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表
現
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

、

〈
要
旨
〉

グ

ラ
イ

ス
の
構
想
し
た
言
語
理
論
は
、
〈
永
久
機
関
の
反
例
〉
を
う

ま
く
扱

え
な

い
よ

う

に
思
え
る
。
「
私
は

つ
い
に
永
久
機
関

の
原
理
を
解
明
し
た
」
と
い
う
科
学
者

の
言
明

は
私

に
と

っ
て
十
分
に
有
意
味
で
あ
る
が
、
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
が

、
発
言

の
理
解

に
必

要
だ
と
し
て
要
求
す
る
認
知
的
な

〈
効
果
〉
、
す
な
わ
ち
私

の
側

で
の

〈
信
念

の
形
成
〉

を
と
も
な
わ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
理
論
を
洗
練

し

つ
つ
継

承
し
た

、
ス
ペ

ル
ベ

ル
と
ウ

ィ
ル
ソ
ン
の

〈
有
意
性
理
論
〉

は
反
例

を
捌
く

こ
と
が

で
き

る
の
か
。
彼
ら
は
ま
ず
聞
き
手
に
と

っ

て
の

〈
認
知

環
境
〉

を
、
聞

き
手

の
有
す

る

〈
想
定
〉
か
ら
成
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と

規
定

す
る
。
さ
ら

に

〈
想
定
〉
を

〈
明
白
さ
〉
と

い
う
基
準

に
よ

っ
て
類
別
す
る
。
そ

し
て
、
あ

る
発
言
を

理
解
す

る
た
め

に
は
、
そ
れ
が
聞
き
手
に

〈
明
白
な
想
定
〉
を
も

た
ら

す
と

い
う

「
効
果
」
さ

え
生
め
ば
十
分
だ
と

い
う
。

し
か
し

〈
明
白
さ
〉
と
は
、
発
言
内
容
が
真
な

い
し
蓋
然
的
に
真
で
あ
る
想
定
と

し

て
聞
き
手
が
受
容
す
る
場
合

の
、
そ

の
想
定

の
性
状
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
反
例
を

退
け
ら
れ
な

い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
し
て
作
り
話
や
間
接
言
語
行
為
な

ど
、
さ
ま

菅
野

盾
樹

ざ
ま
な
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
の
形
態

に
対
し

て
有
意
性
理
論

で
は
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な

い
。
そ
れ
ら
が
字
義
的

に
真

で
あ
る

こ
と
は
な

い
の
だ
か
ら
。

反
例
を
う

ま
く
処
理
す
る
に
は

、
む
し
ろ
発
言

の
字
義
性
と
非
字
義

性
と

の
特
異
な

関
係
を
再
考

す
べ
き

で
あ
ろ
う

。
い

っ
そ
う
根
本
的

に
は
、
グ

ラ
イ

ス
が
示
唆
し
た

〈
認

知
的
効
果
〉

を
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
い
う

〈
理
解
〉
の
観
点

か
ら
捉

え
返
す

べ
き
だ
ろ

う
。
真

の
問
題

は
身
体
機
能
と
し
て

の

〈
理
解
〉
な
の
で
あ

る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

有
意
性

明
ら
か
な
想
定

ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー

字
義
性

理
解

隠
喩

表現 を理解す る とは どうい うことか
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1

〈
明
白
さ
〉
と
い
う
つ
ま
ず
き

言
語
理
解
に
関
す
る
グ
ラ
イ
ス
の
理
論
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
、
〈永
久
機

関
の
反
例
V
を
調
べ
る
こ
と
に
す

る
。
そ
れ
が
物
語
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
挿

話
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
学
の
研
究
室
に
籠
も
り
き
り
だ

っ
た
同
僚
が
、
あ
る

日
の
こ
と
、
通
り
す
が
り
の
私
の
服
を
と
ら
え
興
奮
し
た

口
調
で

「
お
い
君
、

つ
い
に
や

っ
た
よ
、
永
久
機
関
の
原
理
を
解
明
し
た
の
だ
」
と
喚
い
た
も
の
で

あ
る
。,
田
頃
の
こ
の
人
物
の
い
さ
さ
か
風
変
わ
り
な
言
動
を
ま
ん
さ
ら
知
ら
な

い
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
と
き

の
彼
の
精
神
状
態
が
ど
ん
な
か
は
よ
く
わ
か

る
。
し
か
し
、
同
僚
の
発
言
は
私

の
信
念
体
系
に
直
接
の
効
果
を
及
ぼ
す
わ
け

で
は
な
い
。
私
は

〈
こ
の
人
は
永
久
機
関
の
原
理
を
発
見
し
た
の
だ
〉
な
ど
と

は
信
じ
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
も
グ

ラ
イ
ス
が
話
し
手
の
意
図
し
た

「効
果
」
な

ヘ

ヤ

る
も
の
を
信
念
の
形
成
と
考
え
た

の
な
ら
、
同
僚
の
発
言
は
意
味
を
な
さ
な
い

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
グ
ラ
イ
ス
の
分
析
を
手
直
し
し
て
受
け
継
い
た
ス
ペ
ル
ベ
ル
た

ち
の

〈
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
分
析
〉
は
、
こ
の

「
反
例
」
、
を
救
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
問
題
の

「効
果
」
を
単
に
あ
る
・

事
実
の
表
現
を
構
想
す
る
こ
と

(お
糢
①
のΦ馨
言
σq
鋤
貯
o什)
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈

す
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
や
り
方
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
う
ま
く
解
消
で
き
る

よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
永
久
機
関
の
原
理
を
同
僚
が
発
見

し
た
こ
と
な
ど
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
う
し
た

ヘ

へ

こ
と
を
ひ
と
つ
の
想
定
と
し
て
心
に
い
だ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で

〈
永
久
機
関

の
反
例
〉
を
う
ま
く
咀
嚼
で
き
た
と
判
定
す

る
読
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、
当
人
が
ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
斜
め
読

み
し
か
し
て
い
な
い
点
は
請
け
合

っ
て
も
よ

い
。
多
分
、
そ
の
読
者
の
理
屈
は

次
の
よ
グ
な
も
の
だ
ろ
う
か
.
命
題
を
心
に
い
だ
く
や
り
方
は

一
通
り
で
は
な

へ

も

ら

も

い
。
あ
る
命
題
を
真
と
し
て
心
に
受
容
す
る
こ
と
が

〈信
念
〉
で
あ
り
、
真
偽

ヤ

ヘ

ヤ

へ

も

に
お
か
ま
い
な
し
に
命
題
を
心
に
1

受
け
入
れ
る
、
と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
だ

ヤ

も

ぬ

へ

も

が
、
少
な
く
と
も

受
け
と
め
る
態
度
が
著
者
た
ち
の

〈想
定
〉
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う

(た
と
え
ば
社
会
科
の
授
業
で

「も
し
財
布
を
拾

っ
た
ら
交
番

に
と
ど
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
教
師
が
発
言
し
た
と
す
る
。
生
徒
た
ち
に
と

っ

て

〈財
布
を
拾
う
こ
と
〉

は
単
な
る
想
定
に
す
ぎ
な
い
)
。

こ
の
区
別
を

〈
永

久
機
関
の
反
例
〉
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
の
同
僚
は
1
意
図
に
C

意
図
を
か
ら
め
て
自
分
の
発
言
に
こ
め
て
い
る
。
発
言
を
耳
に
し
た
私
が
C
意

図
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
だ
け
で
た
だ
ち
に
1
意
図
が
充
足
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
意

図
さ
れ
た
情
報
伝
達
の
効
果
が
私
の
側
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
言

う
な
ら
、
い
さ
さ
か
風
変
わ
り
な
こ
の
研
究
者
の
思
想
を
、
ひ
と
つ
の

〈想
定
〉

と
し
て
私
の
認
知
環
境
の
素
材
に
追
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
話
し
手
の

作
り
だ
し
た
刺
激
渉
私
の
認
知
環
境
を
変
容
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
私
は
同
僚
の
言
い
分
を
信
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
信
念
の
体
系

が
変
化
七
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

一
部
と
し
て
含
む
想
定
の
シ
ス
テ
ム
が
変

わ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
…
…
。

こ
の
論
証
は
間
違

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
決
定
的
に
見
落
さ
れ
て
い
る
の
は
、

〈
認
知
環
境
V
に
関
す
る
ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
定
義
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
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、

あ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

も

ヤ

カ

カ

ヘ

へ

あ

ヘ

へ

認
知
環
境
と
は
明
白
な
事
実
の
集
合

の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
す
で
に
か
な

り
譲
歩
し
て
き
た
。
ま
ず

〈
事
実
〉
を
問
わ
な
い
こ
と
に
し
た
℃
〈
想
定
〉
だ
け

で
話
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。
私
た
ち
も
命
題
の
受
容
の
仕
方
が

一

通
り
で
な
い
こ
と
は
認
め
た
い
と
思
う
。
あ
る
い
は

「認
識
論
」
を

「認
知
理

ノ

論
」
と
取
吻
替
え
る
約
束
を
し
て
も

い
い
と
さ
え
考
え
た
。
し
か
し
、
〈想
定
の

知
的
受
容
可
能
性
〉
の
問
題
は
歴
然
と
残

っ
て
い
る
。
〈
想
定
〉
は
問
題
の
半
分

に
す
ぎ
ず
、
そ
の

〈
明
白
さ
〉
が
あ
と
の
半
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
に
よ
れ
ば
、
事
実
の

〈
明
白
さ
〉
と
は
、
.

