を
想
定
し
た
時
に
、
或
る
任
意
の
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
の
成
員
全
体
が
何
ら
か
の
対
象
を
そ
の
言
葉
で
呼
ぼ
う
と
す
る
場
合

が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
の
成
立
が
成
員
全
体
の
意
図
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

与
え
ら
れ
る
意
味
、
即
ち
成
員
全
体
の
意
図
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
指
示
対
象
は
そ
の
共
同
体
の
中
の
「
規
約
（convention

）」
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
象
の
こ
と
を
ク
リ
プ
キ
は
「
意
味
論
的
指
示
対
象
（sem

antic referent

）」
と
呼
ぶ
（K

ripke, 

1（（（ , p. 14

）。
こ
の
よ
う
に
意
味
論
的
指
示
対
象
を
与
え
る
共
同
体
の
成
員
全
体
の
意
図
が
一
般
的
意
図
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
或
る
任
意
の
言
葉
を
、
話
し
手
の
方
は
、
彼
の
属
す
る
共
同
体
の
規
約
に
基
づ
い
て
、
そ
の
意
味
と
し
て
の
指
示
対
象
が
与
え
ら
れ
る

も
の
、
即
ち
そ
れ
が
意
味
論
的
指
示
対
象
で
あ
る
と
信
じ
て
用
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
話
し
手
は
自
ら
の
用
い
る
言
葉

の
意
味
の
成
立
が
成
員
全
体
の
意
図
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
単
に
話
し
手
は
そ
う
信
じ
て
い
る

に
過
ぎ
ず
、
話
し
手
の
信
念
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
意
味
、
即
ち
規
約
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
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と
話
し
手
が
信
じ
て
い
る
（
に
過
ぎ
な
い
）
対
象
の
こ
と
を
ク
リ
プ
キ
は
「
話
し
手
の
指
示
対
象
（speaker’s referent

）」
と
呼
ぶ
（K

ripke, 

1（（（ , p. 15

）。
こ
の
よ
う
に
話
し
手
の
指
示
対
象
を
与
え
る
話
し
手
の
意
図
が
特
定
の
意
図
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ク
リ
プ
キ
は
、
こ
れ
ら
一
般
的
な
意
図
と
特
定
の
意
図
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
確
定
記
述
の
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用

法
と
の
違
い
を
説
明
す
る
。
即
ち
、
そ
の
説
明
と
は
、
話
し
手
の
特
定
の
意
図
が
一
般
的
な
意
図
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

「
単
純
な
」
場
合
が
前
者
に
当

て
嵌
ま
り
、
話
し
手
の
特
定
の
意
図
は
一
般
的
な
意
図
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
話
し
手
は
そ
れ
が
一
般
的
な
意
図
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
「
複
雑

な
」
場
合
が
後
者
に
当
て
嵌
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（K

ripke, 1（（（ , p. 15

）。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用
法
と
の
違
い
に
つ
い
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
違
い
は
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
程
度

の
差
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
確
か
に
、
帰
属
的
用
法
が
当
て
嵌
ま
る
単
純
な
場
合
と
、
指
示
的
用
法
が

当
て
嵌
ま
る
複
雑
な
場
合
と
の
違
い
は
、
特
定
の
意
図
が
一
般
的
な
意
図
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

の
か
或
い
は
（
話
し
手
は
一
致
す
る
と
信
じ
て
い
る
も

の
の
）
区
別
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帰
属
的
用
法
が
当
て
嵌
ま
る
場
合
に
せ
よ
指
示
的
用
法
が
当
て
嵌
ま
る

場
合
に
せ
よ
、
意
味
を
決
定
す
る
の
は
意
図
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
そ
の
違
い
は
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
単
純
か
複
雑
か
の
も
の
で
し
か
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
ク
リ
プ
キ
は
、
確
定
記
述
の
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用
法
の
区
別
を
、
ド
ネ
ラ
ン
の
よ
う
に
確
定
記
述
の
本
来
的
な
役
割
と

