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有
意
性
理
論
に
お
け
る

「記
述
」
と

「解
釈
」

ー

言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
の
非
言
語
的
側
面

1

能

川

元

一

〈
要
旨
〉

、

ス
ペ

ル
ベ

ル
と
ウ

ィ
ル
ソ
ソ
は
、
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
お
け
る
聞
き
手

の
発
言
解
釈
を
、

一
種

の
推
論
処
理
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
た
。
有
意

性

(関
連

性
)

理

論
と
呼
ば
れ
る
彼
ら

の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
聞
き
手
は
ま
ず

話
者
の
発

言
を
概
念
的

な

心
的
表
現

へ
と
変
換
し
、
次

い
で
こ
の
概
念

的
表
現

に
推
論

処
理
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
有
意
性
理
論
は
、
非
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
も
カ
ヴ

ァ
ー

す
る
よ
う
な
、

一
般
理
論
と
し
て
構

想
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
非
言
語
的
記
号

が
概
念

的
表
現

へ
と
変
換
さ
れ
る
メ
カ

ニ
ズ

ム
に

つ
い
て
、
彼

ら
が
十
分
な
考
察
を
加

え
て
い

る
と
は
言

い
難

い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
非
言
語
的
記
号
の
解
釈

と
い
う

問
題
は

、
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ
ョ
ン
の
事

例
に
お

い
て
す
ら
生
じ
う

る
も

の
で
あ

る
。
有
意
性
理
論
は
言
語

の

「
記

述
」

的
使
用
と
区
別
し
て
、
言
語
の

「
解
釈
」
的
使

用
と
い
う
概
念
を
導
入
し

、
そ
れ

に
よ

っ
て
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
現
象

に
メ

ス
を
入
れ
よ
う

と
し
た
。
だ
が
解
釈
的
表
現
は

、
発
言
と
何
か
別
の
表
現

(思
考
や
他

の
発
言
を
含
む
)

と
の
間
の
、
命
題
形
式

の
類
似

に
基
づ

い
た
表
現

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
言
語

の
記

述
的
な
使
用
と

は
異
な
り

、
言
語
的

コ
ー
ド
解
読
と
は
別

の
メ

カ
ニ
ズ

ム
で
概
念
的
裹

現

へ
と
変
換
さ
れ

、
解
釈
さ
れ

る
は
ず

で
あ
る
。
有
意
性
理
論
を

ス
ペ

ル
ベ
ル
ら

の
自

負

に
み
あ

っ
た

理
論

へ
と
し
あ
げ

て
ゆ
く
た
め

に
は
、
非
言
語
的
な
記
号

の
は
た
ら
き

と
そ

の
解
釈
プ

ロ
セ

ス
と

の
解
明

に
、
有
意
性
と

い
う
概
念
を
基
礎
と
し
て
積
極
的
に

と
り
く
む
必
要
が
あ
ろ
う
。

キ

ー
ワ

ー
ド

有

意

性

、

関

連

性

、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ソ
、

解

釈

、

記

号
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1

非

言
語
的

コ
ミ

ュ
一
一ケ
ー
シ

ョ
ン
の
問
題
性

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
イ
ギ
リ
ス
の
言
語
学
者
ウ
ィ
ル

ソ
ソ
は
、

一
九
七
〇
年
代
の
後
半

か
ら
共
同
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究

　　
　

を
進
め
、
そ
の
成
果
を
有
意
性

(関
連
性
)
理
論

『色
o
〈
き
8

§
①
o
q

と
し

て
ま
と
め
て
い
る
。
彼
ら
は
グ
ラ
イ
ス
の
意
味
理
論
の
基
本
的
発
想
を
発
展
的

に
継
承
し
、
発
言
解
釈
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
よ
り
明
示
的
で
、
心
理
学
的
に

現
実
性
の
あ
る
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
グ
ラ
イ
ス
か

ら
受
け
継
い
だ
の
は
、
発
言
解
釈

が
単
な
る
コ
ー
ド
解
読
処
理
で
は
な
く
、

一

種
の
推
論
処
理
で
あ
る
、
と
い
う

洞
察
で
あ

っ
た
。
こ
の
洞
察
は
有
意
性
理
論

に
、単
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
現
象

へ
の
整
合
的
な
説
明
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、

認
知
と
い
う
よ
り

一
般
的
な
営
み
の
あ
る
側
面
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ

を
捉
え
る
、
と
い
う
可
能
性
を
与

え
た
と
言
え
る
。
有
意
性
理
論
は
、
認
知
科

学
で
言
う
と
こ
ろ
の
中
央
思
考
処
理

o窪
霽
巴

§
〇二
σq巨

蹼
o
o①ω
ω
を
解
明
し

(2
)

て
ゆ
く
う
え
で
い
く
ら
か
の
示
唆

を
も

つ
、
と
い
う
彼
ら
の
自
負
も
、
こ
う
し

た
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
我

々
の
最
終
的
な
目
標
は
、
ま
さ
に

〔3
V

認
知
の
理
論
と
し
て
有
意
性
理
論

が
ど
の
よ
う
な
有
効
性
を
も

つ
か
、
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ

ィ
ル
ソ
ン
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
象
に
的
を
絞
り

つ
つ
、
有
意
性
理
論
の
射
程
と
限
界
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

さ

て

、
有

意

性

理
論

は
人

間

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

(直

示

・
推

論

的

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ

o
ω8
磊
貯
Φ亠
a
Φお
巳

舘

8
日
日
q
巳
o餌ま

ロ
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
)
に
つ
い
て
の

一
般
理
論
と
し
て
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
こ

れ
ま
で
彼
ら
が
実
際
に
分
析
の
対
象
と
し
て
き
た
の
は
、
日
常
的
対
話
に
お
い

て
行
わ
れ
る
よ
う
な
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
文
学
的
テ
ク
ス
ト
か
ら
例
を
ひ
い
て
も
い
る
が

(図
ハ門こ
O
.bo宀
昌)、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
断
片
の
解
釈
を
問
題
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。ま
た
、

た
し
か
に
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
は
み
ぶ
り
に
よ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例
に

言
及
し
て
は
い
る
が
、
解
釈
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
分
析
し
て
ゆ
く
段
に
な
る

と

(O
炉

図
日
も
冨
冒
・G。
誌
)、
そ
の
対
象
は
言
語
的
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
限

ら
れ
て
い
る
。
有
意
性
理
論
が
認
知
に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
も
つ
可
能
性
を

論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
制
限
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
が
、
無
視
で
き
な
い
問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
、
彼
ら
が
も

っ
ぱ
ら
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
、
非
言
語
的
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
取
扱
い
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
、
こ

れ
が
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
理
論
構
成
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

　る
　

も

つ
の
か
を
、
考
察
し
て
み
よ
う
。

有
意
性
理
論
に
よ
れ
ば
、
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
発
言
が
、
そ

の
意
味
論
的
な
特
性
の
ゆ
え
に
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合

(幻
目
.も
≒

。。
)、

を
指
す
。
こ
こ
で
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、

発
言
の
意
味
論
的
な
特
性
が
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

関
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
か
な
り
緩
や
か
な
定
義
で
あ

る
。
も

っ
と
も
有
意
性
理
論
に
と

っ
て
、
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
非

言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
区
別
は
、
さ
ほ
ど
意
味
を
も
た
な
い
の
だ
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と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
が
非
言
語
的
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
本
格
的
な
と
り
く
み
を
避
け
た
の
は
、
単
に
研
究
領
域
を
量

的
に
限
定
す
る
た
め
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
こ
の
点
に
関
し
て
、
な
ん

の
弁
明
も
行

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
う
し
た
推
測
も
可
能
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
語
用
論
が
扱

っ
て
き
た
諸
現
象
を
有

意
性
理
論
の
枠
組
み
に
よ

っ
て
分
析
し
直
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
利
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が