あ
る
事
実
は
次
の
場
合
に
か
ぎ

っ
て
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が
心

.
に
こ
の
事
実
に
関
す
る
表
現
を
構
想
で
き
、
し
か
も
こ
の
表
現
を
真
で
あ

る
も
の
と
し
て
、
な
い
し
は
恐
ら
く
真
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
。

(1
)

と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
を
ま
も
り
な
が
ら
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
よ
う
に
、
話
し
手
の
C
意
図
が
キ

ャ
ヅ
チ
さ
れ
る
と
い
わ
ば
自
動
的
に
1
意

図
が
充
足
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
見
解
を
と
り
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
1
意
図
の

充
足
と
は
、
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
発

言
の
意
味
が
聞
き
手
に
理
解
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
話
し
手
が
発
言
に
こ
め
た
意
味
内
容
が
聞
き
手
の
側
で
復
元

さ
れ
た
も
の
ー

そ
れ
に
し
て
も
、
復
元
な
ど
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
可
能

な
の
か
?

可
能
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
?
ー

が
彼
ら
の

い
う

〈
想
定
〉
に
相
当
す
る
。

有
意
性
理
論

(似
下
R
T
)
の
見
地
で
言
語
理
解

の
過
程
を
初
め
か
ら
辿
り

直
し
て
み
よ
う
。
話
し
手
が
発
言
す
る

(な
ぜ
と
い
え
ば
、
私
の
同
僚
は
あ
る

〈想
定
〉
を
心
に
保
持
し
た
か
ら
だ
)
↓
聞
き
手
で
あ
る
私
が
そ
れ
を
聞
き
取

る

↓
そ
の
発
言
に
、
私
は
同
僚
の
C
意
図
の
徴
候
を
見
る
↓
瞬
時
を
お
か
ず
、

私
は
相
手
の
1
意
図
を
も
察
知
す
る

↓
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
私
の
側
に
、
話
し

手
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
所
有
し
て
い
た

一
定
の

〈
想
定
〉
の
複
写
が
生
じ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。

つ
ま
り
私
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

〈
想
定
〉
に
そ

っ
く
り
な

〈想

定
〉
を
自
分
の
心
に
い
だ
い
た
の
で
あ
る
↓

こ
う
し
て
、
私
は
同
僚
の
発
言
を

ー

完
了
相
に
お
い
て
ー

理
解
す
る
。
以
上
の
ス
テ
ッ
プ
が
言
語
理
解
の

一

部
始
終
だ
と
い
う
こ
と
に
R
T
で
は
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
R
T
の
基
本

概
念
の

〈有
意
性
〉
と
そ
れ
に
深
く
結
び

つ
く
想
定
の

〈
明
白
さ
〉
と
い
う
概

念
は
、
言
語
理
解
過
程
を
こ
の
よ
う
に
み
な
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
ス
テ
ッ

プ
の
最
終
段
階
で
聞
き
手
渉
獲
得
す
る
も
の
は
、

つ
ね
に
何
ら
か
の
程
度
で
明

白
な

〈
想
定
〉
に
す
ぎ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
に
と

っ
て

〈永
久
機
関

の
原
理
を
同
僚
が
発
見
し
た
〉
と
い
う

〈想
定
〉
に
は
、
同
僚
に
は
失
礼
か
も

し
れ
な
い
が
、
毛

一
筋
ほ
ど
の
明
白
さ
も
認
め
が
た
い
の
で
あ

っ
て
、
R
T
の

枠
組
み
に
忠
実
な
か
ぎ
り
、
理
論
的
に
私
が
そ
ヶ
し
た

〈
想
定
〉
を
い
だ
く
余

(2
)

地
は
あ
り
え
な
い
。

こ
こ
で
は
R
T
も
グ
ラ
イ
ス
の
分
析
が
ク
リ
ア
で
き
な
か

っ
た
不
都
合
な
例

に
つ
ま
つ
い
て
し
ま
う

(
こ
れ
こ
そ
明
白
な
想
定
だ
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
)
。
芝
居
の
台
詞
、
隠
喩
、
条
件
文
、
間
接
言
語
行
為
な
ど
は
、
意
味
を
も

た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
言
語
で
も

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
俳
優
の
言
葉
が
観
客
に
も
た
ら
す

「
想

定
の
真
理
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
虚
構
の
発
言
で
あ
り
、
客

観
的
な

「真
理
」
な
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
隠
喩
は
字
義
的
に
は
偽
で
あ
る

こ
と
が
あ
る
。
「あ
の
男
は
狸
だ
」
と
い
う
発
言
に
よ

っ
て
、
聞
き
手
が
心
に

表 現を理解す る とは どういうこ とか
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表
象
し
た

「
真
な
る
想
定
」、

つ
ま
り
ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
い
う

「明
白
な
想

定
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人
間

(霊
長
目
ヒ
ト
科
の
哺
乳
類
)
が
同
時
に

イ
ヌ
科
の
哺
乳
動
物
で
あ
る
と
い
う
想
定
な
の
か
!

2

虚
と
実
と
の
あ
わ
い

こ
う
し
た
不
都
合
な
例
は
、
言
語
領
域
の
わ
ず
か
な
部
面
を
覆
う
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
反
論
が
き

っ
と
出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
言
い
方
に
は
ほ

.

ヘ

ヤ

へ

と
ん
ど
説
得
力
が
な
い
。
た
し
か
に
私
た
ち
は
日
常
の
多
く
の
場
面
で
字
義
的

ヘ

へ

も

ヘ

へ

で
真
面
目
な
表
現
を
お
こ
な

っ
て
お
り
、
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う
な

「不
真
面
目

な
」

(
オ
ー
ス
テ
ィ
ソ
)
表
現
は
ご

く
少
数
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
可
能

性
を
頭
か
ら
否
定
す
る
の
は
、
言
語
現
象
に
密
着
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
言
語

理
論
家
と
し
て
ア
ン
フ
ェ
ア
な
態
度

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
家
の
理
論
に
と

っ
て
好
ま
し
く
な
い
言
語
資
料
が
み

つ
か
る
と
、
理
論
家
は
そ
れ
が
い
か
に
も

言
語

の
本
質
を
は
ず
れ
た

つ
ま
ら
ぬ
も
の
の
よ
う
に
言
う
の
を
常
と
し
て
い

る
。
だ
が
、
問
題
の
言
語
現
象
が
些
末
で
あ
る
こ
と
を
示
す
し

っ
か
り
し
た
論

(3
)

証
は
い
つ
で
も
省
か
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

字
義
的
表
現
と
そ
う
で
な
い
表
現

(ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
)
を
古
ぼ
け
た
形
而
上

学
を
ひ
き
ず
る
実
証
科
学
的
手
法
で
比
較
計
量
し
う
る
と
思
う
の
が
、
そ
も
そ

も
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
言
語
表
現
の
う
ち
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
字
義
的
で
残
り
の

何
パ
ー
セ
ン
ト
が
非
字
義
的
で
あ
る
な
ど
と
い
う
統
計
資
料
を
だ
れ
も
見
た
た

も

ぬ

ぬ

ヘ

ヤ

ヘ

へ

も

へ

も

も

へ

も

カ

へ

あ

へ

め
し
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
日
常
表
現
の
非
字
義
性
こ
そ
自
然
言
語
の
日

ヘ

ヘ

へ

常
性
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
言
語
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
言

語
の
実
相
に
触
れ
よ
う
と
つ
と
め
る
者
な
ら
容
易
に
分
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。

非
字
義
性
の
言
語
現
象
と
い
っ
て
も
さ
衷
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。
そ
の
中

あ

や

で
も
だ
れ
の
目
に
も
顕
著
な

〈比
喩
〉
な
い
し

〈
文
彩
〉
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

し
か
七

〈
比
喩
〉
と

一
口
に
言
う
も
の
の
、
し
ば
し
ば
研
究
者
が
話
題
に
す
る

隠
喩
や
換
喩
以
外
に
、
あ
ま
り
に
平
凡
な
せ
い
か
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
い
直
喩
を
は
じ
め
と
し
て
、
誇
張
、
イ
ロ
ニ
ー
、
黙
説
、
オ
キ
シ
モ
ロ
ン
、

対
比
、
曲
言
法
な
ど
、
じ
つ
に
多
種
多
様
な
や
り
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し

て

い
う
な
ら
、
西
洋
人
の
も
の
し
た
伝
統
的
な
修
辞
学
は
、
じ

つ
に
修
辞
現
象

.

の
博
物
誌
と
も
い
う
べ
き
テ
ク
ス
ト
群
を
な
し
て
い
る
。
往
古
に
人

々
が
あ
ら

ゆ
る
珍
奇
な
動
物
や
植
物
や
鉱
物
を
美
麗
な
挿
し
絵
を
そ
え
て
書
物
の
な
か
に

閉
じ
こ
め
て
し
ま
お
う
と
し
た
よ
う
に
、
修
辞
学
の
テ
ク
ス
ト
は
珍
奇
な

と
い
う
の
に
語
弊
が
あ
る
な
ら
、
興
味
あ
る

言
語
表
現
を
採
集
し
い
つ
で

'も
玩
味
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
観
念
的
な
動
物
園
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
興

味
あ
る
表
現
手
法
の
か
け
ら
も
使
用
し
な
い
よ
う
な
言
語
資
料
が
は
た
し
て
あ

る
も
の
だ
ろ
う
か
。
文
彩
が
言
語
の
例
外
的

・
周
縁
的
現
象
な
ど
と
は
と
て
も

思
え
な
い
。
こ
れ
を
テ
ス
ト
し
た
い
な
ら
、
詩
人
や
作
家
の
文
章
を
資
料
と
し

な
い
こ
と
を
方
針
と
し
て
お
薦
め
す
る
。
市
井
の
人
々
の
話
し
言
葉
に
耳
を
傾

け
る
だ
け
で
よ
い
。
あ
る
い
は
い
っ
そ
、
比
喩
と
は
縁
遠
い
と
思
わ
れ
て
い
る

科
学
者
の

そ
れ
も
人
文
科
学
や
社
会
科
学
の
領
域
に
た
ず
さ
わ
る
者
で
は

な
く
、
数
理

一
点
張
り
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
自
然
科
学
者
の
理
論
的
記
述
を