固
有
名
の
役
割
と
の
両
方
を
持
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
言
わ
ば
、
意
図
と
い
う
概
念
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し

た
の
で
あ
る
。
両
用
法
の
違
い
は
単
純
な
も
の
か
複
雑
な
も
の
か
と
い
う
程
度
の
差
で
し
か
な
い
と
い
う
の
は
こ
の
点
に
起
因
す
る
。

第
二
節　
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」

ク
リ
プ
キ
は
、
第
一
節
で
検
討
し
た
一
般
的
な
意
図
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
意
味
論
的
指
示
対
象
と
特
殊
な
意
図
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
話
し

手
の
指
示
対
象
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
上
で
、
グ
ラ
イ
ス
（G

rice, P.

）
に
従
い
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
（w

hat the speaker’s 
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w
ords m

eant

）」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
（w

hat the speaker m
eant

）」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
道
具
立
て
と
し
て
導
入
す
る
。
前
者
は

意
味
論
的
指
示
対
象
に
、
後
者
は
話
し
手
の
指
示
対
象
に
対
応
す
る
。
以
下
、
両
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
意
味
論
的
指
示
対
象
と
話
し
手
の
指
示

対
象
と
の
違
い
を
更
に
明
確
化
し
、「
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
た
確
定
記
述
の
帰
属
的
用
法
と
指
示
的
用
法
と
の
違
い
に
関
し
て
考
察
す

る
。話

し
手
と
聞
き
手
が
教
室
な
り
研
究
室
な
り
同
じ
部
屋
に
一
緒
に
居
て
、
そ
の
部
屋
の
ド
ア
が
開
い
た
ま
ま
だ
っ
た
。
こ
の
時
に
話
し
手
が
聞

き
手
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
し
よ
う
。

	

（
２
）
ド
ア
が
開
い
て
い
ま
す
よ
。

	

こ
の
よ
う
に
話
し
手
が
述
べ
る
時
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
は
ド
ア
が
開
い
て
い
る
と
い
う
文
字
通
り
の
事
実
で
あ
る
。
即

ち
、
実
際
に
ド
ア
が
開
い
て
い
る
な
ら
ば
（
２
）
は
真
で
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
偽
で
あ
り
、
差
し
当
た
り
こ
の
よ
う
な
真
偽
が
「
話
し
手
の
言

葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
他
方
、
話
し
手
が
（
２
）
を
述
べ
る
時
、
我
々
は
、
ド
ア
が
開
い
て
い
る
と
い
う
事
実
と
は

別
に
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
、
言
わ
ば
言
外
の
意
味
を
も
考
え
得
る
。
即
ち
、
話
し
手
は
、（
２
）
を
述
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
も
う
出
て
行
っ
て
欲
し
い
と
か
、
或
い
は
寒
い
か
ら
閉
め
て
欲
し
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
の
内
実
で
あ
る（

３
（。

更
に
、
ク
リ
プ
キ
に
よ
れ
ば
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
は
共
同
体
の
一
般
的
な
意
図
に
基
づ
い
た
規
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、「
話

し
手
の
意
味
し
た
も
の
」
は
話
し
手
の
（
特
殊
な
）
意
図
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（K

ripke, 1（（（ , p. 14

）。
ク
リ
プ
キ
に
よ
れ
ば
、
意
味
論
的
指

示
と
話
し
手
の
指
示
と
い
う
概
念
は
、
以
上
の
よ
う
な
グ
ラ
イ
ス
的
な
概
念
の
特
殊
な
事
例
で
あ
る
（K

ripke, 1（（（  , p. 14

）。
即
ち
、
そ
れ
は

此
処
で
の
指
示
が
事
実
で
は
な
く
対
象
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
意
味
論
的
指
示
と
話
し
手
の
指
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意味することと指し示すこと

示
と
い
う
両
者
に
関
し
て
も
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
と
同
様
の
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
即
ち
、
第
一
節
に
お
い
て
我
々
は
意
味
論
的
指
示
対
象
の
成
立
に
関
し
て
考
察
し
た
が
、
同
様
に
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た

