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◇書 評◇ 

Herman Cappelen and Ernie Lepore,  
Insesitive Semantics: A Defense of Semantic  

Minimalism and Speech Act Pluralism,  
Basil Blackwell, 2005 

 
  

 
 

福 田 佑 二       
  

 
 

著
者
の
一
人
、
ア
ー
ニ
ー
・
ル
ポ
ア
は
、
ジ
ェ
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ダ
ー
の
『
意

味
の
全
体
論─

─

ホ
ー
リ
ズ
ム
、
そ
の
お
買
い
物
ガ
イ
ド
』（
柴
田
正
良
訳
、
産

業
図
書
、1997

年
）
の
共
著
者
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ル
ポ
ア
そ
の
人
で
あ
り
、
そ

の
他
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
関
連
の
著
作
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
。 

他
方
、
も
う
一
人
の
著
者
ハ
ー
マ
ン
・
カ
プ
ラ
ン
は
、
本
書
が
初
の
単
行
本

と
な
る
。
一
貫
し
て
言
語
哲
学
関
連
の
論
文
を
発
表
し
続
け
て
お
り
、
そ
の
多

く
が
ル
ポ
ア
と
の
共
著
で
あ
る
。
本
書
に
続
い
て
、
『Language Turned on 

Itself: 
The 

Sem
antics 

and 
Pragm

atics 
of 

M
etalinguistic 

D
iscourse

』

（C
appelen and Lepore 2007

）
を
出
版
し
て
い
る
。
現
在
、
セ
ン
ト
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
ズ
大
学
の
教
授
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
彼
ら
は
本
書
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

「
本
書
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
野
心
的
な
目
標
は
、
文
脈
感
知
性
（context 

sensitivity

）
に
つ
い
て
の
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
反
省
で
思
い
至
る
で
あ
ろ
う

よ
う
な
単
純
で
素
朴
な
観
点
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
観
点

は
、
自
然
言
語
に
は
、
容
易
に
特
定
可
能
な
文
脈
感
知
的
表
現
が
ほ
ん
の
い

く
つ
か
だ
け
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
具
合
と
な
る
。
英
語
に
お
い
て
、

そ
れ
は
、
「I

」
「you

」
「that

」
「now

」
な
ど
の
馴
染
み
深
い
言
葉
で
あ
る
。

本
質
的
に
わ
れ
わ
れ
の
観
点
は
、
こ
の
「
な
ど
」
の
背
後
に
は
、
深
遠
な
謎

や
隠
さ
れ
た
驚
異
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
（p.ix

） 
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文
脈
感
知
性
と
は
、
言
語
表
現
の
意
味
が
そ
の
背
景
的
文
脈
に
よ
っ
て
変
動

す
る
性
質
の
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、「
私
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
使
用
の

文
脈
（
具
体
的
に
は
話
者
が
誰
か
）
に
よ
っ
て
そ
の
指
示
対
象
が
異
な
る
。
し

た
が
っ
て
、「
私
」
は
、
文
脈
感
知
性
を
持
っ
て
い
る
文
脈
感
知
的
な
表
現
で
あ

る
。
カ
プ
ラ
ン
と
ル
ポ
ア
（
以
下
「
著
者
」
と
す
る
）
は
、
こ
の
文
脈
感
知
的

な
表
現
は
最
小
限
し
か
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
現
代
の
潮

流
と
は
相
容
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
認
め
る
以
上
の
表
現
に
文
脈
感
知

性
を
認
め
て
い
る
の
が
現
代
の
潮
流
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を

文
脈
主
義
と
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、「
知
る
」
と
い
う
表
現
は
文
脈
感
知
的

で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
そ
の
典
型
で
あ
る
（
知
識
の
基
準
は
文
脈
ご
と
に
異