調
べ
て
み
る
こ
と
を
お
薦
め
す
る
。
そ
れ
ら
の
言
語
資
料
に
も
ゆ
た
か
な
修
辞

(4
)

現
象
な
い
し
エ
ロ
キ

ュ
ー
シ
ョ
ン
が
必
ず
や
認
め
ら
れ
.る
は
ず
で
あ
る
。

ぬ

ヘ

カ

へ

ぬ

も

ヘ

へ

も

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

比
喩
が
し
ば
し
ば
見
え
に
く
い
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
生
ま
れ
た
て
の
比

4



喩
は
生
き
の
よ
い
の
が
取
り
柄
で
鮮

明
な
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
を
も

っ
て
い
る

が
、
言
語
の
や
り
と
り
溺
繁
く
な
る
と
と
も
に
そ
の
生
気
は
す
ぐ
に
失
わ
れ
て

し
ま
う
。
両
者
に
は
無
垢
の
金
貨
と
兌
換
紙
幣
と
の
ち
が
い
よ
り
も

っ
と
大
き

な
隔
た
り
が
あ
る
。
比
喩
が
多
く
の
人
に
共
有
さ
れ
流
通
の
範
囲
を
拡
大
す
る

へ

あ

へ

た
め
に
は
、
凡
庸
化
と
い
う
代
償
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
字
義
性

に
根
拠
を
も

つ
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
ー

ス
ペ
ル
ベ
ル
の
い
う
〈呼
び
起
こ
し
〉

(曾
o
o9口
o
口
)「

を
ほ
ど
ほ
ど
の
も
の
に
押
さ
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
字
義
性
一

へ
大
き
く
傾
斜
す
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
比
喩
に
は
生
き
の
よ
さ
の
程

度
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
理
論
家
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
彼
ら
が
、〈生
き

た
隠
喩
〉
(属
丘
轟

ヨ
Φ
富
9

0鬥)
と

〈
死
ん
だ
隠
喩
〉
(q
Φ巴

目
Φ母
嘗
o円)
の
区

別
を
す
る
の
も
、
同
じ
観
察
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
も
し
比
喩
と
し
て
の
息
の

、
根
を
す

っ
か
り
と
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
事
例
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
・そ
れ
は
字

義
的
表
現
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
例
が
比
喩
と
し
て
気
づ
か

れ
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「釘
の
頭
」
、
「
あ
た
た
か
な
心
」

な
ど
の
言
い
回
し
は
こ
れ
に
類
し
た
事
例
だ
ろ
う
。

比
喩
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
要
因
に
は

〈
呼
び
起
こ
し
〉
の
有
無
と
は
別

へ

も

も

へ

あ

へ

に
、
言
語
的
無
意
識
の
問
題
が
あ
る
。
ひ
と

つ
の
例
を
出
し
て
説
明
し
た
い
。

「
あ
の
男
は
狸
だ
」
と
い
う
表
現
が
隠
喩
で
あ
る
こ
と
は
見
易
い
が
、
「
気
温

が
高
い
」
も
そ
う
だ
と
は
気
づ
か
れ
に
く
い
。
前
者
の
比
喩
と
し
て
の
資
質
は

言
語
意
識
の
表
層
に
浮
き
出
て
い
る
。
こ
の
表
現
が
も
の
の
譬
え
で
あ
る
こ
と

を
意
識
し
な
い
で
使
用
す
る
話
し
手
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
後

者
が
や
は
り
比
喩
に
ぼ
か
な
ら
な
い

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
な
い
。
私

た
ち
は
つ
ね
に
あ
る
状
況
に
身
を
お
き
つ
つ
語
る
こ
と
を
す
る
。
〈
話
す
主
体
〉

(ωε
Φ什
窓
匿

彗
)
こ
そ
は
、
哲
学
者
が
名
づ
け
た
よ
う
な

〈
状
況
内
存
在
〉
な

の
で
あ
る

(
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
デ
カ
ル
ト
派
は

〈
思
惟
す
る
主
体
〉

(Φ
αq
o

o
oαq
冨
昌
ω
)
は
世
界
を
失

っ
て
も
な
お
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
称
し
て

い

る
)
。
私
た
ち
は
T
P
O

に
ふ
さ
わ
し
い
語
彙
を
も
ち
い
文
法
に
か
な

っ
た
文

を
組
み
立
て
口
に
出
す
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
言
語
過
程
は
、
終
始
、
基
本
的
に

は
無
意
識
の
う
ち
で
い
と
な
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
適
切
な
語
の
選
択
に
迷

う
こ
と
が
あ
る
。
文
法
的
に
奇
妙
な
言
い
回
し
を
し
た
の
に
気
づ
い
て
訂
正
す

る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
際
に
は
言
語
意
識
が
表
に
立

つ
。.
そ
し
て
多
く
の

実
際
的
な
場
面
で
、
私
た
ち
は
意
識
の
表
層
と
無
意
識
の
深
み
の
あ
い
だ
を
頻

繁
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
半
透
明
な
意
識
あ
る
い
は
前
意
識
の
曖
昧
さ

の
た
だ
な
か
で
表
現
を
や
り
繰
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
平
均
的
な
言

語
過
程
の
姿
で
あ

っ
て
、
頭
の
先
か
ら
爪
先
ま
で
意
識
的
な
言
語
の
い
と
な
み

な
ど
な
い
が
、
か
と
い

っ
て
全
身
を
無
意
識
に
沈
め
た
言
語
の
働
き
も
な
い
。

言
語
意
識
が
無
意
識
の
奥
底

へ
つ
な
が
り
そ
こ
で
朦
朧
と
な
る
方
向
と
無
意
識

か
ら
明
晰
な
言
語
音
が
発
出
し
て
く
る
意
識
化
の
方
向
と
が
交
錯
す
る
と
こ

ろ
、
そ
こ
が
表
現
の
い
と
な
ま
れ
る
場
所
で
あ
る
。

「気
温
が
高
い
」
が
比
喩
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
し
に
く
い
の
は
、
そ
れ
が
か

な
り
深
く
無
意
識
に
根
ざ
し
た
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
語
彙
や
文
法
を
私
た
ち

の
精
神
の
無
意
識
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
は
理
論
的
に
目
新
し
い
も
の
は
何
も

な
い
。
古
く
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

〈
ラ
ン
グ
〉
の
観
念
忙
は
す
で
に
よ
く
似
た
発

想
が
と
も
な

っ
て
い
た
し
、
近
年
の
チ
ョ
ム
ス
キ
⊥
言
語
学
に
い
う

〈
言
語
能

力
〉
(ぎ
讐

酵
8

0
0言
冨
8
ロ
o
Φ)
も
本
質
的
に
無
意
識
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら
は
言
語
を
無
意
識
の
預
域

へ
と
拡
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
反
対

表現 を理解す るとは どうい うことか
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も

ヘ

ヘ

へ

ら

あ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

に
無
意
識
を
言
語
化
す
る
誤
り
を
犯
し
て
し
ま

っ
た
。
無
意
識
が
言
語
と
同
じ

・よ
う
に
語
る
こ
と
に
な

っ
た
。
と
は

い
え
、
ま
さ
か
無
意
識
が
分
節
音
で
語
る

は
ず
は
な
い
か
ら

だ
れ
も
そ
ん
な
音
を
聴
取
し
た
こ
と
は
な
い
!
ー

、

無
意
識
の
言
語
化
億
分
節
音
ま
が
い
の
記
号
表
現
の
捏
造
を
と
も
な
う
こ
と
に

な
る
。
チ

ョ
ム
ス
キ
ー
が
想
定
す
る

〈
深
層
構
造
〉
に
よ
こ
た
わ
る
句
構
造
と

は
、
そ
う
し
た
言
語
中
心
主
義
が
生
ん
だ
キ
マ
イ
ラ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
た

ち
に
い
わ
せ
る
な
ら
、
無
意
識
は
言
語
と
し
て
語
り
は
し
な
い
。
無
意
識
は

(ふ

つ
う
の
意
味
で
の
)
言
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
そ

れ
を

〈
無
意
識
〉
と
呼
ぶ
理
由
が
不
明
に
な
り
は
し
な
い
か
っ
あ
る
い
は
フ
ロ

リ

へ

う

ヤ

も

ぬ

へ

ぬ

イ
ト
が
各
種
の
非
言
語
的
な
モ
デ
ル
で

〈無
意
識
〉
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
、

あ
の
惨
憺
た
る
苦
心
は
な
ん
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
〈
無
意
識
〉
を
な
ん
ら
か

の
記
号
シ
ス
テ
ム
と
み
な
、す
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
言
語
は
表

現
領
域
の
ご
く
小
部
分
を
お
お
う
に
す
ぎ
な
い
。
非
言
語
的
な
あ
ら
ゆ
る
表
現

が
言
語
と
と
も
に
人
間
を
作
り
上
げ

て
い
る
。
私
た
ち
の
言
い
た
い
の
は
、
多

へ

あ

へ

ぬ

へ

つ

く
の
理
論
家
が
言
語
中
心
主
義

(言
語
で
な
い
も
の
を
そ
う
だ
と
言
い
、
言
語

で
あ
る
も
の
を
そ
う
で
は
な
い
と
言
い
張
る
謬
見
)
に
認
識
の
目
を
曇
ら
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
に
す
ぎ
な
い
。

「
気
温
が
高

い
」
が
隠
喩
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
が
し
ば
し
ば
見
逃
し
て
し

ま
ヶ
の
も
、
私
た
ち
の
中
に
や
は
り
言
語
中
心
主
義
が
わ
だ
か
ま

っ
て
い
る
か

ら
だ
。
〈
高
い
〉

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
把
握
の
初
発
の
形
態
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
を
認
知
理
論
の
発
生
的
見
地
か
ら
精
確
に
記
述
す
る
の
は
必
ず