も
の
」
は
、
話
し
手
の
話
す
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
共
同
体
の
中
の
規
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

此
処
で
、
意
味
論
的
指
示
対
象
と
話
し
手
の
指
示
対
象
の
違
い
を
明
確
化
す
る
為
に
も
、
以
下
の
観
点
で
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も

の
」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
及
び
そ
の
違
い
を
考
察
し
よ
う
。
そ
れ
は
「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

意
味
し
て
い
る
の

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
に
、「
何
が
／
誰
が
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
文
字
通
り
話
し
手
に
よ
っ
て
用
い
ら

れ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
「
何
を
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
言
葉
の
指
し
示
す
事
実
で
あ
る
。
話
し
手
が
（
２
）
を
述
べ
る

場
合
、
そ
の
言
葉
は
ド
ア
が
開
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、「
何
が

／
誰
が
」
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
勿
論
話
し
手
で
あ
る
。
そ
し
て
「
何
を
」
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手

の
意
図
で
あ
る
。
話
し
手
が
（
２
）
を
述
べ
る
場
合
、
も
う
出
て
行
っ
て
欲
し
い
と
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、、或
い
は
寒
い
か
ら
閉
め
て
欲
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
の
は
話
し

手
の
意
図
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
処
か
ら
話
し
手
は
（
２
）
を
述
べ
る
場
合
に
ド
ア
が
開
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
決
定
に
関
係
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
繰
り
返
す
よ
う
に
そ
の
意
味
は
、
話
し
手
の
意
図
で
は
な
く
彼
も
含
め
た
一
般
的
な
意
図
と
し
て
表
さ
れ
る
規
約
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
話
し
手
は
、（
２
）
を
述
べ
る
場
合
に
も
う
出
て
行
っ
て
欲
し
い
と
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、、或
い
は
寒
い
か
ら
閉
め
て
欲
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い

う
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
の
決
定
に
は
関
係
す
る
。
こ
れ
も
繰
り
返
す
よ
う
に
そ
の
意
味
は
、
話
し
手
の
特
殊
な
意
図
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
取
り
消
し
可
能
性
に
つ
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



─ （（ ─

第
三
節　
取
り
消
し
可
能
性
の
問
題

話
し
手
が
或
る
任
意
の
事
実
に
つ
い
て
話
題
に
し
、
仮
に
そ
の
事
実
が
誤
っ
て
い
た
場
合
、
彼
は
そ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
否
か
。

或
い
は
、
話
し
手
が
或
る
任
意
の
表
現
（
指
示
子
）
を
用
い
て
話
題
に
し
た
対
象
が
あ
り
、
仮
に
そ
の
表
現
に
よ
る
対
象
指
示
が
誤
っ
て
い
た
場

合
、
彼
は
そ
の
表
現
に
よ
る
誤
っ
た
対
象
指
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
否
か
。
そ
れ
を
此
処
で
は
「
取
り
消
し
可
能
性（

４
（」

と
呼
ぶ
こ
と

に
し
よ
う
。

取
り
消
し
可
能
性
が
発
生
す
る
場
面
と
は
、
或
る
会
話
を
第
三
者
が
報
告
す
る
場
合
、
第
三
者
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
彼
の
言
い
た
か
っ
た
こ

と
は
、
実
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
よ
」
と
か
、「
あ
の
時
に
彼
が
言
っ
た
言
葉
の
意
味
は
、
斯
く
斯
く
で
は
な
く
然
々
だ
っ
た
の
で
す

よ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
即
ち
、
此
処
で
第
三
者
は
話
し
手
の
発
話
を
取
り
消
し
得
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
取
り
消
す
側

が
話
し
手
本
人
で
あ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
話
し
手
は
聞
き
手
に
「
私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
実
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す

よ
」
と
か
、「
あ
の
時
に
私
が
言
っ
た
言
葉
の
意
味
は
、
斯
く
斯
く
で
は
な
く
然
々
だ
っ
た
の
で
す
よ
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
発
話
を