な
る
、
と
い
う
主
張
）
。
上
で
引
用
し
た
彼
ら
の
主
張
を
繰
り
返
す
と
、
彼
ら
は
、

い
わ
ゆ
る
指
標
詞
や
指
示
詞
な
ど
の
典
型
的
な
文
脈
感
知
的
表
現
と
、
そ
れ
に

加
わ
る
最
低
限
の
表
現
以
上
に
文
脈
感
知
的
表
現
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る

（
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
表
現
を
、
文
脈
感
知
的
表
現
の
「
基
本
セ
ッ
ト
」
と
呼
ぶ
）
。

彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
基
づ
い
て
、「
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
」
と
い

う
立
場
を
提
案
す
る
。 

 

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
彼
ら
は
、
彼
ら
の
批
判
対
象
と

な
る
文
脈
主
義
の
立
場
を
確
認
す
る
。
彼
ら
は
、
文
脈
主
義
に
、
穏
や
か
な
文

脈
主
義
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
文
脈
主
義
を
見
る
。
後
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
に
文

脈
感
知
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
前
者
は
、
こ
の
後
者
と
意
味
論
的
ミ
ニ
マ

リ
ズ
ム
の
中
道
を
行
く
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
穏
や
か
な
文
脈
主
義

は
維
持
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
認
め
る
以
上
の
表
現
に
文

脈
感
知
性
を
認
め
た
時
点
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
文
脈
主
義
へ
と
滑
り
落
ち
て
い

く
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
で
な
け
れ
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

文
脈
主
義
な
の
で
あ
る
（
以
上
二
～
六
章
）
。
そ
の
上
で
彼
ら
は
、
こ
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
文
脈
主
義
の
問
題
点
を
次
々
に
指
摘
し
て
い
く
（
七
～
九
章
）
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
と
し
て
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
が
提
示
さ
れ
（
十
～
十
二
章
）
、
最
後
に
、
そ
の
含
意
で
あ
る
言
語
行
為
多

元
主
義
が
提
示
さ
れ
る
（
十
三
章
）
。 

 

著
者
に
よ
る
と
、
文
脈
主
義
の
根
本
的
な
誤
り
は
、
発
話
が
持
つ
言
語
行
為

内
容
を
意
味
論
的
な
範
疇
に
組
み
入
れ
る
点
に
あ
る
。 

言
語
行
為
内
容
と
は
、
文
字
通
り
、
と
あ
る
言
語
行
為
が
持
っ
て
い
る
そ
の

内
容
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
」
と
い
う
発
話
行
為
が
、

運
動
会
は
延
期
だ
と
い
う
言
語
行
為
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
わ
れ

わ
れ
は
自
然
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
」
と
発
話
す

る
こ
と
で
、
運
動
会
は
延
期
だ
と
い
う
情
報
が
実
際
に
相
手
に
伝
わ
っ
て
い
る

状
況
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
内
容
が
意
味
論
的
、
と
な
る
の
か
。 

文
脈
主
義
者
は
、
と
あ
る
表
現
が
文
脈
感
知
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
診
断
す

る
際
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
を
根
拠
と
す
る
。
つ
ま
り
、
問
題
の
表
現
を
含
む
文

を
様
々
な
文
脈
に
埋
め
込
ん
で
、
そ
の
真
理
条
件
が
変
動
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
文
脈
感
知
的
表
現
と
診
断
す
る
。
た
と
え
ば
、「
知

る
」
が
文
脈
感
知
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
診
断
す
る
際
、
彼
ら
は
、「
私
は
私
に

手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
話
を
、
懐
疑
論
的
文
脈
（
哲
学
的

な
懐
疑
論
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
文
脈
）
と
日
常
的
文
脈
に
埋
め
込
ん
で
、
そ
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れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
を
反
省
す
る
。
す
る
と
、
懐
疑
論
的

文
脈
で
は
、
こ
の
発
話
は
偽
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
し
、
日
常
的
文
脈
で

は
真
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
直
観
を
素
直
に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
そ
の
真
理
条
件
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