し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
は
じ
め
人

体
の
動
作

た
と
え
ば
手
を
伸
ば
し
て
も
の
を
掴
む
こ
と
ー

と
の
関
連
で

形
づ
く
ら
れ
た
点
は
確
実
だ
ろ
う
。
〈
木
は
高

い
〉
と
か

〈
キ
リ
ン
は
高
い
〉

ヘ

へ

と
い
っ
た
理
解
の
形
式
は
、
言
語
で
述
べ
う
る

〈
概
念
〉
で
は
な
く
て
む
し
ろ

ヤ

カ

身
体
が
や

っ
て
み
せ
る

〈
図
式
〉
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
あ
る
経
験
領
域
で

う
ま
く
い
っ
た
図
式
的
理
解
を
別
の
領
域
に
持
ち
込
む
こ
と
を
試
み
る
も
の
だ

(投
射
)
。
そ
れ
は
な
に
も
気
紛
れ
の
問
題
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
認
知

の
本

ら

へ

も

も

も

も

へ

質
的
制
約
の
た
め
で
あ
る
。
認
知
と
は
認
知

の
や
り
繰
り

(8
σq巳
ぼ
く
o
o8
-

ロ
o
日
団
)
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
認
知
的
資
源
に
つ
い
て
歴
史
の
は
じ
め
か

ら

つ
ね
に
希
少
性
に
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
投
射
が

首
尾
よ
く
ゆ
け
ば
、
新
た
な
領
域
が
隠
喩
的
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
算
段
を
重
ね
な
が
ら
人
間
は
経
験

の
領
野
を
豊
穣

な
ら
し
め
て
き

た
。
気
温
や
物
価
が
.コ
咼
い
」
こ
と
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起

力
を
失

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
死
ん
だ
隠
喩
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
出
生
の
最
中
に
そ
れ
を
置
き
直
し
て
や
る
な
ら
、
生
彩
あ
る
想
像

力
の
発
動
が
き

っ
と
再
来
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
で
も
、
こ
の
表
現

お
き

は
、
死
ん
だ
よ
う
な
外
貌
の
底
に
燠
の
よ
う
な
輝
き
を
潜
め
て
い
な
い
わ
け
で

(5
∀

は

な

い

。3

丶

ゆ
ら
ぎ
の
な
か
の
字
義
性

表
現
の
非
字
義
性
に
つ
い
て
は
、
比
喩
だ
け
で
話
の
片
が

つ
く
わ
け
で
は
な

い
。
な
ん
ど
も
言
及
し
た
芝
居
の
台
詞
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
典
型
で
あ

っ
て
、

〈
演
劇
〉
と
い
う
特
殊
な
芸
術
表
現
に
属
し
て
い
る
。
・フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
い
し

作
り
話
が
、
日
常
の
言
葉
の
や
り
取
り
に
は
直
接
関
係
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
な

6



の
に
は
無
理
も
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
俳
優
の
発
語
行
為
と
し
ろ
う
と
の
言
葉

の
や
り
取
り
が
ま

っ
た
く
異
な
る
セ

ッ
テ
ィ
ン
グ
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
明
ら

か
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
社
会
言
語

学
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
民
族
誌
、

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

へ

語
用
論
な
ど
と
い
っ
た
分
野
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
、
日
常
言
語
に
数

々
の

も

も

へ

ぬ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

へ

ぬ

ぬ

へ

作
り
話
の
タ
イ
プ
が
混
入
し
て
い
る
形
跡
は
、
言
語
の
実
態
を
少

々
調
べ
て
み

れ
ば
す
ぐ
に
知
ら
れ
る
。

・第

一
に
私
た
ち
は

〈
嘘
〉
を

つ
く
。
深
刻
な
嘘
は
い
ま
別
の
話
と
し
て
、
〈お

世
辞
〉
あ
る
い
は

く
お
愛
想
V
(ωo
o
一餌;

Φ
)を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
研
究
者

の
友
人
が
新
し
い
著
書
を
私
に
く
れ
た
と
し
た
場
合
、
た
と
え
そ
の
内
容
が
不

出
来
で
賛
成
で
き
な
い
議
論
に
満
ち
て
い
た
と
し
て
も
、
友
人
に
ず
け
ず
け
と

真
実
を
述
べ
る
こ
と
を
私
は
控
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
に
当
た
り
障
り
の

な
い
お
世
辞
を

口
に
し
て
、
彼

の
好
意
に
感
謝
の
意
を
表
わ
し
執
筆

の
苦
労
を

ね
ぎ
ら
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は

〈
嘘
〉
を
つ
く
こ
と
だ
。
し
か
し

そ
れ
は
な
に
も
私
が
不
正
直
だ
か
ら

で
は
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
が
致
命
的
な

、

事
態
を
回
避
し
、
そ
の
本
に
つ
い
て
真
面
目
に
批
評
を
述
べ
そ
れ
を
著
老
に
聞

い
て
も
ら
う
可
能
性
を
真
摯
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
真
実
を
曲
げ
字
義
性
を

犠
牲
に
し
た
私
が
目
指
し
て
い
る
も

の
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
あ
る
意
味

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(6
)

で
真
実
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
で
き
な
い
が
、
〈
作
り
話
〉
が
字
義
的
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ど
れ
ほ
ど
本
質
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
を
決
し
て
軽

視
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
条

件
文
、
間
接
言
語
行
為
な
ど
の
非
字
義
的

表
現
も
、
こ
れ
に
劣
ら
ず

二
つ
の
C
、
す
な
わ
ち

コ
グ
ニ
シ
ョ
ン

(認
知
)
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
本
質
的
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
私

た
ち
の
言
語
の

や
り
取
り
は
字
義
性
だ
け
を
律
儀
に
遵
守
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
か
と

い
っ
て
非
字
義
的
な
も
の
の
騒
乱
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
実

と
虚
の
微
妙
な
な
い
ま
ぜ
と
し
て
私
た
ち
の
表
現
は
あ
る
。
字
義
的
な
も
の
が

意
味
を
な
す
た
め
に
は
、
非
字
義
的
な
も
の
が
ー

あ
る
い
は
密
か
に
、
あ
る

い
は
明
ら
か
に
1

二
重
に
響
き
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
。
非
字
義
的
表
現
を

し
ば
し
ば

〈ポ
リ
フ
ォ
ニ
i
>
と
呼
ん
で
き
た
の
も
こ
の
点
を
考
慮
し
た
か
ら

で
あ
る
。
多
く
の
声
を
ひ
と

つ
の
声
と
し
て
聞
く
と
こ
ろ
に
非
字
義
的
表
現
が

成
り
立

つ
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
表
現
の
字
義
性
が
成
就
す
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
字
義
性
の
原
理
に
反
し
な
が
ら
こ
の
要
件
を
欠
く
表
現
は
そ
の
名
に
値

し
な
い
。
そ
れ
は
表
現
と
し
て
は
実
ら
な
か

っ
た
表
現
、
つ
ま
り
本
来
の
表
現

可
能
性
を
喪
失
し
た
ま
が
い
も
の
に
す
ぎ
な
い

(と
は
い
え
、
あ
る
意
味
で
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
表
現
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
〈
表
現
の
誤
り
〉

が
あ
り
う
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
)。
虚
実
皮
膜
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
多

様
な
見
地
か
ら
多
数

の
研
究
が
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
労
作

に
い
ま
必
要
な
の
は
デ
ー
タ
の
細
部
を
仕
上
げ
る
こ
と
や
理
論
的

一
般
化
で
あ

る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
引
き
摺

っ
て
い
る
古
め
か
し
い
哲
学
を
清
算
す
る

こ
と
、
表
現
理
論
を
構
想
す
る
な
か
で
知
の
断
片
化
と
忘
却
か
ら
そ
れ
ら
を
救

出
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

大
方
の
言
語
学
者
は

〈
語
順
〉
、
〈
強
調
〉
・な
ど
の

「パ
ラ
言
語
学
的
」
(b
鋤
-

も

へ

蠢
=
昌
讐
酵
言
)
現
象
を
言
語
の
意
味
に
は
か
か
わ
ら
な
い
偶
然
的
要
素
と
し
て

意
味
論
の
範
囲
か
ら
締
め
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
要
素
が
、
じ
つ
は

、表
現
の
意
味
に
寄
与
す
る
言
語
的
な
手
法
ー

た
だ
し
レ
ト
リ
カ
ル
な
手
法
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
ゆ
た
と
え
ば
英
語
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ

表現 を理解す るとは どうい うこ とか
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へ

も

語
彙
を
も
ち
い
て
受
動
態
と
能
動
態

と
い
う
異
な
る
話
法
で
同

一
の
事
態
を
記

述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
学
者

は
こ
れ
ら

二
つ
の
表
現
が
外
延
的
に
等
値

だ
と
称
し
て
す
ま
せ
て
い
る
が
、
言
語
的
/
言
語
外
的
と

い
う
恣
意
的
な

く対

比
V
を
離
れ
て
む
う

一
度
こ
れ
を
見

つ
め
直
す
な
ら
、
語
順
の
違
い
が
そ
れ
ぞ

れ
の
表
現
の
含
立昂
l
l
し
ば
し
ば
、
こ
れ
は

〈語
用
的
含
意
〉

(崗
9
αq
巨
銭
o

ぎ

忌
。9
什δ
昌
)
や

〈含
み
〉

(ぎ
9
$
巳
器
)
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
差
を
も

た
ら
す
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、

(C
)
寓
団
6讐

Φ
簿
些
Φ
蔚
母
住
・(「
う
ち
の
猫
が
ト
カ
ゲ
を
食
べ
た
」)

(L
)
↓
げ
巴
凶鑓
益

零
器

o
鉾
Φ
p
げ
同
蓴
団
8
什.(「
ト
カ
ゲ
は
う
ち
の
猫
が
食

べ
た
」
)