取
り
消
し
得
る
。

こ
の
よ
う
な
取
り
消
し
可
能
性
を
考
え
た
場
合
、
我
々
は
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
は
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
に
対
し
て

「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
は
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
得
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
要
点
は
「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

取
り
消
す
の

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
何
が
／
誰
が
」
取
り
消
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
は
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
も
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も

の
」
の
何
れ
の
場
合
も
共
に
、
取
り
消
す
の
は
話
し
手
で
あ
る
。
他
方
「
何
を
」
取
り
消
す
の
か
に
関
し
て
、
そ
の
取
り
消
す
対
象
は
両
者
に
お

い
て
異
な
る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
」
の
場
合
も
「
話
し
手
が
何
を
意
味
し
た
の
か
」
の
何
れ
の
場
合
も
共
に
、
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意味することと指し示すこと

取
り
消
さ
れ
る
（
取
り
消
さ
れ
よ
う
と
す
る
）
も
の
は
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。

先
ず
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、
話
し
手
は
そ
の
意
味
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
い
う
の
も
、
繰
り
返
す
よ
う

に
取
り
消
さ
れ
る
も
の
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
事
実
で
あ
り
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
し
て
の
事
実
は
、
話
し
手

0

0

0

の
言
葉

0

0

0

に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、「
何
が
／
誰
が
」
意
味
し
て
い
る

の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
の
言
葉
で
あ
り
、「
何
を
」
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
事
実

で
あ
る
。
話
し
手

0

0

0

は
意
味
の
決
定
に
直
接
に
は
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、「
何
が
／
誰
が
」
取
り
消
す
の
か
に
関
し
て
、
取
り
消
す
の
が

話
し
手
で
あ
る
以
上
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
は
取
り
消
し
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、
話
し
手
は
そ
の
意
味
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
の
も
、
繰
り
返
す
よ
う

に
取
り
消
さ
れ
る
も
の
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
が
、「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
と
し
て
の
事
実
は
、
話
し
手
に

0

0

0

0

よ
っ
て

0

0

0

意
味
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、「
何
が
／
誰
が
」
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
話
し
手
で
あ
り
、「
何
を
」
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
の
特
定
の
意
図
と
し
て
の
事
実
で
あ
る
。
話
し
手
は
意
味
の

決
定
に
直
接
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
何
が
／
誰
が
」
取
り
消
す
の
か
に
関
し
て
、
取
り
消
す
の
が
話
し
手
で
あ
る
以
上
、「
話
し
手
が

意
味
し
た
も
の
」
は
取
り
消
し
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
に
各
々
対
応
す
る
意
味
論
的
指
示
対

象
と
話
し
手
の
指
示
対
象
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
即
ち
前
者
は
話
し
手
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
に
対
し

て
、
後
者
は
話
し
手
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
。
そ
の
理
由
は
、（
も
し
可
能
な
ら
）
両
者
と
も
取
り
消
す
の
は
話
し
手
で
あ

る
が
、
意
味
論
的
指
示
対
象
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
る
の
は
話
し
手
の
言
葉
、
即
ち
そ
の
指
示
子
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、
話
し

手
の
指
示
対
象
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
る
の
は
話
し
手
の
意
図
だ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
そ
の
指
示
決
定
に
際
し
て
話

し
手
は
関
係
せ
ず
、
後
者
に
お
い
て
は
関
係
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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第
四
節　
記
述
の
多
義
性
に
よ
る
指
示
的
用
法
に
お
け
る
取
り
消
し
不
可
能
性

本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
ネ
ラ
ン
が
論
文
「
指
示
と
確
定
記
述
」
の
中
で
展
開
し
た
議
論
は
、
確
定
記
述
も
一
つ
の
固
有
名
と
し
て

認
め
よ
う
と
い
う
、
換
言
す
れ
ば
、
対
象
指
示
に
際
し
て
確
定
記
述
に
そ
れ
本
来
の
役
割
と
固
有
名
の
役
割
と
の
二
つ
を
認
め
よ
う
と
い
う
記
述

の
多
義
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
認
め
る
場
合
、
話
し
手
は
、（
１
）「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
は
正
気
で
な
い
」
と
い
う
自
ら
の
発
話
を
取
り
消
す