、
彼
ら
の
当
面
の
目
的
だ

っ
た
の
だ
、
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
、
分
析
対
象
を
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
絞
る
こ
と
に
は
、

さ
ら
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
我

々
に
は
思
わ
れ
る
。
有
意
性
理
論

は
、
発
言
な
い
し
直
示
刺
戟

o
ω8
口
匹
く
o
ω自
日
巳
¢
ω
を
解
釈
す
る
プ

ロ
セ
ス
の

中
核
が
、
推
論
処
理
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
聞
き
手
が
処
理
す

る
情
報
の
心
的
表
現
は
、
推
論
処
理
し
う
る
形
式
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の
表
現
を

借
り
れ
ば

「
概
念
的
」
な
形
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
語
的
な
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
の
場
合
に
は
、

コ
ー
ド
解
読
処
理
に
よ

っ
て

「論
理
形
式
」
が
発

言
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の
い
う
論
理
形
式
と
は
、
「
概
念
的

表
現
の
論
理
的
特
性
」
(胃
ハ門
.℃
冒
眇刈
N
)
を
指
し
、
概
念
的
表
現
が
も

つ
多
く
の

特
性
か
ら
非
論
理
的
特
性
を
捨
象

し
た
も
の
で
あ
る
。
言
語
的
刺
戟
が

コ
ー
ド

解
読
処
理
に
よ

っ
て
概
念
的
表
現

へ
と
変
換
さ
れ
る
、
と
い
う
発
想
は
決
し
て

突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
非
言
語
的
な
直
示
刺
戟
、
言
い
換
え
れ
ば
非
言

語
的
な
記
号
が

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
同
様
の
コ
ー
ド
解
読
処
理
を
安
易
に
想
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と

す
れ
ば
、
先
に
指
摘
し
た
分
析
対
象

の
限
定
は
単
に
量
的
な
も
の
で
は
な
く
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
と
し
て
の
有
意
性
理
論
の
内
実
に
関
わ
る
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

2

記
号
作
用
の
多
様
性

有
意
性
理
論
に
お
け
る

「
語
用
論
」
と
い
う
語
の
用
い
方
は
、
や
や
曖
昧
で

あ
る
。
の
り
超
え
ら
れ
る
べ
き
従
来
の
発
言
解
釈
理
論
に
こ
の
名
が
与
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
が
、
同
時
に
彼
ら
自
身
の
研
究
を
語
用
論
と
し
て
特
徴
づ
け
て

も
い
る

(国
目
;
唱
.目O
℃
"
や
」
.刈QQiゆ
)。
ま
た
、
彼
ら
の
共
同
研
究
の
最
初
期
に
属

す
る
論
文

(ω需
号
興

凶巳

ヨ

ぎ
P

一㊤
。。昌
)
で
は
、
語
用
論
の
研
究
領
域
を
考

え
直
す
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
語
用
論
と
い
う
用
語
ま
で
も
廃

棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
有
意
性
理
論
は
、

意
味
論
と
語
用
論
と
の
分
業
を
前
提
し
て
い
る
と
言
え
そ
う

で
あ
る

(O
hこ

幻
↓
こ
召
b
山
O)。
つ
ま
り
有
意
性
理
論
は
、
、必
ず
し
も
発
言
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス

全
体
を
カ
ヴ

ァ
ー
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
言
語
的
コ
ー
ド
解
読
を
除

い
た
部
分
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実

際
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
コ
ー
ド
解
読
処
理
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る

ハ　
　

こ
と
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば

コ
ー
ド
解
読
が

"す
で
に
終
わ

っ
た
"

時
点
か
ら
、
有
意
性
理
論
の
議
論
は
始
ま

っ
て
い
る
。

意
味
論
と
語
用
論
と
の
分
業
、
と
い
う
発
想
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論
の

余
地
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

一
度
に
す
べ
て
を
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
望
め
な
い
以

上
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
自
ら
の
研
究
を
語
用
論
の
範
囲
に
限
定
し

た
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
選
択
で
あ

っ
た
、
と
評
価
す
べ
き
な
の

有意性理論における 「記述」と 「解釈」55



だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
有
意
性
理
論
が
非
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例

を
も
そ
の
射
程
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
有
意
性
理
論
を
語
用
論
の

一
種

と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
は
、
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で

言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
対
す
る
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の
定
義
に
呼
応
し

て
、
非
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
こ
う
。
す

な
わ
ち
、
非
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ヶ
i
シ
ョ
ン
と
は
、
非
言
語
的
な
記
号
の
み
が

用
い
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
言
語
的
な
発
言
が
そ
の
意
味
論
的
特
性
と
は
無
関

　　
　

係
に
選
ば
れ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
非
言
語
的
な
記
号
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
概
念
的
な
表
現
な
い
し
論
理

形
式

へ
と
変
換
す
る
よ
う
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ

て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
非
言
語
的
記
号
の
意
味
論
を
有
意
性

理
論
の
う
ち
に
は

っ
き
り
位
置
づ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
、
非
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
が
解
釈
さ
れ
る
プ

ロ
セ
ス
の
重
要
な
部
分
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ

ッ

ク
ス
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ス
ペ
ル
ベ

ル
ら
は
非
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
事
例
と
し
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
を
早

め
に
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
車
を
運
転
す
る
動
作
を

ま
ね
る
、
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て

い
る

(菊
↓
こ
O
.H
㎝艀)。
こ
の
場
合
有
意
性
理

論
に
よ
れ
ば
、
受
け
手
は
送
り
手

の
み
ぶ
り
を

"
送
り
手
は
車
を
運
転
す
る
動

作
を
ま
ね
て
い
る
"
、
と
い
っ
た
か
た
ち
で
概
念
的
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
が
、
み
ぶ
り
を
あ
る
特
定
の
論
理
形
式
へ
と
変
換
す
る
プ

ロ
セ
ス
も

立
派
に
解
釈
の

一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
有
意
性
理
論
の
枠
組
み
の
な

か
で
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

「感
覚
的
刺
戟
に
対
し
て
、
そ
の
刺
戟
を
概
念
的
に
同

一
指
定
し
た
も
の
を
付

与
す
る
」
(図
ハ弓こ
℃
'QQH)、
す
な
わ
ち
感
覚
的
刺
戟
を
概
念
的
表
現

へ
と
変
換
す

る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

け
る
非
言
語
的
な
記
号
が
解
釈
さ
れ
る
プ

ロ
セ
ス
の
説
明
と
し
て
は
、
十
分
で

な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
や
や
廻
り
道
に
な
る
が
、
グ

ッ
ド

マ
ン

乞
・
O
o
oユ
日
餌
ロ
の
記
号
理
論
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

グ

ッ
ド
マ
ソ
の
記
号
理
論
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ
れ
が
記
号
を
媒
体
に
よ

っ
て
分
類
す
る

(言
語
、
画
像
、
み
ぶ
り
…
)
だ
け
で
な
く
、
記
号
を
構
成
す

る
指
示
の
は
た
ら
き
方
に
よ
る
分
類
を
も
提
案
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
指
示
に

は
大
別
す
る
と
外
延
指
示

血
oロ
o
冨
什一8
、
お
よ
び
例
示

o×
mヨ
娼
一庄
09
δ
p
渉

あ
る
。
ま
た
い
ず
れ
の
指
示
に
も
字
義
的
な
も
の
と
隠
喩
的
な
も
の
と
が
あ
り
、

隠
喩
的
な
例
示
は
特
に
表
出

o×
嘆
①
ωωδ
ロ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
記
号

は
、
複
数
の
指
示
の
輪
を
介
し
て
は
た
ら
く
場
合

(ほ
の
め
か
し

曽
=
ロ
ω一〇
ロ

と
呼
ば
れ
る
)
も
あ
る
の
で
、
ひ
と
く
く
り
に
記
号
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
う
ち

に
は
、
多
様
な
指
示
の
は
た
ら
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
記
号
の

媒
体
に
よ
る
分
類
と
、
指
示
の
あ
り
方
に
よ
る
分
類
と
は
、
異
な

っ
た
原
理
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
、
両
者
は
重
な
り
あ
わ
な
い
。
例
え
ば
、
外
延
指
示
の
う

ち
に
は
言
語
的
記
述
、
画
像
に
よ
る
描
写
、
音
楽
の
記
譜
法
に
よ
る
指
示
な
ど

が
含
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
言
語
的
な
記
号
も
常
に
外
延
指
示
に
よ

っ
て
は
た
ら

　ア
　

く
わ
け
で
は
な
く
、
例
示
な
ど
に
よ

っ
て
は
た
ら
く
場
合
も
あ
る
。

例
示
と
い
う
概
念
は
グ

ッ
ド

マ
ン
に
独
自
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
紹

介
し
て
お
こ
う
。
例
示
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
見
本
、
サ
ン
プ
ル
の
記
号
.