彼
ら
は
こ
の
直
観
を
実
際
に
素
直
に
受
け
止
め
て
、「
知
る
」
を
文
脈
感
知
的
と

診
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
頼
っ
た
文
脈
感
知
性
に
関
す
る
論
証
を
、

著
者
は
文
脈
変
動
論
証
と
呼
ぶ
。
（p.17

） 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
直
観
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な

事
態
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
と
あ
る
発
話
の
真
理
条
件
を
司
る

も
の
は
、
文
脈
ご
と
に
変
動
す
る
そ
の
内
容
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
言
語
行
為

内
容
と
呼
ん
で
い
る
内
容
で
あ
る
。
言
語
行
為
内
容
が
真
理
条
件
を
司
る
と
い

う
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
言
語
行
為
内
容
が
意
味
論
的
範
疇

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
脈
変
動
論
証
に
よ
っ
て
文
脈
感
知
性

を
診
断
す
る
文
脈
主
義
者
（
著
者
曰
く
、
文
脈
主
義
者
は
全
員
こ
の
方
法
に
頼

っ
て
い
る
）
が
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
脈
主
義

者
曰
く
、
意
味
論
は
、
言
語
行
為
内
容
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
直
観
も
説
明

で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（p.53

） 

 

し
か
し
、
著
者
の
意
図
す
る
意
味
論
的
内
容
と
言
語
行
為
内
容
の
区
別
は
い

か
に
し
て
可
能
な
の
か
。 

文
脈
主
義
者
が
こ
の
よ
う
な
区
別
に
失
敗
す
る
の
は
、
彼
ら
が
、
言
語
行
為

内
容
の
変
動
性
を
文
脈
感
知
性
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
著
者

が
訴
え
る
本
来
の
文
脈
感
知
性
は
、「
私
」
や
「
い
ま
」
の
よ
う
な
、
基
本
セ
ッ

ト
の
含
ま
れ
る
表
現
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
（
す
な
わ
ち
、
意
味
論
的
内
容
の

文
脈
感
知
性
）
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
行
為
内
容
の
文
脈
ご
と
の
変
動
と
、
基
本

セ
ッ
ト
に
お
け
る
意
味
論
的
内
容
の
文
脈
ご
と
の
変
動
を
直
観
的
に
区
別
で
き

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
問
題
の
区
別
も
可
能

と
な
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
こ
の
直
観
を
刺
激
す
る
三
つ
の
方
法
を
提
示
し
て

い
る
（
七
章
）
。
た
だ
し
、
私
の
直
観
は
そ
の
す
べ
て
に
納
得
し
な
い
。
そ
の
辺

り
も
踏
ま
え
て
、
そ
の
一
つ
を
紹
介
し
て
お
く
。 

彼
ら
は
そ
れ
を
、
文
脈
埋
め
込
み
脱
引
用
間
接
報
告
テ
ス
ト
と
呼
ぶ
。
た
と

え
ば
あ
る
日
、
太
郎
が
「
次
郎
は
明
日
京
都
に
行
く
」
と
発
話
し
た
と
す
る
。

こ
の
発
話
を
、
花
子
が
別
の
日
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
た
。「
次
郎
は
明
日
京
都

に
行
く
、
と
太
郎
が
言
っ
た
」
。
こ
の
報
告
が
間
接
報
告
で
あ
る
限
り
、
こ
の
報

告
に
は
間
違
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
太
郎
の
言
う
「
明
日
」
と
、

花
子
の
言
う
「
明
日
」
は
別
の
日
付
を
指
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
文
脈
埋
め
込
み
脱
引
用
間
接
報
告
に
失
敗
す
る
文
は
、
文
脈
感
知
的
表

現
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
「
明
日
」
が
そ
う
で
あ
る
。
「
明
日
」
は
、