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
取
り
消
し
不
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

此
処
で
、
再
び
「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
第
二
節
で
提
起
さ
れ
た
問
い
及
び
「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

取
り
消
す
の
か
」

と
い
う
第
三
節
で
提
起
さ
れ
た
問
い
に
戻
っ
て
、
ド
ネ
ラ
ン
の
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、「
何
が
／
誰
が
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
の
言
葉
で
あ

り
、「
何
を
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
他
方
、「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

取
り
消
す

の
か
」
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、「
何
が
／
誰
が
」
取
り
消
す
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
で
あ
り
、「
何
を
」
取
り
消
す
の
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
話
し
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
以
上
の
こ
と
が
当
て
嵌
ま
る
の
は
、
第
二
節
で
考
察
し
た
「
話
し
手
の
言
葉

が
意
味
し
た
も
の
」
で
あ
る
。

第
二
節
及
び
第
三
節
に
お
け
る
議
論
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
の
場
合
、
話
し
手
は
、
そ
れ
が
事
実
を
表

す
文
と
し
て
の
自
ら
の
発
話
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
即
ち
ド
ネ
ラ
ン
に
お
け
る
発
話
は
「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
で
あ
る

故
に
、
話
し
手
は
自
ら
の
発
話
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
、
ド
ネ
ラ
ン
の
議
論
に
お
け
る
（
１
）
の
発
話
が
「
話

し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
な
る
の
か
。
そ
の
理
由
こ
そ
、
こ
の
場
合
に
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
を
固
有
名
と
し
て
捉
え
る
確
定
記

述
の
多
義
的
な
解
釈
で
あ
る
。
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意味することと指し示すこと

確
定
記
述
の
指
示
的
用
法
に
お
い
て
対
象
指
示
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
即
ち
話
し
手
に
よ
っ
て
確
定
記
述
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
を
用
い

た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
へ
の
指
示
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
記
述
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
は
固
有
名
の
役
割
を
果
た
し
、
こ
の
表
現
と
目
の

前
の
人
間
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
の
関
係
は
、
固
有
名
と
指
示
対
象
と
の
一
対
一
対
応
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ら
ば
実
際
に
は
ス
ミ
ス
は
自
殺
だ
っ
た
、

即
ち
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
ス
ミ
ス
殺
し
の
犯
人
で
は
な
い
こ
と
を
話
し
手
が
理
解
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
と
ジ
ョ
ー
ン

ズ
と
の
対
応
関
係
は
話
し
手
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
場
合
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
が
固
有
名
で
あ
る
以
上
解
消

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
固
有
名
と
指
示
対
象
と
の
対
応
関
係
は
話
し
手
に
よ
る
理
解
と
は
関
係
な
く
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る（

５
（。

即
ち
、

此
処
に
お
い
て
固
有
名
が
指
示
す
る
対
象
は
、
話
し
手
の
指
示
対
象
で
は
な
く
意
味
論
的
指
示
対
象
な
の
で
あ
る
。

で
は
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
と
し
て
表
さ
れ
る
固
有
名
が
意
味
論
的
指
示
対
象
で
あ
っ
た
場
合
、
如
何
に
し
て
（
１
）
は
「
話
し
手
の
言

葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
な
り
得
る
の
か
。

此
処
で
、
ス
ミ
ス
殺
し
の
犯
人
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
は
な
く
別
の
人
間
で
あ
り
、
且
つ
話
し
手
が
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
ス
ミ
ス
殺
し
の
犯
人
で
あ
る
と

誤
解
し
て
（
１
）
を
発
話
し
た
と
想
定
し
よ
う
。
我
々
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
理
解
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
話
し
手
が
、（
実
際
は
間
違
っ
て
い
る

が
）
或
る
対
象

0

0

0

0 

0ａ
が
そ
れ
を
表
す
指
示
子

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「、ｄ0

」、の
意
味
論
的
指
示
対
象
と
な
る
為
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
思
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
且
つ
彼
は
ａ
に
つ
い
て