作
用
で
あ
る
。
あ
る
対
象
が
あ
る
特
性
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
対
象
が
そ
の
特
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ど
　

性
を
指
示
す
る
場
合
に
、
そ
の
対
象
は
そ
の
特
性
を
例
示
す
る
。
例
え
ば
、
あ

る
布
切
れ
が

「赤
い
」
「手
触
り
が
よ
い
」
と
い

っ
た
特
性
を
も

っ
て
い
る
と

し
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
布
切
れ
が

こ
れ
ら
の
特
性
を
指
示
し
て
い
る
な
ら
、
そ

の
布
切
れ
は

「赤
い
」
と

「手
触
り
が
よ
い
」
と
い
う
特
性
に
関
し
て
見
本
と

し
て
は
た
ら
き
、
こ
れ
ら
の
特
性
を
例
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
私

が
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
を
対
話
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
な
し

わ
が
れ
声
で
話
し
か
け
た
と
し
よ
う
。
私
の
し
わ
が
れ
声
、
な
い
し
し
わ
が
れ

声
で
語
ら
れ
た
発
言
は
、
私
が
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
と
い
う
事
態
を
記
述
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
自
分
が
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
の
直

接
的
な
証
拠
を
提
出
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル

ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
伝
え
よ
う
と
す
る
情
報
の

直
接
的
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、
「
い
か
な
る
事
態
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
定
の
直
接
的
な
証
拠
を
、

必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
想
定
を

(…
)

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
ト
せ
ず
に
、
提
出
す
る
」

(菊
↓
こ
b
●b。ω
)
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
な
ん
ら
か
の
事
態
、
出
来
事
、
事
物
な
ど

は
、
そ
れ
自
体
で
な
に
ご
と
か
の
証
拠
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
証
拠
と
な
る

事
態
、
出
来
事
、
事
物
は
証
拠
と
し

て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
先

ほ
ど
の
私
の
発
言
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
的
、
非
言
語
的
特
性
を
も

っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
こ
の
発
言
が
私
の
体
調

に
つ
い
て
の
証
拠
と
な
る
た
め
に
は
、
数
多

く
の
特
性
の
う
ち
し
か
る
べ
き
も

の
に
焦
点
が
あ
わ
せ
ら
れ
、
私
の
発
言
が
そ

す
　

う
し
た
特
性
を
例
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
し
わ
が
れ
声
で

語
ら
れ
た
私
の
発
言
が
、
そ
の
命
題
形
式
に
よ

っ
て
は
ま

っ
た
く
有
意
性
を
達

成
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
例
示
作
用

に
よ

っ
て
私
が
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
を

も

カ

伝
達
す
る

(
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ソ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
言
語

へ的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な

い
に
せ
よ
)
、
と
い
う
ケ
ー
ス
は
容
易
に
想

像
で
き
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
強
調
し
て
お
く
な
ら
、
み
ぶ
り
を
は
じ
め
と
す
る
非
言
語
的
な
記

号

1

そ
の
記
号
作
用
が
外
延
指
示
で
あ
れ
、
例
示
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
外
の
も
の
で
あ
れ

ー

が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場

合
、
そ
う
し
た
記
号
は
受
け
手
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
示
や

描
写

(画
像
に
よ
る
外
延
指
示
)
と
い
っ
た
記
号
作
用
は
、
決
し
て
記
号
の
も

つ
あ
る
性
質
に
宿

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
常
識
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
画

像
は
そ
れ
が
指
示
す
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
本
は
そ
れ

が
例
示
す
る
も
の
の
特
性
を
わ
け
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
と
な

る
。
だ
が
見
本
に
せ
よ
画
像
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
そ
の
客
観
的
特
性
の

み
に
よ

っ
て
記
号
作
用
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
記
号
と
し
て
は
た

ら
く
に
は
人
間
の
解
釈
と
い
う
営
み
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば

「
例
示
」

の
場

合
、
あ
る
記
号
は
そ
れ
渉
も
つ
無
数
の
特
性
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
通
じ
て
記

号
作
用
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
が
ど
れ
で
あ
る
か
は
、
必
ず
し
も
事

前
に
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
「記
号
S
は
特
性
P

を
例
示
し
て
い
る
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
例
示
と
い

う
記
号
作
用
の
肝
心
な
部
分
は
、
す
で
に
過
ぎ
去

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
同
様

の
こ
と
は
、
言
語
に
よ
る
記
述
以
外
の
多
く
の
記
号
作
用
に
つ
い
て
も
あ
て
は

ま
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
意
性
理
論
に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
情
報
は

概
念
的
表
現
と
い
う
か
た
ち
で
心
的
処
理
を
う
け
る
。
非
言
語
的
な
記
号
の
伝
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え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
有
意
性
理
論
が
非
言
語
的
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
扱
お
う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
記

号
の
は
た
ら
き
を
言
葉
に
よ

っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
避

け
が
た
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
「話
者
の
み
ぶ
り
は
○
○
を
外
延
指

示
し
て
い
る
」
「話
者
の
発
言
は
△
△
の
見
本
で
あ
る
」
と
い
っ
た
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
ま
で
が
、
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う

の
も
、
あ
る
み
ぶ
り
が
○
○
を
外
延
指
示
し
、
あ
る
発
言
が
△
△
を
例
示
す
る

と
い
う
知
識
は
、
必
ず
し
も

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
先
だ

っ
て
与
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く

ー

き
わ
め

て
慣
習
的
な
み
ぶ
り
や
見
本
は
別
と
し
て

ー

、
ま
さ
に
受
け
手
が
対
話
者

の
直
示
行
動
を
解
釈
す
る
過
程
で
明
ら
か
に

な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、有
意
性
理
論
が
単

な
る
語
用
論
の
域
を
越
え
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
多
様
な
形
態
全
般
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
理
論
と
な
る
た
め
に
は
、
人
間

が
非
言
語
的
な
記
号
を
解
釈
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
も
、
そ
の
モ
デ
ル
の
う
ち

に
組
み
込
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
グ

ッ
ド
マ
ソ
の
功
績
は
、
と
も
す
れ
ば

　む

客
観
主
義
的
な
扱
い
を
う
け
や
す

い
諸
々
の
記
号
作
用
に
つ
い
て
、
解
釈
と
い

う
人
間
の
営
み
の
重
要
性
を
指
摘

し
た
点
に
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
だ
が
グ

ッ

ド
マ
ン
は
、
そ
う
し
た
記
号
の
解

釈
過
程
に
つ
い
て
体
系
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
を

　ほ
　

呈
示
し
て
は
お
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は

記
号
の
使
用
と
そ
の
解
釈
と
を
導

く
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
数
え
上
げ
て
い
る

　ヨ

が
、
こ
れ
ら
諸
要
因
は

「
正
し
さ

二
σq
げ
窪
⑦
ωの」
と
い
う
概
念
に
統
合
さ
れ
る
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
は
概
し
て
、
発
信
者
は
自
分
の
用
い
る
記
号