文
脈
が
違
え
ば
意
味
が
違
う
か
ら
、
文
脈
を
ま
た
い
だ
報
告
に
は
そ
の
ま
ま
使

え
な
い
の
で
あ
る
。 

で
は
、
文
脈
主
義
者
が
文
脈
感
知
的
と
す
る
「
知
る
」
は
ど
う
か
。「
太
郎
は
、

太
郎
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
次
郎
の
発
話
が
、
別
の
文
脈

で
、「
太
郎
は
太
郎
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
次
郎
が
言
っ
た
」
と

報
告
さ
れ
た
と
す
る
。
著
者
は
、
こ
れ
を
自
然
な
報
告
と
受
け
止
め
る
（p.91

お
よ
びpp.94-96

）
。
私
に
は
こ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
自
然
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ

が
、
と
り
あ
え
ず
彼
ら
の
主
張
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 
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文
脈
主
義
者
に
よ
る
と
、「
知
る
」
は
、
文
脈
が
異
な
れ
ば
意
味
が
異
な
る
の

だ
か
ら
、
文
脈
を
隔
て
た
こ
の
報
告
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
意
味
が
そ
の

ま
ま
報
告
さ
れ
る
保
証
は
な
い
。
む
し
ろ
、
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
文
脈
に
順

応
す
る
形
で
そ
の
意
味
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ら
ば
、「
明
日
」
に
対

し
て
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
た
不
自
然
さ
と
同
じ
不
自
然
さ
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に

感
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
著
者
曰
く
、
こ
の
報
告
は
自
然
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
文
脈
感
知
性
は
感
知
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、「
知
る
」
が

文
脈
感
知
的
で
な
い
証
拠
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
変
動
の
な
い
意
味
論
的
内
容

を
感
知
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
脈
埋
め
込
み
脱
引
用
報
告

テ
ス
ト
で
わ
れ
わ
れ
が
感
知
し
て
い
る
の
が
、
意
味
論
的
内
容
で
あ
る
。 

し
か
し
、
先
の
「
太
郎
は
太
郎
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
次
郎

が
言
っ
た
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
な
ん
ら
の
懸
念
も
な
く
受
け
入
れ
る
報
告
だ
ろ

う
か
。
私
と
し
て
は
、
こ
れ
は
間
接
報
告
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
文
脈
で
述
べ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
こ

の
報
告
を
鵜
呑
み
に
し
た
く
な
い

１ 

。
要
す
る
に
、
文
脈
埋
め
込
み
脱
引
用
報

告
テ
ス
ト
は
、
彼
ら
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
は
っ
き
り
と
意
味
論
的
内
容
を
浮
き

彫
り
に
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
残
り
二
つ
の
テ
ス
ト

に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
を
私
は
感
じ
る
。 

 

こ
の
テ
ス
ト
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
意
味
論
的
内
容
と
言
語
行
為

内
容
が
区
別
さ
れ
な
い
場
合
、
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、

意
味
論
的
な
相
対
主
義
に
陥
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

究
極
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
思
疎
通
そ
の
も
の
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。
文

脈
主
義
者
は
、
発
話
の
そ
の
内
容
を
言
語
行
為
内
容
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
立

場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
発
話
の
理
解
に
余
り
に
も
文
脈
的
な
要
素
を
要
求
し
過

ぎ
る
。
そ
の
場
合
、
文
脈
を
ま
た
が
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
た
と
え
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
チ
ャ
ッ
ト
）
の
成
立
が
余
り
に
も
シ
ビ
ア
な
も
の

と
な
る
（
八
章
）
。
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に
は
、
言
語
行
為
内
容
と

は
区
別
さ
れ
た
意
味
論
的
内
容
と
い
う
も
の
が
正
し
く
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。 

 

そ
れ
で
は
、
意
味
論
的
内
容
と
は
結
局
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
彼
ら
の
言

葉
を
引
用
し
よ
う
。 

 