何
か
言
い
た
い
と
思
い
、「φx

」（
ｘ
は
正
気
で
な
い
）
を
用
い
て
「φd

」
と
述
べ
る
、
と（

６
（。

こ
の
場
合
、
対
象
ａ
は
、
話
し
手
が
そ
れ
を
表
す
指
示
子
「
ｄ
」
の
意
味
論
的
指
示
対
象
と
な
る
為
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る

故
に
話
し
手
の
指
示
対
象
で
あ
る
。
こ
の
時
、「φd

」
の
真
理
条
件
は
対
象
ａ
が
φ
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、「
ｄ
」

が
実
際
に
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
が
関
わ
る
と
い
う
よ
り
も
話
し
手
の
意
図
が
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
ネ
ラ
ン
の
よ
う

に
対
象
ａ
が
意
味
論
的
指
示
対
象
で
あ
っ
た
場
合
、「φd

」
の
真
理
条
件
は
「
ｄ
」
が
指
し
示
す
も
の
そ
の
も
の
が
φ
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ

る
。
即
ち
、「φd

」
の
真
理
条
件
は
「
ｄ
」
が
実
際
に
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
が
関
わ
る
の
で
あ
り
、
話
し
手
の
意
図
が
関
わ
る
の
で
は
な

い
。
従
っ
て
、「φd

」
の
意
味
（
真
偽
）
は
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
象
ａ
が
意
味
論
的
指
示
対
象
で
あ
る
こ
と
に
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よ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
来
、
発
語
媒
介
行
為
と
は
、
発
語
内
行
為
に
よ
り
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
為
を
行
わ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
発
語
内
行
為

は
規
約
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
が
、
発
語
媒
介
行
為
は
、
特
に
聞
き
手
に
対
す
る
、
何
ら
か
の
因
果
的
な
帰
結
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
話
し
手
に
よ
る
発
語
内
行
為
が
聞
き
手
の
行
動
・
思
考
・
信
念
等
々
に
対
し
て
及
ぼ
す
帰
結
（consequence

）
乃
至
結
果
（effect

）

を
齎
す
と
い
う
概
念
こ
そ
発
語
媒
介
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（Searle, 1（（（ , p. 25

）。

話
し
手
が
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
被
告
席
に
立
た
さ
れ
て
い
る
挙
動
不
審
な
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
つ
い
て
、（
１
）「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
は
正
気

で
な
い
」
と
発
話
す
る
。
こ
の
時
に
、（
１
）
に
お
け
る
確
定
記
述
と
し
て
の
表
現
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
」
が
特
定
の

0

0

0

人
間
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
確
定
記
述
は
指
示
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
ネ
ラ
ン
の
よ
う
に
確
定
記
述
を
固
有
名
と
し
て
捉
え

る
場
合
、
第
四
節
で
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
話
し
手
が
そ
の
意
味
を
取
り
消
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
且
つ
（
１
）
の
発
話
そ
の
も
の
を
も
取

り
消
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
此
処
か
ら
、
我
々
は
、
ド
ネ
ラ
ン
の
議
論
に
お
い
て
話
し
手
に
よ
る
（
１
）
の
発
話
は
聞
き
手
に
対
し
て
必
然

的
に
何
ら
か
の
行
動
な
り
思
考
・
信
念
等
々
を
引
き
起
こ
す
、
と
考
え
得
る
こ
と
と
な
る
。

ド
ネ
ラ
ン
に
お
い
て
、「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

意
味
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、（
１
）
に
お
け
る
「
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人

間
」
が
意
味
論
的
指
示
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
何
が
／
誰
が
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
話
し
手
の
言
葉
で
あ
り
、「
何
を
」
意
味
す

る
の
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
そ
の
言
葉
の
指
し
示
す
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
話
し
手
は
自
ら
の
発
話
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
故
に
、

聞
き
手
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、
目
の
前
の
特
定
の
人
間
に
関
し
て
述
べ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
に
関