表
現
が
正
し
い
こ
と
を
望
み
、
受

け
手
は
自
分
に
呈
示
さ
れ
た
記
号
が
正
し
い

こ
と
を
期
待
す
る
、
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
ス
ペ
ル
ベ
ル

と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

「
有
意
性
」
と
い
う
概
念
と
、
グ

ッ
ド
マ
ン
の

「
正
し
さ
」

と
い
う
概
念
と
の
間
に
は
、
無
視
で
き
な
い
類
縁
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
有
意
性
理
論
に
よ

っ
て
、
記
号
表
現
の
正
し
さ
を
構
成
す
る
諸
要
因

(
の
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
)
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば

「当
面

の
目
的
、
関
心
に
と

っ
て
の
適
切
さ
」
、
「有
益
さ
」
、
「啓
発
性
」
な
ど
と
呼
ば

れ
て
い
る
要
因
は
、
有
意
性
理
論
の

「
文
脈
効
果
」
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

「経
験
の
守
り

①暮
お
琴
げ
ヨ
Φ暮
」
は

「処
理

労
力
」
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
グ

ヅ

ド
マ
ソ
に
よ
れ
ば
、あ
る
記
号
の
使
用
が
経
験
に
よ

っ
て
守
ら
れ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
解
釈
は
よ
り
容
易
と
な
る
の
だ
が
、
解
釈
の
容
易
さ
は
解
釈
に
必
要
な
処

　お
　

理
労
力
が
少
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
が
ほ
と
ん
ど
注
意
を
向
け
な
か

っ
た
、

非
言
語
的
な
記
号
の
解
釈
過
程
に
つ
い
て
も
、
有
意
性
理
論
は
な
に
が
し
か
の

示
唆
を
も
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
表
出
や
例
示
に
お
い
て
問
題
と

な
る
の
は
、
見
本
と
し
て
は
た
ら
く
記
号
の
数
多
く
の
特
性
の
う
ち
、
ど
れ
が

指
示
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
し
て
解
釈
者
は
、.
最
適
な
有
意
性
を
達
成

す
る
よ
う
、
ど
の
特
性
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
、
と
い
う
仮
定

を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
非
言
語
的
記
号
を
解
釈
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
詳
細
な
議
論
を
展
開
す
る
準
備
は
、
残
念
な
が

ら
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
有
意
性
理
論
に
お
け
る

「
記
述
」

と

「解
釈
」
と
の
区
別
を
検
討
し
な
が
ら
、
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
行
為
に
お
い
て
も
、
非
言
語
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的
な
記
号
作
用
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
次
節
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

非
言
語
的
記
号
と
い
う
問
題
は
、
議
論
の
対
象
を
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
絞

っ
た
と
し
て
も
や
は
り
回
避
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
「記

述
」
と

「解
釈
」
と
の
区
別
が
も

つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
、

3

記
述
と
解
釈

有
意
性
理
論
が
多
様
な
言
語
現
象
を
取
り
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
道

具
立
て
の

一
つ
が
、
発
言
の

「記
述
的
使
用
」
と

「解
釈
的
使
用
」
と
の
区
別

(刃
8
こ
。『
9。や
♪
ωΦρ
『
)
で
あ
る
。
記
述

α
Φのo
ユ
営
δ
ロ
な
い
し
発
言
の
記
述
的

な
使
用
と
は
、
言
語
的
発
言
に
固
有
の
記
号
作
用
で
あ
り
、
「
な
ん
ら
か
の
現

実
の
事
態
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か

の
考
え
ら
れ
る
事
態
に
つ
い
て
真
で
あ
る
よ

セ
ソ

う
な
命
題
形
式
を
も

つ
」
(幻
↓
.も

●b。
b。刈
)
こ
と
に
よ

っ
て
、
な
に
ご
と
か
を
表

現
す
る
。
他
方
、
解
釈

一暮
Φ弓
話
$
けδ
ロ
と
し
て
の
発
言
、
な
い
し
解
釈
的
に

用
い
ら
れ
た
発
言
の
記
号
作
用
は

、
類
似
性
に
基
づ
く
表
現
の

一
種
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
犬
を
表
現
す
る
た
め
に
、
犬
の
泣
き
声
や
格
好
を
真
似

し
た
り
、
犬
の
絵
を
用
い
る
と
い

っ
た
場
合
、
直
示
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
現

象
が
、
そ
れ
と
な
ん
ら
か
の
点
で
類
似
し
た
現
象
を
、
そ
の
類
似
性
に
よ

っ
て

表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
言
語
的
発
言
も
ま
た

現
象
で
あ
る
以
上
、
類
似
に
よ

っ
て
な
に
も
の
か
を
表
現
し
う
る
。
ス
ペ
ル
ベ

ル
ら
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
可
能
性
は
し
ば
し
ば
見
過
ご
さ
れ
る
か
、

あ
る
い
は
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
対
話
を
考

え
て
み
よ
う

(図
↓
こ
》
"
.bobσ刈IQo)。

(A
、
B
は
フ
ラ
ン
ス
を
旅
行
中
、
宿
で
ト
ラ
ブ
ル
に
あ

っ
た
。
)

(
一
)
(ア
)
A

"
宿
の
主
人

貯
昌
爵
Φ8
奠

に
は
何
語
で
話
し
た
の
?

B

"
ボ
ン
ジ

ュ
ー
ル
、
コ
マ
ン
タ
レ
ヴ
、
ビ

ャ
ン
、
メ
ル
シ
i
、

エ
ヴ
?

(切
o且
o
霞
も
09
目
Φ暮

曁
Φ
N乏
0
5
ρ
ぼ
Φ昌
ヨ
Φ
「9

Φ什
く
o
昜
～)

(イ
)
A

…
で
、
宿
の
主
人
は
な
ん
て
言

っ
て
た
?

B

こ
⑦
一.巴
9
負
O冨

冨
「8
5
二

(ウ
)
B

…
く
ま
な
く
探
し
ま
し
た
よ
。

(
エ
)
B

"
自
分
は
く
ま
な
く
探
し
た
、
と
言

っ
た
わ
。

(
一
ア
)
に
お
け
る
B
の
発
言
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
宿
の
主

人
の
発
言
に
類
似
し
て
い
る
。
ま
た

(
一
イ
)
に
お
け
る
B
の
発
言

(直
接
引

用
)
は
、
同
じ
文
の
別
の
ト
ー
ク
ン
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
も
と
の
発
言
に
類

似
し
て
い
る
。
(
一
ウ
)
は
翻
訳
の
例
で
あ
り
、
同
じ
意
味
論
的
構
造
を
も

つ

点
で
類
似
し
、
(
一
工
)
の
う
ち

「と
言

っ
た
わ
」
を
除
く
部
分
は
間
接
引
用

の
例
で
あ

っ
て
、
同
じ
命
題
形
式
を
も

つ
と
い
う
点
で
類
似
し
て
い
る
。
発
言

が
類
似
性
に
基
づ
い
て
行
う
表
現
の
う
ち
、
(
一
イ
ー
工
)
に
お
け
る
B
の
発

言
の
よ
う
に
、
命
題
形
式
の
類
似
性
に
基
づ
く
も
の
を
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
は
解

釈
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
、
命
題
形
式
ど
う
し
の
類
似
性
は
、
両
者
が
ど

れ
ほ
ど
の
論
理
的
特
性
を
共
有
す
る
か

(例
え
ば
、
同
じ
文
脈
含
意
を
共
有
す

る
な
ど
)
、
に
よ

っ
て
測
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
発
二酢
が
命
題
形
式
以
外

の
類
似
性
に
基
づ
い
て
行
う
表
現
、
さ
ら
に
は
非
言
語
的
な
記
号
が
類
似
性
に

基
づ
い
て
行
う
表
現
に
対
し
て
は
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
は
決
ま

っ
た
術
語
を
用
意
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し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
非
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
彼
ら
の
意
図