の
二
つ
の
文
を
比
べ
て
み
よ
う
。
希
少
な
動
物
で
絶
滅
が
危
ぶ
ま
れ
国
際
的
に

保
護
が
叫
ば
れ
て
い
る
あ
る
種
の
ト
カ
ゲ
を
繁
殖
の
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
研

究
所
で
の
こ
と
、
所
員
の
不
注
意
で
彼
女
の
猫
が
こ
と
も
あ
ろ
う
に
そ
の
ト
カ

ゲ
を
食
べ
て
し
ま

っ
た
と
す
る
。
誰

の
飼
猫
が
ト
カ
ゲ
を
食
べ
た
の
か
、
と
い

う
所
長
の
詰
問
に
こ
れ
ら
ふ
た
通
り

の
返
答
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
(C
)

が
端
的
に
問
い
に
答
え
て
い
る
の
に
反
し
て
、
(L
)
の
ほ
う
は
い
か
に
も
冗
長

で
あ
る
。
ト
カ
ゲ
が
殺
さ
れ
た
の
は
既
定
の
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
の

も

も

へ

あ

ヘ

へ

有
意
性
の
欠
如
は
意
味
の
上
で

(C
)
と
の
差
を
も
た
ら
す
。
ま
る
で
食
べ
ら

れ
た
の
は
ト
カ
ゲ
が
の
ろ
ま
だ

っ
た

せ
い
だ
と

(L
)
ば
言

い
た
い
よ
う
に
聞

.
こ
え
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
こ
の
種
の
ト
カ
ゲ
は
他
の
動
物
に
捕
食
さ
れ
る

こ
と
が
自
然
の
摂
理
で
あ
る
、
と
.い
う
含
み
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
な
の

で
あ
る
。

言
語
の
機
能
を
い
く
つ
数
え
る
か
、
ど
ん
な
機
能
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
か
、

と
い
う
問
題
は
し
ば
し
ば
言
語
理
論
家
の
議
論
の
的
と
な

っ
て
き
た
。
私
た
ち

へ

も

あ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

へ

り

は
、言
語
が
人
間
の
い
の
ち
の
営
み
で
あ
り
そ
の
存
在
の
様
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、

へ

最
小
限
、
認
知
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
認
め
れ
ば
十

分
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ち
の
機
能
を
別
の
側
面

で
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
取
り
出
せ
ば

〈
カ
テ
ゴ
リ
i
把
握
〉
(S
8
伽q
o
ユ
N甲

けδ
昌
)
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
と
人
と
が
語
り
合
う
こ
と
は
何
か
を
何
か
と
し
て

明
言
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
発
言
の
意
味
を
そ
の
真
理
条
件
や
そ
れ
が
指

示
す
る
事
態
に
還
元
す
る
意
味
論

フ
レ
ー
ゲ
か
ら
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
に
至

る
ま
で
、
こ
の
種
の
意
味
論
が
正
統
的
な
ド
ク
マ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
ご
承

知
の
通
り
で
あ
る
ー

は
、
私
た
ち
の
実
際
に
口
に
し
て
い
る
言
語
の
意
味
を

取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
点
で
は
な
は
だ
中
途
半
端
な
理
論
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え

あ

へ

も

カ

な
い
。
〈う
ち
の
猫
が
ト
ヵ
ゲ
を
食
べ
た
〉
と
い
う
の
は
ひ
と

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

ぬ

ヘ

ヤ

へ

も

へ

把
握
で
あ
り
一
〈
ト
カ
ゲ
は
う
ち
の
猫
が
食
べ
た
〉
は
も
う
ひ
と

つ
の
カ
テ
ゴ

リ
i
把
握
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が

「同
じ
事
態
」
の
二
つ
の
異
な
る
理
解
で
あ
る

か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

〈
意
味
〉
が
異
な
る
の
は
当
然
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

比
較
言
語
学
の
視
点
に
立
て
ば
事
柄
は
い
っ
そ
う
明
瞭
と
な
る
だ
ろ
う
。
誰

.か
が
何
か
を
ど
う
こ
う
す
る

た
と
え
ば

〈
ベ
ー
ブ
ル
ー
ス
が
ホ
ー
ム
ラ
ソ

.を
打

っ
た
>
1

と
い
う
事
態
の
構
造
を
S
O
V
と
分
節
化
し
よ
う

(学
校
の

文
法

で
は
S
を
主
語
、
0
を
目
的
語
、
V
を
他
動
詞
な
ど
と
分
類
し
て
い
る

が
、
い
ま
こ
の
こ
と
の
是
非
は
問
題
と
し
な
い
)
。
英
語
の
表
現
だ
と
同
じ
事
態

が
S
V
O
と
分
節
化
さ
れ
る
の
は
中
学
生
で
も
知

っ
て
い
る
。
数
学
の
組
合
せ

の
考
え
か
ら
す
る
と
、理
論
的
に
は
六
通
り
の
表
現
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

8
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と
こ
ろ
が
言
語
の
世
界
は
広
い
も
の
で
、
前
記
の
二
つ
の
方
式
に
加
え
て
、
実

際
に
、
V
S
O
(
O
V
S
、
O
S
V
、
V
O
S
と
い
う
分
節
化
の
方
式
を
そ
な

え
た
言
語
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
た
と
え
ば
古
典
ア
ラ
ブ
語
で
は
、
「打

っ

た

・
ベ
ー
ブ
ル
」
ス
が

・
ホ
…
ム
ラ
ン
を
」
式
の
言
い
方
に
な
る
と
い
う
。
そ

ゐ

も

も

へ

れ
そ
れ
の
方
式
は
事
態
を
理
解
す
る
仕
方
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
を
そ
な
え
た
表
現
は
多
少
と
も
意
味
が
異
な
る
の
で
あ

(7
)

る
。
言
語
学
者
で
こ
う
し
た
観
点
を
強
調
し
た
の
が
サ
ピ
ア
と
ウ
ォ
ー
フ
で
あ

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
言
語
が
も
の
ご
と
の
理
解
に
決
定
的

な
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
主
張
を
述

べ
た

(〈
サ
ピ
ア
ー
ウ
ォ
ー
フ
仮
設
〉
)
。
こ

の
仮
設
は
し
ば
し
ば

〈
言
語
相
対
主
義
〉
(ぎ

雅
陣。。け8
『巴
o
菖
鼠
ω白
)
の
主
張
と

取
り
違
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
む
し
ろ

レ
ト
リ

ッ
ク
を
基
礎
と
す
る
認
知
理
論

(§
Φ8
ユ
o
巴
9
奠
o蔓

oh
o
oαq艮

寓
o昌
)

と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
著
者
た
ち
に
誤
解
を
読
者
に
も
た
ら

し
か
ね
な
い
言
辞
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
思
想
の
本
来
の

意
義
は
、
新
た
な
表
現
論
の
構
想
の
な
か
で
中
庸
な
解
釈
を
受
け
取
る
べ
き
も

(8
)
.

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
記
号
論
に
と

っ
て
本
質
的
な

〈
対
比
〉
が
ま
す

ま
す
強
く
印
象
さ
れ
て
く
る
。
二
〇
世
紀
の
論
理
学
者
や
言
語
理
論
家
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な

〈
対
比
〉
を
打
ち
出
す
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
を
構
想
し
て
き

た
。
使
用

(口
ωΦ
)
/
意
味

(ヨ
匿
巳
昌
αq
)
、
意
味
論
/
語
用
論
、
パ
ラ
言
語
学

/
言
語
学
、
行
為
/
記
述
、
実
演
発
語

(冨
胤o
Hヨ
註
く
o
ω)/
確
認
発
語

(8
昌
-

ω$
ぼ
く
Φ
ω)
、
言
語
/
メ
タ
言
語
、
使
用

(q
ω
①)
/
言
及

(巳
Φ口
江
o
ロ
)
…
な
ど

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
あ
る
範
囲
の
妥
当
性
を
も
ち
そ
れ
な
り
に
有
効
な

く
対

比
〉
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
金
科
玉
条
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
こ
の

へ

あ

ヘ

へ

範
囲
に
収
ま
り
き
ら
な
い
言
語
現
象
を
無
視
す
る

口
実
と
な
る
と
き
、
そ
れ
ら

は
に
わ
か
に
言
語
認
識
の
障
害
に
転
身
す
る
。

こ
れ
ら
の
ど
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
部
に
よ
こ
た
わ
る
の
は
、
〈字
義
的
/

非
字
義
的
〉
と
い
う
鮮
や
か
な

〈
対
比
〉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
手
に

た
ず
さ
え
た
深
さ
の
基
準
は

〈意
味
の
可
能
性
〉
に
あ
る
。
た
と
え
ば
行
為
/

記
述
と
い
う

〈対
比
〉
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
行
為
も
意
味
で
あ
り
う
る
し
、

記
述
も
意
味
を
も
ち
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
基
準
を
ゆ
う
ゆ
う
と
充

た
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

〈字
義
的
で
は
な
い
も
の
〉
は
、
す
で
に
意
味
に
と

り
ど
こ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
事
象
と
し
て
出
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
意
味

と
し
、て
奇
妙
だ

っ
た
り
異
常
で
あ

っ
た
り
、
反
対
に
、
得
も
言
わ
れ
ぬ
も
の
、

卓
越
し
た
も
の
で
あ

っ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
単
に
意
味
の
勘
違
い
や
し
く
じ

り
だ

っ
た
り
も
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
字
義
的
で
な
い
も
の
は
意
味
の
尺
度