し
て
述
べ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
れ
、
話
し
手
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、
何
ら
か
の
信
念
状
態
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
。（
１
）
の
意
味
は
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意味することと指し示すこと

（
１
）
と
い
う
表
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
真
偽
と
し
て
意
味
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
く
聞
き
手
の
信
念
状
態
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ド
ネ
ラ
ン
の
場
合
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
（
１
）
を
発
話
す
る
と
い
う
発
語
内
行
為
の
成
立
は
、
話
し
手
が

聞
き
手
に
何
ら
か
の
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
信
念
状
態
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
発
語
媒
介
行
為
の
成
立
を
も
含
意
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ク
リ
プ
キ
に
お
い
て
は
、「
何
が
／
誰
が

0

0

0

0

0

、、何
を

0

0

意
味
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、「
何
が
／
誰
が
」
意

味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
で
あ
り
、「
何
を
」
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
話
し
手
の
意
図
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
話
し
手

は
自
ら
の
発
言
を
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
る
故
に
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、
目
の
前
の
特
定
の
人
間
に
関
し
て
述
べ
よ
う
と
意
図
し
た
も

の
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
ス
ミ
ス
を
殺
し
た
人
間
に
関
し
て
述
べ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
信
念
状
態
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す

わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ク
リ
プ
キ
の
場
合
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
（
１
）
を
発
話
す
る
と
い
う
発
語
内
行
為
の
成
立
は
、
話
し
手
が
聞
き
手

に
何
ら
か
の
信
念
状
態
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
発
語
媒
介
行
為
の
成
立
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
よ
り
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
法
廷
で
目
の
前
の
挙
動
不
審
な
人
間
に
対
し
て
（
１
）
を
発
話
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
確
定
記
述
の
多
義
性

を
認
め
る
ド
ネ
ラ
ン
の
場
合
は
、
そ
の
発
話
は
発
語
媒
介
行
為
を
含
意
す
る
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
り
、
話
し
手
の
指
示
と
意
味
論
的
指
示
と
の

区
別
に
基
づ
い
て
特
定
の
意
図
と
一
般
的
な
意
図
と
の
区
別
か
ら
こ
れ
を
説
明
す
る
ク
リ
プ
キ
の
場
合
は
、
そ
の
発
話
は
発
語
媒
介
行
為
を
含
意

し
な
い
と
い
う
点
で
、
ド
ネ
ラ
ン
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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意味することと指し示すこと

註

（
１
）	
例
え
ば
話
し
手
が
聞
き
手
に
「
撃
て
」
と
発
話
す
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
話
し
手
が
、「
撃
て
」
と
述
べ
る
行
為
、
即
ち
「
発
語
行
為
（locutionary 

act
）」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
聞
き
手
に
撃
つ
よ
う
命
令
す
る
発
語
内
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
聞
き
手
が
実
際
に
撃
っ
た

場
合
は
勿
論
、
撃
た
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
命
令
と
い
う
発
語
内
行
為
は
遂
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
話
し
手
の
発
話
へ

の
聞
き
手
の
対
応
は
、
命
令
に
従
わ
な
い
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
話
し
手
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
聞
き
手
は
従
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
命
令
と
い

う
行
為
が
遂
行
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
対
応
だ
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
、
命
令
す
る
と
い
う
発
語
内
行
為
の
成
立
は
、
例
え
ば
、
話
し
手
が
聞
き
手
の
上

官
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
な
立
場
で
あ
る
と
か
、
上
官
の
命
令
に
は
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
組
織
の
中
の
規
則
に
よ
っ
て
保
証

さ
れ
る
。
尚
、
発
語
内
行
為
に
対
し
て
、「
敵
兵
を
殲
滅
さ
せ
る
」、「
陣
地
を
守
備
さ
せ
る
」
と
し
て
表
さ
れ
る
発
語
媒
介
行
為
に
お
い
て
は
、
話
し
手

は
聞
き
手
に
何
ら
か
の
行
為
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
即
ち
、
話
し
手
の
発
語
媒
介
行
為
の
成
立
の
為
に
は
、
特