的
な
無
関
心
を
反
映
し
て
い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え

ず

"類
似
に
よ
る
表
現
"
を

一
般
的
な
名
称
と
し
て
採
用
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い

(た
だ
し
、
前
節
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
命
名
は
か
な
り
ミ

ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
は
あ
る
の
だ
が
)。

発
言
の
解
釈
的
使
用
と
い
う
概
念
の
導
入
に
よ

っ
て
、
有
意
性
理
論
は
さ
ま

ざ
ま
な
言
語
現
象
に
つ
い
て
の
説
得
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
例
え
ば
有
意
性
理
論
は
、
字
義
的
発
言
と
隠
喩
的
発
言
と
が
統

一
的
に
扱

え
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
ア
イ

ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
も
独
自
な
視
角
か
ら
の
分

析
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
疑
問
文
や
感
嘆
文
の
よ
う
に
従
来
言
語
行
為
論

が
得
意
と
し
て
き
た
言
語
使
用
の
ケ
ー
ス
を
も
、
推
論
理
論
的
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
枠
組
み
で
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

こ
の
点
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
に
よ
れ
ば
、
発

言

(な
い
し
そ
の
命
題
形
式
)
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
話
者
の
思
考

1

こ
れ

お

　

自
体
概
念
的
表
現
に
他
な
ら
な
い

ー

の
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
。
隠
喩
お
よ

び
大
ま
か
な
話
し
方

の
可
能
性
は
、
こ
こ
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
両
者
は
、
話

者
の
思
想
の
字
義
的
で
な
い
解
釈
と
し
て
分
析
で
き
る
。
次
に
話
者

の
思
想
は
、

な
ん
ら
か
の
事
態

(現
実
の
で
あ

れ
架
空
の
で
あ
れ
)
を
記
述
す
る
か
、
あ
る

い
は
さ
ら
に
別
の
表
現
や
思
想
の
解
釈
で
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
言

明
や
命
令
文
は
前
者
の
関
係
に
基
づ
き
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
疑
問
文
、
感
嘆
文
は

お
　

後
者

の
関
係
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
後
論
の
都
合
上
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
対
す
る
分

析
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
お
こ
う
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
発
言
が
解

釈
す
る
話
者
の
思
考
は
他
の
誰
か

ー

こ
れ
は
特
定
の
人
物
の
場
合
も
あ
れ

ば
、
不
特
定
多
数
の
場
合
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
過
去
の
自
分
で
あ

っ
て
も
よ

い
ー

の
思
想
の
.解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
話
者
の
思
想
と
は
別
の
思
想

を
解
釈
す
る
こ
と
で
有
意
性
を
達
成
す
る
発
言
を
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
は
特
に
「反

響
的
」
発
言

(国
↓
こ
"
.卜∂
ωOo)
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
反
響
的
発
言
の
う

ち
の
あ
る
も
の
は
、
解
釈
さ
れ
る
思
想
に
対
す
る
話
者
の
否
定
的
な
態
度
を
も

明
白
に
す
る
。
こ
れ
が
単
な
る

「話
法

お
娼
o昏
Φ
画
ω℃
Φ
Φ9
」
と
区
別
さ
れ
る

限
り
で
の
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
発
言
そ
の
も
の
が
な
に
ご
と
か
を
記
述
し
た
り
、
な
ん
ら
か

の
表
現
の
解
釈
で
あ

っ
た
り
す
る
の
は
、
話
者
の
思
想
を
媒
介
し
て
の
こ
と
で

あ
る
。
も

っ
と
も
、
発
言
と
話
者
の
思
考
と
の
関
係
が
特
に
問
題
と
な
る
場
合

を
除
け
ば
、
便
宜
上
発
言
が
な
ん
ら
か
の
自
体
を
記
述
し
た
り
、
な
ん
ら
か
の

思
想
、
表
現
を
解
釈
す
る
、
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

4

非

一一一一口語
的

な
記
号
作
用
と
し
て
の
解
釈

発
言
の
解
釈
的
使
用
、
よ
り

一
般
的
に
言
え
ば
類
似
に
よ
る
表
現
、
と
い
う

有
意
性
理
論
の
概
念
は
、
や
や
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
点
を
残
し
て
い
る
。
ま
ず

第

一
に
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ソ
が
類
似
に
よ
る
表
現
と
し
て
ひ
と
く
く

り
に
し
て
い
る
表
現
の
う
ち
に
は
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
作
用
が
含
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
み
ぶ
り
や
画
像
に
よ
る
表
現
の
多
く
は
、
有
意
性
理

論
に
よ
れ
ば
類
似
に
基
づ
く
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
表
現
の
記

号
作
用
は
、
グ

ッ
ド

マ
ソ
の
言
う
外
延
指
示

島
Φp
oB
冖一§

と
し
て
特
徴
づ
け

ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
(
一
イ
ー
エ
)
に
お
け
る
B
の
発
言
の
よ
う
な
引
用
や
翻
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訳
が
、
類
似
に
よ
る
表
現
の

一
種

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
引

用
の
記
号
作
用
に
つ
い
て
、
立
ち
入

っ
た
議
論
を
展
開
す
る
準
備
は
整

っ
て
い

な
い
の
だ
が
、
引
用
が
単
な
る
外
延
指
示
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
点
だ
け

か
　

は
指
摘
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
、

(
一
ア
)
に
お
け
る
B
の
発
言
は
、
直
接
に

は
な
に
も
外
延
指
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
発
言
は
フ
ラ
ソ
ス
語
の
サ
ン
プ
ル
と

な

っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
、
あ
る
い
は
「
フ

ラ
ソ
ス
語
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
指
示
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ラ
ベ
ル
が
、
宿
の
主

人
に
話
し
か
け
る
際
に
B
の
用
い
た
言
語
を
外
延
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
事
例

を
も
類
似
に
よ
る
表
現
の
と
い
う
ク
ラ
ス
に

押
し
込
め
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な

く
、
む
し
ろ
例
示
を
外
延
指
示
な
ど
か
ら
は

独
立
し
た
記
号
作
用
と
し
て
、
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の

例
文
を
若
干
ア
レ
ソ
ジ
し
た
、
次

の
対
話
を
み
て
み
よ
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
例

文
で
は

(図
↓
●も

≒
c。)、
英
語
の
早
口
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

を
日
本
語
の
も
の
に
差
し
替
え
て
あ
る
。

(
二
)
A

…
吃
音
の
矯
正
は
う

ま
く
い
っ
た
の
?

B

"
坊
主
が
上
手
に
屏

風
に
坊
主
の
絵
を
描
い
た
。

ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
、
B
の
発
言
が
B
の
思
想
に
類
似
し
て
い
る
と

は
考
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
の
発
言
は
、
矯
正
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
の
直

接
的
な
証
拠
を
提
出
し
て
い
る
、
と
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、
(
一
ア
)
に

お
け
る
R
の
発
言
と

(二
)
に
お
け
る
B
の
発
言
と
の
間
に
あ
る
類
似
性
は
、

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
B
の
発
言
が
そ
う
し
た
証
拠
と
し
て
機
能
す
る
に
は
、
こ

の
発
言
が

「
流
暢
な
」
で
あ
る
と
か
、
「
滞
り
な
い
」
と
い

っ
た
特
性
を
例
示

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
類
似
に
よ
る
表
現
と
い
う
分
類
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
間
の
重
要
な
差
異
を
見
え
に
く
く
し
、
さ
ら
に
は

コ
ミ

ュ
・

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
用
い
ら
れ
う
る
記
号
作
用
の
い
く
つ
か
を
、
見
逃
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
記
述
的
表
現
の
解
釈
に
お
い
て
は
言
語
的

コ
ー
ド
解
読
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
に
対
し
、そ
れ
以
外
の
表
現
の
場
合
、

コ
ー
ド
が
同
様
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
想
定
は
十
分
な
説
得
力
を
も
た
な