を
は
み
出
て
い
る
か
、
押
し
当
て
よ
う
と
し
て
も
す
り
ぬ
け
て
し
ま
う
か
、
そ

う
し
た
点
で
基
準
外
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

4

い
た
る
と

こ
ろ
の

工
ロ
キ

ュ
ー
シ

ョ
ン

人
間
の
も

っ
と
も
人
間
ら
し
い
特
質
を

〈
ホ
モ

・
ロ
ク
エ
γ
ス
〉
(げ
o
日
巳
守

ρq
自
の)
つ
ま
り

〈
言
語
を
話
す
存
在

〉

と
い
う
人
間
の
姿
に
求
め
る
思
想
に

私
た
ち
は
心
惹
か
れ
る
。
こ
の
種
の
人
間
観
か
ら
実
に
多
く
の
も
の
を
示
唆
さ

れ
た
こ
と
も
正
直
に
述
べ
て
お
こ
う
。
し
か
し
ホ
モ

・
ロ
ク
エ
ン
ス
の
人
間
観
、

に
は
、
し
ば
し
ば
言
語
に
関
す
る
あ
ら
れ
も
な
い
幻
想
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ

表現を理解 する とは どういうことか
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と
も
私
た
ち
は
知

っ
た
の
で
あ
る
。

一
語
で
い
う
な
ら
、
言
語
中
心
主
義
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ざ

つ
.と
列
挙

し
た
数
々
の

〈
対
比
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
に
言

語
中
心
主
義
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の

一
部
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た

つ
も
り
で

あ
る
が
、
そ
れ
牡
は
幾
重
に
も
縺
れ

あ
い
な
が
ら
旧
い
タ
イ
プ

の
記
号
論
の
礎

石
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
風
化
に
ま
か
せ
れ
ば
よ
い

な
ど
と
見
縊
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
個

々
の

〈対
比
〉
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
本
質

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
と
し
て
の
限
界
の
設
定
に
今
後
も
努
力
す

る
こ
と
が
肝
要
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
人
間
で
あ
る
と
い
う

こ
と

(
σ
Φ
冒
ひq
ゴ

言
僧
口
)
が
言
葉
を
話
す

と
い
う
こ
と

(ωb
$
匠
昌
αq
　
δ
o
暮
δ
ロ
)だ
と
言

っ
て
も
そ
う
間
違
え
で
は
な
い

の
は
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
の
動
物
た
ち
や
重
度
の
知
能
障
害
を
も

つ
人
の
中
に

私
た
ち
の
と
同
じ
言
語
能
力
を
も

つ
例
が
皆
無

で
あ
る
点
か
ら
明
ら
で
あ
ろ

,

う
。
だ
が
こ
の
観
察
が
自
明
な
の
は

「
言
語
」
の
定
義
に
か
ら
く
り
が
仕
掛
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
人
間
1

た
だ
し
正
常
な
大
人
の

だ
け
に
そ
な
わ

る
言
語
能
力
が
人
間
だ
け
に
そ
な
わ
る
と
い
う
の
は
、
当
然
と
い
う
も
愚
か
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
言
語
中
心
主
義
で
は
な
か
ろ
う
か
。
片
言
し
か
言
え

な
い
幼
児
や
言
語
中
枢
に
障
害
を
も

っ
た
者
で
も
、
表
情
や
仕
草
や
音
楽
や
ダ

も

も

ソ
ス
な
ど
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
お
こ
な
い
、
自
分
の
思
い
を
述
べ
他
人
の

思
想
を
受
け
と
め
て
い
る
事
実
に
い
さ
さ
か
の
違
い
も
な
い
。
人
間
に
固
有
の

言
語
表
現
を
、
こ
う
し
て
開
け
て
く
る
表
現
領
域
全
体
の
拡
が
り
の
中
に
置
き

直
し
て
や
ろ
う
。
す
る
と
言
語
表
現
に
す
ぐ
隣
接
す
る
特
異
な
表
現
区
域
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
人
間
本
来
の
言
語
表
現
で
は
な

い
が
、
そ
れ
が
し
め
る
領
域
か
ら
画
然
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

光
の
ス
ペ
ク
ト
ル
が
赤
か
ら
橙
色
に
い
つ
し
か
連
続
的
に
移
行
し
て
ゆ
く
よ
う

に
、
言
語
表
現
に
は
そ
れ
に
十
分
に
類
似
し
た
表
現
領
域
が
つ
な
が

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
系
統
発
生
の
観
点
か
ら
言
う
な
ら
、
近
年
に
独
立
の
種
で
あ
る
こ

と
が
分
か

っ
た
類
人
猿
ボ
ノ
ボ

の
言
語
表
現
を
そ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
個
体
発
生
の
見
地
に
立
つ
と
き
、
言
葉
を
習

い
憶
え
る

以
前
の
幼
児
の
言
語
表
現
も
そ
こ
と
つ
な
が

っ
て
い
る
と
思
え
る
。
こ
う
し
た

表
現
領
域
の
具
体
的
構
造
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
経
験
的
研
究

こ
れ

ら
の
学
問
を

〈
比
較
表
現
学
〉
な
い
し

〈発
達
表
現
学
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
切

で
あ
ろ
う

が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
確
実
な
こ
と
は
あ
ま
り

分
か
ら
な
い
。
や
や
極
端
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
社
会
性
昆
虫
の
記
号
行
動

(例
え
ば
、
蜜
蜂
の
ダ

ン
ス
)
と
人
間
言
語
と
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
り
を
も

つ

と
さ
え
言
え
る
。
両
者
に
単
純
な
進
化
の
物
差
し
を
押
し
あ
て
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
蜜
蜂
の
ダ
ソ
ス
に
は
人
間
言
語
の
あ
る
側
面

(例
え
ば
記
号
表
現
の
二

重
分
節
)
が
す
で
に
そ
な
わ

っ
て
い
る
し
、
反
対
に
人
間
言
語
に
も
、
蜜
蜂
ダ

ン
ス
に
顕
著
な
特
徴

(ア
イ

コ
ニ
ッ
ク
な
記
号
機
能
)
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

人
間
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に
言
葉
を
遣
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し

〈
言
語
〉
と
い
う
用
語
の
曖
昧
さ
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
警
戒
を
怠

っ
て
は
な
ら
な

い
。
言
語
中
心
主
義
者
た
ち
は
、
私
た
ち
の
言
う

〈
言
語
表
現
〉
、
す
な
わ
ち

固
有
な
記
号
シ
ス
テ
ム
と
し
て
言
語
学
的
に

(
い
わ
ば
か
ろ
う
じ
て
)
そ
の
同

一
性
を
認
定
し
う
る
個
別
言
語

た
と
え
ば

「
日
本
語
」
や

「
フ
ラ
ン
ス
語
」

の
よ
う
に
固
有
名
で
称
さ
れ
世
間
で
お
お
ざ

っ
ぱ
に

く
自
然
言
語
V
な
ど
と
い

わ
れ
て
い
る
言
語
1

だ
け
に

〈
ラ
ソ
ガ
ー
ジ

ュ
〉
(
ソ
シ

ュ
ー
ル
)
な
り

く
言

10

.



語
能
力
V
(チ
ョ
ム
ス
キ
ー
)
な
り

く
非
自
然
的
意
味
V
(グ
ラ
イ
ス
)
な
り
、

人
に
よ

っ
て
言
い
方
は
異
な
る
も
の
の
、
人
間
言
語
の
お
墨
付
き
を
授
け
て
い

ゐ

も

あ

あ

へ

ぬ

る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
私
た
ち
は
他
者

へ
の
認
知
を
包
摂
し
た
表
現
な
ら
ふ

つ
う
の
意
味
で

「
言
語
」
と
呼
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、

幼
い
子
が
気
分
が
悪
く
な
り
倒
れ
そ
う
な
不
安
を
言
い
た
く
て
母
親
に
そ
の
青

ざ
め
た
表
情
を
見
せ
る
の
は

(事
例

(
a
)
)
、
大
雑
把
に
言
え
ば
幼
児
の
言
語

な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
問
題
は
用
語
で
は
な
い
。
グ
ラ
イ
ス
が
正
し
く
見
抜
い
て

も

へ

も

へ

も

へ

で

い
た
よ
う
に
、
こ
の
事
例
に
自
然
現
象
の
に
な
う
情
報
と
は
別
の
言
語
の
意
味

(一甘
讐

響
甘
日
oき
ぎ
σq
.)
を
認
定
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
の
岐
路
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、

こ
の
種
の
意
味
は
絵
画
、
写
真
、
ダ
ソ
ス

そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
記
号
表
現
を
ま
と
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
言
語
的
」

(膏
-

ひq9
ω什甘
)
と
い
う
形
容
詞
は
比
喩
に
す
ぎ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が

こ
の
用
語
を
遣
う
と
き
に
は
そ
の
語
源
を
つ
よ
く
意
識
し
て
い
る
。
舌
、
喉
、

声
帯
、
ひ
い
て
は
全
身
を
使
用
し
て
人
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ソ
表
現
に
身
を

投
じ
る
。
=
ロ
αq巳
の什凶o
は
も
と
ぎ
讐

9
(舌
)
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
身
体

性
に
も
と
つ
く

く機
能
V
と
し
て
の
表
現
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

「言

語
的
」

(
ぎ
αq
三
の暑

)
に
は
二
つ
の
比
喩
の
重
な
り
が
あ
る
。
舌
が
身
体
性

一

あ

あ

般
を
意
味
す
る
点
で
そ
れ
は
換
喩
で
あ
る
し
、
身
体
の
機
能
が
言
語
機
能
に
投

も

あ

射
さ
れ
て
い
る
点
で
そ
れ
は
隠
喩
な
の
だ
。
こ
う
し
て
、
事
例
(
a
)
は
お
お
ま

か
に
は

「
言
語
」
と
呼
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
が
、
私
た
ち
が
辿
り

つ
つ
あ

る
の
が
理
論
的
過
程
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
何
よ
り

術
語
の
厳
密
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
目
が
口
ほ
ど
に
も
の
を
言
う
と
は
、
も
の
の

譬
え
に
す
ぎ
な
い
。幼
児
の
表
情
は
分
節
音
か
ら
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ダ