「
文
Ｓ
の
意
味
論
的
内
容
は
、
Ｓ
の
す
べ
て
の
発
話
が
共
有
し
て
い
る
内
容

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
発
話
の
文
脈
が
い
か
に
異
な
ろ
う
と
も
、
Ｓ
の
す

べ
て
の
発
話
が
表
現
す
る
内
容
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
Ｓ
の
発
話
が
位
置

し
て
い
る
文
脈
の
関
連
的
特
徴
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
人
に
よ
っ
て
も
把

握
さ
れ
、
報
告
さ
れ
う
る
内
容
で
あ
る
」
（p.143

） 

 

要
す
る
に
、
「
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
」
と
い
う
発
話
の
意
味
論
的
内
容
は
、

九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
、
な
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
た
と
え
こ
の
発
話
が
、

運
動
会
は
延
期
だ
、
と
い
う
内
容
を
伝
達
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
を
否
定

し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
発
話
が
別
の
文
脈
で
「
Ａ
は
、

九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
と
言
っ
た
」
と
い
う
具
合
に
報
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
聞
き
手
は
、
九
月
二
三
日
は
雨
だ
と
い
う
内
容
を
把
握
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
脈
を
共
有
し
て
い
な
い
そ
の
聞
き
手
は
、
報
告
さ
れ
た
そ
の

発
話
が
、
運
動
会
は
延
期
だ
と
い
う
言
語
行
為
内
容
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
知

り
え
な
い
。
だ
が
、
こ
の
言
語
行
為
内
容
を
知
り
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
九

月
二
十
三
日
は
雨
だ
、
と
い
う
発
話
の
内
容
を
把
握
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。 

こ
れ
は
余
り
に
も
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
主
張
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
主
張
を
認
め
損
な
う
の
が
文
脈
主
義
な
の
で

あ
る
。 

以
上
の
点
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
間
接
報
告
に
関
す
る
部
分
で
、
私
に
は
承

服
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
彼
ら
の
主
張
す
る
言
語
行
為

多
元
主
義
に
触
れ
て
お
く
。 

以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
意
味
論
的
内
容
が
定
位
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
意
味
論
的
内
容
と
言
語
行
為
内
容
の
関
係
が
絶
た
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
と
い
う
意
味
論
的
内
容
が
、
な
ぜ

同
時
に
、
運
動
会
は
延
期
だ
と
い
う
言
語
行
為
内
容
を
表
現
す
る
の
か
が
説
明

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
の
が
、
言
語
行
為
多
元
主
義
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
立
場
は
何
ら
か
の
理
論
を
標
榜
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
言
語
使
用
に
関
す
る
観
察
の
集
合
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
観
察

の
一
つ
が
、
言
語
行
為
内
容
の
決
定
に
体
系
的
な
理
論
は
存
在
し
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
理
的
に
は
、
一
つ
の
発
話
が
無
限
の
言
語

行
為
内
容
を
表
現
し
え
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
意
味
論
的
に
表
現
さ
れ
た
命
題

の
論
理
的
含
意
で
な
く
と
も
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皮
肉
や
詩
的
表
現
に
代
表

さ
れ
る
、
論
理
を
逸
脱
し
た
よ
う
な
修
辞
的
表
現
が
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
通
用
し
う
る
、
と
い
う
事
実
の
観
察
を
彼
ら
は
報
告
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
（
十
三
章
） 

 

さ
て
、
間
接
報
告
を
用
い
た
論
証
に
関
し
て
再
び
物
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
、「
Ａ
は
、
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
と
言
っ
た
」
と
い
う
報
告
を
受
け
た

と
き
、
私
は
何
の
疑
問
も
な
く
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ

の
場
合
、
私
は
そ
れ
を
直
接
報
告
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
私
が
感
じ
て
い
る
自
然
さ
な
ど
さ
し
て
あ
て
に
な
ら

な
い
。 

そ
こ
で
、
こ
の
報
告
が
間
接
報
告
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
感
知
さ
れ
る
と
し