い
。
そ
の
限
り
で
、
た
し
か
に
記
述
と
そ
れ
以
外
の
表
現
と
の
区
別
は
重
要
で

あ
る
。
だ
が
記
述
以
外
の
表
現
に
関
し
て
も
、
た
が
い
に
異
な
る
記
号
作
用
は
、

や
は
り
異
な
る
し
か
た
で
解
釈
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
有
意
性
理
論
が

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
の

一
般
理
論
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
が
利
用
す
る
記
号
の
多
様
性
に
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
意
性
理
論
は
非
言
語
的
な
記
号
の
解
釈
と
い

う
問
題
に
対
し
て
、
十
分
な
と
り
く
み
を
行

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ス
ペ
ル

ベ
ル
ら
が
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
解
明
を
当
面
の
目
標
と
定
め
た
、

と
い
う
事
情
に
よ

っ
て
正
当
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?
こ
れ
が
2
節
の
最
後
で

我
々
の
提
起
し
た
問
い
で
あ

っ
た
。
次
の
よ
う
な
対
話
の
分
析
に
よ

っ
て
、
こ

の
問
い
に
対
す
る
答
は
香
定
的
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
。

(三
)
A

"
か
ぜ
を
ひ
い
て
る
ん
だ

っ
て
?

B

"

(こ
と
さ
ら
し
わ
が
れ
声
で
)
い
い
え
、
元
気
で
す
よ
。

こ
こ
で
、
B
は
実
際
に
は
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
と
し
よ
う
の
さ
ら
に
、
A
は
B

の
上
司
で
あ
り
、
し
か
も
部
下
が
か
ぜ
を
ひ
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し

て
休
暇
を
と
る
よ
う
勧
め
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
人
物
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
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両
者
の
間
で
相
互
的
に
明
白
で
あ

る
と
す
る
。
有
意
性
理
論
に
よ
れ
ば
こ
の
場

合
、B
の
発
言
は
A
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
た
思
想
を
反
響
し
て
お
り
、
ア
イ
ロ
ニ
ー

(な
い
し
、
両
者
の
人
間
関
係
次
第

で
は
冗
談
)
の
事
例
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

B
の
発
言
と
A
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
た
思
想
と
の
関
係
は
、解
釈
の
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
B
の
発
言
は
そ
の
命
題
形
式
の
ゆ
え
に
選
択
さ
れ
て
お
り
、
ス
ペ
ル

ベ
ル
ら
の
定
義
に
よ
れ
ば
こ
れ
も
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例
で
あ

る
。
だ
が
さ
ら
に
、
B
の
発
言
は
か
ぜ
を
ひ
い
た
人
間
の
声
に
特
有
の
特
性
を

例
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
あ
る
種
の

"わ
ざ
と
ら
し
さ
"
を
例
示
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
例
示
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
B
の
発
言

を
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
適
切
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
B
の
発

言
は
、
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
に
お
い
て
、
言
語
的
な
記
号
と
非
言
語

的
な
記
号
と
が
協
動
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
の
証
し
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

記
述
と
解
釈
と
の
区
別
に
ま
つ
わ
る
第

二
の
問
題
点
は
、
解
釈
的
な
表
現
が

い
か
に
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
に

つ
い
て
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
が
ほ
と
ん
ど
な
に

も
述
べ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
例
示
や
描
写
に
関
し
て
指

摘
し
て
お
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
解
釈
的
に
用
い
ら
れ
た
発
言
も
、
単
に
そ

の
命
題
形
式
が
あ
る
別
の
表
現
、
思
想
の
命
題
形
式
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
、
解
釈
的
な
表
現
遼
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
命
題

形
式
に
類
似
し
た
命
題
形
式
は
、
決
し
て

一
つ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
命
題

形
式
の
類
似
は
、
解
釈
的
表
現
が
成
立
す
る
た
め
の
十
分
条
件
で
は
な
い
。
解

釈
的
に
用
い
ら
れ
た
発
言
が
、
解
釈
さ
れ
る
思
想
、
表
現
を
指
示
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ペ

ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
こ
の
指
示
が
同

定
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
先
の

(三
)
の
対
話
に
お
け
る
B
の
発
言
は
、
「
(B
は
)「

元
気
で

あ
る
」
と
い
う
概
念
的
表
現
に
類
似
し
た
表
現
の
解
釈
で
あ
る
。
誰
か
が
実
際

に
口
に
し
た
発
言
や
、
誰
か
が
心
に
浮
か
べ
た
思
想
の
う
ち
、
こ
の
発
言
に
類

似
し
た
も
の
は
す
べ
て
、原
理
的
に
は
解
釈
さ
れ
る
表
現
の
候
補
と
な
り
う
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
B
の
発
言
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
な
る
た
め
に
は
、
A
が
実
際
に

B
.の
発
言
に
類
似
し
た
発
言
を
行

っ
た
り
、
類
似
し
た
思
想
を
心
に
浮
か
べ
た

こ
と
が
な
く
て
も
よ
い
。
B
の
発
言
が
、
"
い
か
に
も
A
の
言
い
そ
う
な
こ
と
"

で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
聞
き
手
A
は
、
B
の
発
言
が
な
ん
の
解
釈
で
あ
る

の
か
を
、
こ
う
し
た
数
多
く
の
候
補
か
ら
選
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
課
題
は
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
言
及

し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
作
用
と
同
じ
く
、
発
言
の
解
釈
的
使
用
も
記
号
作

用
の

一
種
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
受
け
手
に
よ
る
解
釈
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま

り

(三
)
の
対
話
に
お
け
る
B
の
発
言
を
理
解
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
発
言

が
A
の
思
想
の
解
釈
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
所
与
の
出
発
点

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
解
釈
的
表
現
は
言
語
的

な
記
号
を
用
い
て
な
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
た
ら
い
て
い
る
記
号
の
ば
た

ら
き
そ
の
も
の
は
言
語
的
な
記
述
の
場
合
と
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
言
語
の
記
述
的
な
使
用
の
よ
う
に
、
言
語
的

コ
ー

ド
に
よ

っ
て
解
読
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
議
論
は
、
決
し
て
記
述
と
解
釈
と
の
区
別
が
も

つ
重
要
性
を
減
ず
る

も
の
で
は
な
い
。
言
語
と
い
う
記
号
の
は
た
ら
き
と
し
て
記
述
以
外
の
も
の
を

認
め
、
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
新
た
な
光
を
あ
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て
た
意
義
は
大
き
い
。
だ
が
解
釈
的

な
表
現
を
、
記
述
と
は
異
な

っ
た
言
語
使

用
の
側
面
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
新
た
に
生
じ
る

課
題
も
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
は
ず
だ
。
解
釈
的
な
表
現
が
処
理
さ
れ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
こ
そ
、
そ
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
評
価

す
る
な
ら
、
現
時
点
ま
で
の
有
意
性
理
論
の
成
果
に
二
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と

は
否
み
難
い
。

こ
の
課
題
に
と
り
く
む
た
め
の
手
が
か
り
は
、
ま
さ
に
有
意
性
と
い
う
概
念

の
う
ち
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
解
釈
的
な
表
現
は
、
な
に
か
別
の
概
念
的
表
現

の
解
釈
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
有
意
性
を
達
成
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
解
釈

的
表
現
の
処
理
も
、
「
最
適
な
有
意
性
」

(図
目
.も

●嵩
。。
)
を
達
成
す
る
よ
う
に

進
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
立
ち
入
っ
た
議
論
は
、
残
念
な
が
ら
別
の

機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が

、
解
釈
的
な
表
現
の
記
号
作
用
が
記
述
の

そ
れ
と
は
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
我

々
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
解
釈
的
表

現
渉
処
理
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

つ
い
て
の
知
見
は
、
そ
の
他
の
非
言
語
的
な

記
号
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
、解

釈
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、

大
い
に
役
立

つ
は
ず
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
味
で
解
釈
的
表
現
と
い
う
概
念
こ