ン
ス
や
絵
画
は
明
ら
か
に
言
語
で
は
な
い

(〈
絵
画
の
言
語
〉
や

〈ダ

ン
ス

の
言
語
〉
を
構
想
す
る
素
朴
な
記
号
論
の
試
み
は
、
グ

ヅ
ド

マ
ン
が
明
言
し
て

い
る
よ
う
に
必
ず
や
失
敗
す
る
。

だ
が
こ
れ
は
別
の
話
で
あ
ろ
う

)
。
そ
こ
で

ふ

つ
う
の
意
味
の

〈
言
語
表
現
〉
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
の
種
の
表
現
領

域
を

く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
表
現
V
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

言
語
表
現

(大
雑
把
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
言
語
中
心
主
義
者
の
い
う

「言
語
」

.に
対
応
す
る
)
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
表
現
の
中
に
置
き
直
す
こ
と
は
、
〈
言

語
V
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
新
規
に
編
成
す
る
効
果
を
生
む
。
そ
れ
は
新
た
な
言

語
観
を
形
づ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ポ
イ

ソ
ト
は
こ
れ
ま
で
の
道
す
が
ら
に

へ

も

へ

も

も

機
会
が
あ
り
し
だ
い
指
摘
し
て
き
た
。
・第

一
に
、
言
語
は
身
体
の
機
能
で
あ
り

ど
こ
ま
で
も
い
の
ち
の
営
み
で
あ
る
。
第
二
に
、
言
語
の
意
味
は
身
体
的
機
能

で
あ
り

く
概
念
V
と
は
別
の
水
準
を
そ
な
え
て
い
る
。
記
号
表
現
を
裏
打
ち
す

る
の
は
む
し
ろ

〈
図
式
〉
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ソ
ト
は
意
味
論
の
構
想
に

た
だ
ち
に
深
刻
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
認
知
意
味
論
者
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
的
意
味
の
原
型
は
感
覚

・
運
動
的
図
式
に
あ
る
。
そ

し
て
私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
図
式
は
す
で
に

〈
換
喩
〉
と
い
う
原
初
の
比
喩

(9
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
図
式
を
想
像
力
に
よ

っ
て
投
射
す
る
こ
と
で

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
拡
張
が
は
か
ら
れ
る
。
あ
る
経
験
領
域
で
換
「喩
ど
し
て
フ
ォ
ル

ム
を
授
け
ら
れ
た
図
式
が
別
の
領
域
に
ず
ら
さ
れ
、
そ
こ
で
別
の
換
喩
的
図
式

を
受
け
取
る
。
こ
う
し
て
隠
喩
が
生
成
す
る
。
隠
喩
と
は
換
喩
の
論
理
的
積
な

の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
こ
こ
で
提
出
し
た
い
仮
設
ー

こ
れ
か
ら
言
語
資
料
や

心
理
学
の
実
験

・
観
察
に
よ

っ
て
ま
ず
ま
す
そ
の
輪
郭
を
明
確
に
し
て
ゆ
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
仮
設
を

一
言
で
い
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
あ
ら

表現 を理解す るとは どうい うこ とか11



ゆ
る
認
知
の
基
礎
に
は
比
喩
が
あ
る
、
と
。

こ
の
仮
設
を
も

っ
と
確
か
ら
し

い
も
の
に
す
る
た
め
の

一
つ
の
方
策
は
、
換

喩
や
隠
喩
の
成
立
そ
の
も
の
を
詳
細

に
検
討
す
る
こ
と
と
は
別
に
、
そ
れ
以
外

の
比
喩
の
形
態
や
比
喩
と
は
言
え
な

い
そ
の
他
の
文
彩
の
形
態
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
資
料
に
密
着
し
た
入
念
で
微
細
な
経
験
的
観
察
を
積
み
重
ね
る
こ
と
だ

ろ
う
。
私
た
ち
の
仮
設
は
、
人
間
言
語
が

い

っ
て
み
れ
ば
そ
の
生
ま
れ
も

あ

や

育
ち
も
-

比
喩
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
彩
な
し
で
は
存
立
で
き
な
い

こ
と

を

主

張

し

て

い
る

。

人

間

の
語

る

さ

ま

(
δ
o
暮
δ
口
)
は

、
本

質

的

に

、

文
彩

を

と

り

ま

ぜ

て

の
語

り
方

(
O
一〇
〇
口
什
一〇
口
)
以

外

の
な

に
も

の

で
も

な

い
。

ぬ

も

へ

も

ら

も

へ

り

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

め

ヘ

カ

あ

へ

も

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ロ
キ

ュ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
ま
ま
エ
ロ
キ

ュ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
言
語

(認

知
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
の
本
質
、
そ
れ
は
修
辞
現
象

(色
o
o鼠

oロ
)
だ

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

思
わ
ず
寄
り
道
を
し
そ
う
に
な

っ
た
が
、
〈
言
語

へ
の
道
〉
が
ど
れ
ほ
ど
捗

っ
た
か
を
冷
静
に
心
に
問
う
な
ら
ば

、
〈
永
久
機
関

の
反
例
〉
と
い
う
小
さ
な

問
い
で
あ

っ
て
さ
え
、
確
か
な
決
着
を

つ
け
る
た
め
に
は
こ
こ
で
の
議
論
が
決

し
て
寄
り
道
な
ど
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
が
決
着
の
た
め
の
議
論
が
ま

だ
お
お
は
ば
に
不
足
し
て
い
る
点
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、

ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
分
析
が
不
成
功
に
終
わ

っ
て
い
る
こ
と

が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

5

〈
理
解
〉
の
意
味
論

こ
こ
か
ら
学
ぶ
べ
き
も

っ
と
重
要
な
教
訓
は
、
グ
ラ
イ
ス
流
の

「
反
射
的
意

r

図
L
の
構
想
に
は
見
込
み
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
直
し
て
継

承
鵡
よ
う
と
し
た
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
分
析
も
は
な
は
だ
中
途
半
端

な
結
果
に
終
わ

っ
て
い
る
。
問
題
の
鍵
が

〈想
定
の
明
白
さ
〉
に
あ
る
の
は
確

か
な
の
だ
が
、
彼
ら
は
こ
の
概
念
を
十
分
練
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
で
い
な
い
。

と
い
う
こ
と
は

〈言
語
意
図
の
記
号
論
〉
は
ど
の
道
失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
だ
が

一
方
で
、
R
T
の
構
想
は
表
現
の
理
論
に
と

っ
て
豊
か
な
示
唆
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
グ
ラ
イ
ス
ー
ス
ト
ロ
ー
ソ
ソ

ー
ス
ペ
ル
ベ
ル
と
ウ
不
ル
ソ
ソ
の
系
譜

に
早

々
と
見
切
り
を

つ
け
る
こ
と
が

〈
言
語

へ
の
道
〉
を
辿
る
た
め
に
賢
明
な
や
り
方
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
私

た
ち
と
し
て
は
、
〈
言
語
意
図
の
記
号
論
〉
を
め
ぐ

っ
て
編
成
さ
れ
た
こ
の
系

譜
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
思
想
の
流
れ
を
考
え
あ
わ
せ
よ
う
と
思
う
。
す
な

わ
ち

〈
言
語
行
為
論
〉
と
し
て

一
般
に
知
ら
れ
る
、
オ
ド
ス
テ
ィ
ソ
ー
サ
ー
ル

'の
系
譜
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
視
線
は
言
語
理
論
の
全
域
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
が
、
い
ま
は
視
野
を
か
ぎ
る
必
要
が
あ
る
。
R
T
に
お
け
る

く想
定
の
明
白

さ
V
と
い
う
概
念
に
は
暗
が
り
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
を

明
る
み
に
引
き
出
し
た
の
が
後
者
の
手
柄
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か

つ
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ソ
も
、
や
は
り

〈
効
果
〉
(Φ睦
①9
)
と
い
う
観
念
を
思

い
浮
べ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
コ

定
の
効
果
が
達
成
さ

れ
な
い
か
ぎ
り
、
発
語
内
行
為
は
め
で
た
く
遂
行
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

(10
)

し
、
遂
行
に
成
功
し
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
」
と
。
こ
れ
が
グ
ラ
イ
ス
の

〈
伝

達
意
図
〉
の
定
義
に
か
な
り
よ
く
似
た
言
い
方
で
あ
る
こ
と
は
、

一
見
し
て
明

ら
か
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ラ
イ
ス
流
の
意
図
の
記
号
論
の
系
譜
は
、
こ
の

〈
効
果
〉
を
か
な
り
安
易
に
考
え
て
し
ま

っ
た
。
サ
ー
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
」

12



こ
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
お
お
む
ね

〈発
語
媒
介
的
〉
(b
①二
〇〇暮
δ
午

斜昌
)
な
も
の
と
無
自
覚
に
想
定
さ
れ

て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か

え
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ソ
は
ま

っ
た
く
別
の

く効
果
V
の
発
想
を
も

っ
て
い
た
。
彼

の
講
義
の
テ
ク
ス
ト
を
少

々
追

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば

(と
彼
は
述

べ
て
い
る
)
、
聞
き
手
が
私
の
言
う

こ
と
を
聞
き
、
そ
し
て
私
の
言
う
こ
と
を
何

ら
か
の
意
味
に
取
る

(
冨
閃
①
)
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
私
が
そ
の
人
に
警
告
し
た

と
は
言
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
発
語
内
行
為
の
実
演
に
応
じ
て
、
聞
き
手
の

へ

も

側
に
あ
る
種
の
効
果
が
生
じ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
効
果
と

は

、
つ
ま

る
と

こ
ろ

、
発

語

の
意

味

と

力

に

つ
い
て

の
理

解

(日
乙
興
の§

α
ぎ
αq
)
が

生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
発
語
内
行
為
を
や

っ
て
み

せ
る
の
た
め
に
は
、
聞
き
手
の
側
で
の

〈
了
解
〉
(唇
3
閃
Φ
)
が
保
証
さ
れ
ね
ば

(11
)