よ
う
（
こ
の
時
点
で
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
人
工
的
な
不
自
然
さ

が
介
入
し
て
い
る
と
思
う
が
）
。
そ
の
場
合
、
私
は
、「
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
」

と
い
う
発
話
に
関
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
脈
と
は
独
立
に
何
か
を
理
解
す
る
こ

と
を
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ど
の
文
脈
か
ら
も
独
立
に
、
で
は
な
く
、
何

か
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
典
型
的
文
脈
に
基
づ
い
て
、
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
意
味
論
的
内
容
で
は
な
く
、
典
型
的
な
言
語
行
為
内
容
と
し
て
そ
の

発
話
を
理
解
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

２ 

。
著
者
は
、
意
味
論
的
内
容
は
、

と
あ
る
文
の
発
話
の
す
べ
て
の
文
脈
に
偏
在
す
る
内
容
だ
と
言
う
が
、
そ
れ
は

実
質
、
実
際
の
文
脈
と
は
無
関
係
な
形
而
上
学
的
内
容
を
要
請
し
て
い
る
の
と

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
抗
し
て
、
彼
ら
は
、
形
而
上
学
的
問
題
が

意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
る
（
十
一
章
）
。

つ
ま
り
、「
九
月
二
十
三
日
は
雨
だ
」
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
発
話
が
共
有
す
る
抽
象

的
概
念
や
性
質
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
か
否
か
、
と
い
う
形
而
上
学
的
問

題
は
、
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
特
有
の
問
題
で
は
な
く
、
文
脈
主
義
に
関
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し
て
も
同
様
に
問
え
る
と
論
じ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
根
拠
で
意

味
論
的
内
容
の
あ
り
方
が
お
ぼ
つ
か
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ
の
形
而
上
学
的

問
題
を
直
接
に
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
意
味
論

的
内
容
を
確
実
に
提
示
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
た
ち
ま
ち
地
に

足
の
着
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

そ
う
い
う
点
で
、
私
に
と
っ
て
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
一
つ
の
試
論
の

よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
意
味
論
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
、
文
脈
主
義
が
抱
え
る

多
く
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、

飽
く
ま
で
意
味
論
的
内
容
な
る
も
の
が
厳
然
と
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ

る
。
ゆ
え
に
私
は
、
著
者
は
意
味
論
に
新
し
い
展
望
を
与
え
た
が
、
そ
の
課
題

を
後
に
残
し
た
、
と
評
価
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
意
図
し
た
目
的
は
果

た
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
と
は
い
え
、
彼
ら
は
穏
や
か
な
文
脈
主
義
の
維
持

不
可
能
性
を
暴
き
出
し
た
。
こ
れ
は
、
意
味
論
の
全
体
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
て
こ
な
か
っ
た
文
脈
主
義
者
た
ち
（
典
型
的
に
は
認
識

的
文
脈
主
義
者
）
に
、
そ
の
意
味
論
的
含
意
の
自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
る

（pp.7-8

）
。
ま
た
、
私
の
指
摘
す
る
問
題
点
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
（
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
）
文
脈
主
義
批
判
が
無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
（
こ
こ
で
は
紹
介
し
き

れ
な
か
っ
た
が
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
が
、
文
脈
主
義
に
関
心
の
あ
る
す
べ
て

の
人
に
と
っ
て
有
意
義
な
著
作
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。 
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１
著
者
は
こ
の
よ
う
な
反
論
に
再
反
論
し
て
い
る
が
（p.99

）、
こ
の
や
り
取
り
に
は
行
き

違
い
が
あ
る
と
思
う
。 

２
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
（pp.124-125

参
照
）
こ
そ
が
文
脈
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
不
可
能
に
す
る
と
論
じ
る
（
八
章
）
の
だ
が
、
私
に
は
余
り
説
得

的
と
は
思
え
な
い
。 
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