そ
は
、
有
意
性
理
論
を
そ
の
本
来
の
構
想
に
み
あ

っ
た
、
コ
ミ

ュ
一一ケ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
の

一
般
理
論
と
し
て
仕

上
げ
て
ゆ
く
う
え
で
の
鍵
と
な
ろ
う
。

注
(
1
)
本
稿

の
執
筆

中
に

、
ス
ペ

ル
ベ
ル
と
ウ

ィ
ル

ソ

ソ
の
共
著

(ω
"
臼
び
奠

9
巳

耄
房

o
P

H
⑩
Q。
①
四
)
が

『
関
連
性
理
論
』

(
ス
ペ
ル
ベ

ル

・
ウ

ィ
ル

ソ
ン
、

一
九
九

三
)

と
い
う
表
題

で
邦
訳
さ
れ
、
訳
者

の
方

々
は

『巴
①
く
畧

o
o
に

「
関
連
性
」
と

い
う
訳
語
を
あ

て
て
お
ら
れ
る
。
だ

が
本
稿

で
は

、
以
前
発
表
し
た
拙
稿

(能

川
、

「
九
九

三
)

に
あ
わ
せ

て
、
「
有
意

性
」

と

い
う
訳
語
を
採

用
し
て
お

い
た
。
ま

た
、
有

意
性
理
論
に
お
け
る
テ
ク

ニ
カ
ル

・
タ
ー
ム
に

つ
い
て
も

、
邦
訳
書
と
は

別
の
訳
語
を
採

用
し
た
場
合
が
あ

る
。
混
乱
を
避

け
る
た
め
、

必
要

に
応
じ

て
原

語
を
付
記

し
て
お
く
こ
と
に
し
た

。
な
お
有
意
性

理
論

の
概
要

に

つ
い
て
は
、
前

出
の
拙
稿

お
よ
び

、
そ

こ
で
あ
げ

て
お

い
た
参
考
文
献
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
2
)

(ω
O
興
び
臼

凶
巳

耄
房
o
P

H
Φ
。。
①
黥

O
刈
)
を
参
照
。
ま
た
以
下
で
は
、
同
書
か

ら

の
引

用
に
際

し
て

図
目
.
と
い
う
略
号
を
用

い
、
本
文
中

に
ペ

ー
ジ
数

を
記
す

こ
と

に
す

る
。

(3
)
発
言
解
釈
を
、
ご
く
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ル
に

"
話
し
手
の
言
う
こ
と
が
わ
か
る
"

こ
と
、
と
し
て
表
現
で
き
る
と
す
れ
ば
、
有
意
性
理
論
は
特

に

「
理
解
」
と

い
う

認
知
的
な
営
み

の
解
明
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う

。
た
だ

し
、
こ
の
点

に

関

し

て
留
意

し

て
お

か
ね

ば

な

ら
な

い
こ

と
が

あ

る
。

ス
ペ

ル
ベ

ル
ら

は

(ω
窟
吾
奠

碧

α
妻

旨
o
P

一
㊤
G。
じ

に
お

い
て
、
発
言

の

「
了
解

o
o
日
嘆
Φ
『
Φ
昌
-

の
δ
μ
」

と

「
解
釈

言
8
弓
器
$
二
8

」

と
を
区
別
し
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
理

論

(
当
時
彼

ら
は
ま
だ
語

用
論
、
と
称
し

て
い
た
が
)

の
研
究
対
象
と
な
る

の
は

後
者

で
あ
る
、
と
規
定
し
た
。
だ
が

(ω
b
町
げ
興

曽
巳

髫

房
o
P

H㊤
Q。
①
餌
)
に
お

い
て
は
、

こ
う
し
た
区

別
は
姿
を
消
し
、
「
了
解
」

と

「
解
釈
」
と

を
ほ
ぼ
交
換

可
能

な
概
念

と
し

て
用
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ

の
代
わ
り

に
、
論
理
形

式
を
備

え
た
内
的
表
現

ー

彼
ら
は

こ
れ
を

「
想
定

器
ω
賃
日
℃
鉱
自

」
と
呼

ん
で

い
る

ー

の
分
析
的
含
意

を
導

出
す
る
推
論

処
理
に
、
想
定

の

「
理
解

亘
ロ
α
Φ
学

の霽
巳

言
αq
」
と

い
う
名
を
与

え
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
有
意
性

理
論

に
お

い
て

「
解
釈
」
「
了
解
」
「
理
解
」
と

い
う
概

念
が
ど
の
よ
う

に
規
定

さ
れ
て

い
る
か
に

つ
い
て
は
、
も
う
少
し
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う

。
だ
が

こ
れ
は

別
の
機

会
に
譲
り
た

い
。

(4
)
日
常
会
話
の
場
合
の
よ
う

に
、
限

ら
れ

た
時
間

で
や
り
と
り
が
行
わ
れ

る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
に
議

論
を
限
定

し
、
文

学
作
品

の
解

釈
と

い

っ
た

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
の
形
態

を
考
慮

に
い
れ
な
か

っ
た
理
由
は
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

ろ
う

と
予
想

さ
れ

る
。
ス
ペ

ル
ベ

ル
ち
は
発
言

の
有
意
性
を
、
そ

の
発
言

の
処
理
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に
要
す
る
認
知
的
労
力
と
、
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
達
成

さ
れ

る
認
知

的
効
果
と
に
よ

っ
て
規
定
し
て

い
る
。
人
間

の
認
知

メ
カ

ニ
ズ

ム
は
情
報
処

理
に

際
し

て
有
意
性
を
最
大
化
す
る

こ
と
を
目
指

す
、
と
彼
ら
は
仮
定
す

る
の
で
あ
る

が
、
だ
と
す
れ
ば
利
用
可
能

な
認
知

的
資
源

の
多

く
な
い
短
期

の
認
知
処
理
は
、

処
理
労
力

を
最
小

限
に
抑

え
る
た
め

に
か
な
り

の
制

約
を

こ
う
む
る

こ
と
に
な

る
。

こ
れ
に
対
し
て
長
期

の
認
知
処

理
で
は

、
処
理
労
力
は
さ

ほ
ど
大
き
な
制
約

と
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
文
学
作
品

の
解
釈
と

い

っ
た
プ

ロ
セ

ス
に
つ
い
て
は
、

明
示
的
な

モ
デ

ル
化

が
は

る
か
に
困
難
と
な

る
の
で
あ
る
。

(
5
)
言
語
的

コ
ー
ド
解
読
は

、
中
央
処
理

に
対
す
る
入
力
処
理

で
あ
り
、
自
然
言
語

の
文
を
自
動
的

に
論

理
形
式

へ
と
解
読
す
る
、
と
説
明
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
。

O
梦

幻
目
こ
唱
翁
ρ

ワ
◎。
H
.