に
聞
き
手
に
対
し
て
因
果
的
な
結
果
が
齎
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）	「
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
意
味
論
的
な
概
念
の
成
立
に
は
、
何
ら
か
、
そ
の
言
葉
を
用
い
る
話
し
手
の
意
図
が
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
意
味
の
成
立
に
は
話
し
手
の
意
図
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
グ
ラ
イ
ス
の
意
味
に
つ

い
て
の
考
え
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
、
論
文
「
意
味
」（“M

eaning”, 1（5（

）
に
お
い
て
、「
意
味
す
る
（m

eans

）」、「
何
事
か
を
意

味
す
る
（m

eans som
ething

）」、「
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
・
と
い
う
意
味
だ
（m

eans that

）」
と
い
う
表
現
が
、
自
然
的
な

0

0

0

0

意
味
で
用
い
ら
れ
る

場
合
と
非
自
然
的
な

0

0

0

0

0

意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
を
区
別
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
グ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
な
意
味
と
は
「
あ
の
発
疹
は
ハ
シ
カ

を
意
味
し
て
い
る
（
意
味
し
て
い
た
）」
の
よ
う
に
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
非
自
然
的
意
味
と
は
「
あ
の
よ
う
に
（
バ
ス
の
）
ベ
ル
を
三

回
鳴
ら
す
こ
と
は
、
バ
ス
が
満
員
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
の
よ
う
に
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
あ
る
（G

rice, 1（5（ , pp. 213 -214

）。

以
上
か
ら
、
意
味
の
成
立
に
話
し
手
の
意
図
が
関
わ
る
の
は
後
者
の
非
自
然
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（
３
）	「
話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の
」
と
「
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の
」
と
を
巡
る
、
こ
の
よ
う
な
相
違
に
対
応
す
る
ク
リ
プ
キ
の
説
明
は
以
下
の
箇
所

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
議
論
す
る
為
の
一
般
的
な
道
具
立
て
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
道
具
立
て
の
内
の
或
る
も
の
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
私
は
そ
れ
を
そ
の
本
来
的
な
重
要
性
と
興
味
関
心
の
為
に
復
習
し
て
お
く
。
第
一
に
、
グ
ラ
イ
ス
に
従
っ
て
、
或
る
与
え
ら
れ
た
状
況
に
お
い
て

話
し
手
の
言
葉
が
意
味
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
言
葉
を
述
べ
る
時
に
話
し
手
が
意
味
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
を
区
別
し
よ
う
。
例
え
ば
、

或
る
強
盗
が
自
分
の
仲
間
に
「
す
ぐ
近
く
に
警
官
が
い
る
」
と
言
う
。
言
葉
が
意
味
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
警
官
が
す
ぐ
近
く
に
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
話
し
手
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
た
と
い
う
の
も
尤
も
な
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
即
ち
「
我
々
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
金
が
集
ま

る
の
を
こ
の
辺
り
で
待
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
散
開
し
よ
う
」
と
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
そ
の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
で
彼
が
意

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

味
し
た
こ
と

0

0

0

0

0

な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
さ
え
、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ど
で
は
な
い
。

	

（K
ripke, 1（（（  , p. 13

）

（
４
）	

こ
の
「
取
り
消
し
可
能
性
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
こ
れ
は
本
来
的
に
は
、
グ
ラ
イ
ス
に
よ
る
「
会
話
の
含
意
（C

onversational Im
plicature

）」

に
対
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
（G

rice, 1（（5 , p. 3（

）。

（
５
）	

固
有
名
と
指
示
対
象
と
の
対
応
関
係
を
、
話
し
手
に
よ
る
理
解
と
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

サ
ー
ル
の
考
察
（Searle, 1（（（ , pp. 1（（ -1（（
）
を
参
照
。

（
６
）	

以
上
の
例
は
ク
リ
プ
キ
の
も
の
（K

ripke, 1（（（ , pp. 14 -15:  cf. K
ripke, 1（（2 , p. 343 , n. 3

）
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
平
成
23
年
度
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
修
得
退
学
・
哲
学
）