(
6
)

つ
ま
り

、
言
語
的
な
記
号
が
用

い
ら
れ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ソ
と
は
言

え
な

い
事

例
が
存
在

す
る

、
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

9

こ
図
↓
こ
や
嵩

c。
●

(
7
)
記

号
理
論
に
関
す
る
グ

ッ
ド

マ
ン
の
主
著
は

、
(O
o
o
山
ヨ
餌
P

H
㊤
¶
①
)
で
あ
る
。

ま
た
、

(O
o
o
α
導
9
P

H
Φ
c。
野

α
㎝1
謡

)
に
も
簡
潔
な
説

明
が

み
ら
れ

る
。

(
8
)
グ

ッ
ド

マ
ン
流

の
唯
名
論
に
忠
実
に
定
義
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う

に
な
る
。
あ

る
対
象
が

ラ
ベ
ル

(述
語
な
ど
)
に
よ

っ
て
外
延
指

示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
対
象

が
そ

の
ラ
ベ
ル
を
指
示
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象

は
そ
の
ラ
ベ
ル
を
例
示
す
る
、
と

。

た
だ
し

こ
こ
で
は
便
宜
上
、
特

性
の
例
示
と
し
て
語

っ
て
ゆ

く
こ
と

に
す
る
。

(9
)
証
拠
の
例
示
作
用
に

つ
い
て
は
、

(O
o
o
α
日
9。
昌
餌
巳

国
αq
昼

H
り
㊤
H
る

O
)
を
参

照
。

(10
)
こ
こ
で
い
う
客
観
主
義
的
扱

い
と
は

、
次
の
よ
う
な
見
解

を
指

す
。
す
な
わ
ち
、

描
写
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
が
外
延
指

示
す

る
対
象
と

の
類
似
が
必
要
十
分

で
あ
り
、

ま
た
例
示
に
と

っ
て
は
、
サ

ソ
プ

ル
と

母
集
団
と

の
間

で
あ

る
特
性
が
共
有
さ
れ

る
こ
と
が
必
要

十
分
条
件

で
あ

る
、
と

い

っ
た
見
解

で
あ
る
。

(
11
)
む

し
ろ
グ

ッ
ド

マ
ン
は
、
そ
う
し
た

一
般
理
論

の
可
能
性

に
対
し

て
懐
疑
的

で

あ
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
(O
o
o
α
ヨ
き

鋤
巳

国
㊨

P

お
㊤
H
…
癖
Q。
)
を
参

照
。

(
12
)
正
し
さ

、
お
よ
び
次
段
落

で
言
及
す

る
正
し
さ

の
諸
要
因
に

つ
い
て
は
、
特
に

(O
o
&

ヨ
餌P

H
⑩
蕊

…
o
冨
℃
.H
l
Q。
)
、
(O
o
a

目
袋。
β
p
巳

鬯
αq
旦

ド
O
O
ド
…
謀
占

⑩
)

を
参
照
。

(
13
)
た
だ
し
グ

ッ
ド

マ
ソ
は
、
芸
術
作
品
の
観
賞

や
科

学
に
お
け
る
理
論
化

の
よ
う

な
、
長
期
に
わ
た
る
解
釈

の
ケ
ー
ス
も
含
め
て
議
論

を
行

っ
て
い
る
。
こ
れ
.に
対

し

て
有
意
性

理
論

は
、
「
自
然
発
生
的

推
論
」
に
よ
る
短
期

の
発
言
解
釈
を
と
り

あ
え
ず
の
研
究
対
象
と
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
グ

ッ
ド

マ
ン
の

「
正
し
さ
」

と

ス
ペ
ル
ベ
ル
ら
の

「
有
意

性
」
と
を
、
完

全
に
同

}
の
も

の
と
し

て
扱
う

こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う

。

(14
)
な
お
、
有
意

性
理
論
に
お
け
る

「命
題
形
式
」

の
概
念

に

つ
い
て
は

、
次
を
参

照
。
即
↓
こ
窓

.鵡
山

曾

(
15
)

つ
ま
り
、
発

言
は
話
者

の
思
考

の
写

し
で
あ

る
と
は
限
ら
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
メ

ル
ロ
・
ポ

ン
テ
ィ
は
表
現
が
単

な
る
思
考

の

「
外
被
や
衣
服
」

(罎
Φ
雫

冨
鎚
・℃
o
暮
ざ

ド
㊤
虧
聞

卜σ
嵩
)

で
は
な
く

、
表

現
さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
話
者

の
思

考

の
新

た
な
側

面
が

明
ら
か

に
な
る
と

い
う
事
態
も
あ

る
、
と
し
ば
し
ば
指
摘
し

て
い
た

。
発
言
と
思
考
と

の
関
係
を
解
釈

の
そ
れ
と
し

て
捉
え
る

こ
と

に
よ
り
、

メ
ル

ロ
・
ポ

ン
テ
ィ
の
指
摘

に
有
意
性
理
論
な
り

の
裏

づ
け
を
与
え

る
こ
と
が
で

き

る
か
も
し
れ
な

い
。
も
し
発
言
が
思
考

の
解
釈
な

の
だ
と
す
れ
ば
、
話
老
は
自

分

の
思
考

の

"
細
部
"
、
例

え
ば
そ

の
さ
ま
ざ
ま

な
含

意
な
ど
を
、
完
全

に
確

定

し

て
い
な
く

て
も
発
言
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
自
ら
の
発
言
に
よ

っ
て
、
自
分

の
思
想

の
隠
れ
た
含
意
に
気
づ
く
、
・と

い

っ
た

こ
と
は
十
分
考

え
ら

れ
よ
う
。
な
お
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
に
お
け
る
受
け
手
の
作
業

と
、
表

現
の

あ
る
種

の
形
態

と
に
、
「
解
釈
」

と

い
う
同
じ
術
語
を

用
い
る

こ
と
は

、
い
た
ず

ら
な
混
乱
を
招
く

の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル

と
ウ

ィ
ル

ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
受
け
手
の
課
題

は
送
り
手
の
思
想

を
再
生

す
る
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
解

釈
的
な
表

現
を
自

分
の
心
的
表
現

と
し
て
構
築

す
る

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
話
者
の
発
言
が
話
者

の
思
想

の

「解
釈
的
表
現
」

で
あ

る

の
に
対
し
、
聞
き
手
は
そ
の
思
考
に

つ
い
て
の

「解
釈
的
想
定
」
を

つ
く
り
あ
げ

よ
う

と
す
る

の
で
あ
る

(国
↓
こ
づ
づ
』
Q。
O
I
b⊃
ω
一
)
。

こ
れ
が
、
「
解
釈
」
と

い
う
同

じ
語

を
用
い
る
根
拠

で
あ
ろ
う

。
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(16

)

以

上

の

点

に

つ

い
て

は

、

(ω
"
臼
げ
臥

穹

α

妻

房

o
P

H
り
◎。
①
o
…
o
ず
碧

.♪

ωΦ
o

・甲

さ

)

を

参

照

。

(17
)

こ

の
点

に

つ
い

て
は

(O
o
o
ロ
ヨ
曽
P

一
り
Q。
食

㎝
c。ふ

⑩
)
お

よ

び

、

(グ

ッ
ド

マ

ン
、

一
九

八
七

、

六
九

-

八
O

頁

)

を

参

考

に

し

た

。
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"Description" and "Interpretation" in relevance theory 

     - non-verbal aspects of verbal communication -

 Relevance theory (=RT)., proposed by Sperber and Wilson, tries to construct an inferential model of 

utterance-interpretation in verbal communication. An utterance is, RT argues, transformed into a con-

ceptual representation by linguistic decoding, and then processed inferentially. In the case of non-verbal 

communication, also, a communicative behavior (an ostension, as RT defines) must be transformed into 

an internal conceptual representation. It is not plausible, however, to postulate some decoding processes 

corresponding to the linguistic one. And RT cannnot be an comprehensive theory of communication in 

general, as long as it leaves unexplained how non-verbal symbols are interepted. 

 Our argument is that, even in some cases of verbal communication, utterance interpretation implies a 

sub-task of understanding non-verbal symbols. RT distinguishes "descriptive" and "interpretive" 

dimensions of language use. Amy representation with a propositional form (e.g., an utterance) can 

represent some other propositional representation (someone's thought, another utterance, etc.) in virtue 

of a resemblance between the two propositional forms; in this case, RT defines, the first representation 

is an interpretation of the seconde. The point is that an interpretive representation functions quite 

differently from a descriptive one, and is not understood by lingustic decoding process. Rather, we want 

to suggest interpretive symbols are understood in a similar way that other non-verbal symbols are, and 

that the notion of relevance will play an important role in explaining their interpretation process. 

Therefore, a further study in interpretive utterances must shed new light on non-verbal symbols (hence 

on non-verbal communication), as well as serve to develop a more comprehensive model of verbal com-

munication.

Key Words 

 relevance, communication, interpretation, symbol
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