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。

発
言
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
能
力

(言
語
行
為
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
意
味
プ
ラ

ス
カ
)
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
発
言
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
だ
か
ら
。
発
言
が
も
た
ら
す

〈効
果
〉
と
は
意
味
と
力
の

〈
理

解
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
〈想
定
の
明
白

さ
〉
と
い
う
概
念
に
陰
伏
し
て
い
た
要
素

と
は
、
こ
の

〈
理
解
〉
の
い
と
な
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
指
摘
が
自
明
で
あ
る
こ
と
に
危
惧
を
覚
え
る
向
き
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の

〈
理
解
〉
の
観
念
は
無
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
念
に
ど
の
よ
う
に
応
じ
る
か
ー

こ
れ
が

〈
言
語

へ
の
道
〉
を
今
後
辿

り
う
る
か
否
か
の
別
れ
道
な
の
で
あ
る
。
ひ
と

つ
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
い
方

を
単
な
る
同
義
反
復
と
受
け
取
り
、
古
ぼ
け
た
形
而
上
学
を
ひ
き
ず
る
旧
式
の

記
号
論
に
舞

い
戻
る
道
で
あ
る
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
〈
理
解
〉
に
プ
ラ
グ

マ
テ

ィ
ッ
ク
な
実
質
を
認
め
て
新
た
な
表
現
理
論
を
構
想
す
る
道
で
あ
る
。
と
億

い

え
、
私
た
ち
に
切
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
タ
ー
ム
の
言
語
分
析
で
は
な
い
。

む
し
ろ
構
想

の
更
新

(『ΦO
O口
OΦ娼
け一〇
】P
)
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
旧
来

の
立
場
を

守
る
こ
と
で
は
な
く
別
の
見
地
へ
と
移
動
す
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の

く移
動
V

を
開
始
す
る
た
め
に
は
ま
ず

〈記
号
論
的
範
疇
〉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
は
、
〈想
定
を
表
現
と
し
て
構
想
す
る
こ

ど
〉
(お
震
①
ωΦ三
匿

8
)
を
心
理
学
的
に
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
具
体
的
内
容

を
心
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
た
。
〈表
現
V
を
彼
ら
は
単
に
経
験
的
で
個

か
た
し
ろ

別
的
な
想
像
力
の
遂
行
と
し
て
ー

パ
ー
ス
流
に
い
え
ば
表
現
の
型
代

(ト
ー

ク
ン
)
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
私
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て

い
る

〈想
像
力
〉
と
は
、
心
理
的
な
も
の
と
し
て
の
表
現
を
可
能
に
す
る
が
、

ヘ

へ

も

へ

も

も

そ
れ
自
体
は
心
理
的
な
も
の
で
は
な
い
ひ
と

つ
の
記
号
論
的
範
疇
で
あ
る
と
主

張
し
た
い
。
心
に
内
容
を
思
い
浮
べ
る
と
い
う
心
理
学
的
水
準
と
は
別
に
、
こ

の
水
準
を
構
成
す
る
記
号
論
的
水
準
の
独
自
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
い
ま
私
た
ち
が
出
会
う
こ
と
に
な

っ
た

く理
解
V
も
ま
た
こ
の
水

準
に
属
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
.
〈記
号
論
的
〉
と
い
う
範
疇
の
な
か
み
を

つ
ま

び
ら
か
に
す
る
仕
事
が
お
お
は
ば
に
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き

た
文
脈
で
そ
の
内
容
は
す
で
に
多
少
と
も
示
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
が
、
十
分

と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
批
判
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
ま
重
要
な
の
は
こ
の
範
疇
を
し

っ
か
り
と
手
に
掴

む
こ
と
で
あ
る
。

心
理
学
的
水
準
と
異
な
る
も
う
ひ
と

つ
の
水
準
が
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う

表現 を理解す るとは どういう ことか13



な
言
語
の
事
実
が
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
の
意
味
で
の

「
理
解
す
る
」

・

は
動
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
は
い
え

、
〈
理
解
〉
が

〈
行
為
〉
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
例

え
ば
私
は
外
国
語
の
文
を
理
解
し
よ
う
と

し
て
辞
書
を
ひ
ぎ
文
典
に
あ
た

っ
て
み
る
。
辞
書
の
項
目
に
あ
る
語
義
の
ど
れ

が
こ
の
文
に
適
し
て
い
る
か
を
推
定
し
た
り
文
典
の
例
文
を
読
ん
で
み
た
り
し

な
が
ら
、
も

っ
と
も
適
切
な
解
釈
を
追
い
詰
め
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
は
全
部
時
間

が
か
か
る
こ
と
だ
し

(時
間
的
規
定
性
)
、
私
の
意
志
で
左
右
で
き
る
部
面
が

多
分
に
あ
る

(意
志
に
よ
る
制
御

)。
そ
れ
に
、
大
脳
を
含
め
て
身
体
の
ど
の

部
位
も
動
員
し
な
い
な
ら
、理
解
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
(器
官
の
使
用
)
。

た
七
か
に
理
解
す
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

〈行
為
〉
(鋤
oま

ロ
)
を
巻
き
添
え
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
息
を
潜
め
冥
目
し
て
、
や
お
ら
理

解
を
試
み
る
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
頭
の
中
で
は
な
に
か
の
行
為
が
目
ま
ぐ
る

し
く
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

し
か
し

「
文
の
理
解
」
は
こ
の
意
味
で
の
行
為
で
は
な
い
。
意
味
の
理
解
は

奇
跡
の
よ
う
な
思
い
が
け
な
い
突
如
さ
で
私
に
到
来
す
る
。
そ
れ
が
意
志
で
左

右
で
き
る
よ
う
な
出
来
事
で
は
な
い

こ
と
は
、
た
と
え
ば

〈
「
イ
ヌ
」
は
犬
を

意
味
す
る
〉
と
い
う
理
解
を
中
断
し
よ
う
と
努
め
て
う
ま
く
ゆ
く
か
ど
う
か
試

し
で
み
湘
ば
よ
い
。
こ
の
意
味
で
の

〈
理
解
〉
は
つ
ね
に
完
了
相
で
立
ち
現
れ

ヘ

へ

り

ぬ

も

へ

も

ヘ

へ

も

カ

あ

へ

あ

る

。
意

味

を

理

解

す

る

と

は

、
理

解

し

て

し

ま

っ
て

い
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

H
鋤
日

⊆
昌
α
奠
ω
母
昌
岳
口
αq
夢

δ

8
8

巳
昌

αq
な
ど

と

は

言

え

な

い

。

理
解

し

た

か

し

な

い
か

、

二

つ

に

一
つ
で
あ

り

、
真

ん

中

は

な

い

。
も

ち

ろ

ん

「
少

し

理
解

が

い

っ
た

」

と

か

「
十

分

で
は

な

い
が

理

解

し

か

か

っ
て

い

る
」

と

か

言

う

こ
と

が

で

き

る

。

け

れ

ど

も

こ
れ

は

理

解

の
深

さ

や

進

度

を

言

う

の

で
あ

っ
て

、
浅

い
理
解
は
浅
い
な
り
に
す
で
に
理
解
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
し
、
遅
い
理
解

も
理
解
し
て
し
ま

っ
て
い
る
点
で
他
の
理
解
と
些
か
の
違
い
も
な
い
。
こ
の
よ

う
な
様
態

の

く
理
解
V
を
、
と
り
あ
え
ず

く
機
能
V
な
い
し

〈
作
用
〉
(曽
9
)

の
範
疇
に
含
め
て
お
き
た
い
。
L
意
図
に
特
有
な

「効
果
」
と
は
表
現
の

く
理

解
V
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
表
現
の
理
解
と
は
、
そ
う
す
る
の
が
人
間
で
あ
れ

動
物
で
あ
れ
、
言
語
の
機
能
な
い
し
作
用
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
同
胞
た
ち
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
把
握
し
、
そ

の
よ
う
に
七
て
事
態
を
認
知
し
意
思
を
疎
通
す
る
こ
と
、
一
言
で
い
え
ば
、
〈言

語
を
生
き
る
〉
と
い
う
こ
と
.で
あ
る
。

6

身
体
機
能
と
し
て
の

〈
理
解
〉

発
言
の

く
効
果
V
な
る
概
念
を
グ
ラ
イ
ス
流
儀
の
記
号
論
の
袋
小
路
か
ら
救

い
出
し
、
む
し
ろ
オ
ー
ス
テ
ィ
ソ
の
言
語
哲
学
の
源

へ
と
差
し
戻
し
て
や
ろ
う
。

し
か
し
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

〈
理
解
〉
の
観
念
を
継
承
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ

と
は
言
え
な
い
。
実
際
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は

く
理
解
V
に
つ
い
て
な
か
み
の
あ

る
議
論
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
し
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は

く
理
解
V
が
意

味
論
に
と

っ
て
の
鍵
と
な
る
と
い
う
自
覚
も
感
知
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の

功
績
は
グ
ラ
イ
ス
流
の
言
語
理
解
の
理
論
に
疑
問
符
を

つ
け
避
け
が
た
い
問
題

提
起
を
行
な
う
と
同
時
に
、
〈
理
解
〉
と
い
う
解
明
を
ま
ち
の
ぞ
む
問
い
を
正

し
く
設
け
た
点
に
あ
る
。

カ

ぬ

へ

ぬ

私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
言
語
の

〈
理
解
〉
は
ど
こ
ま
で
も
生
命
機
能
の
隠

喩
と
し
て
概
念
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際

に
は
、
き

っ
と
日
常
語

の

14

.



〈
冨
屏
Φ
〉
の
解
釈
学

(な
い
し
意
味
論
)
が
役
立

つ
に
ち
が
い
な
い
。
将
来
の

そ
う
し
た
学
問
の
た
め
に
こ
こ
で
メ
モ
程
度
の
記
述
を
試
み
て
も
、
あ
な
が
ち

無
駄
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
動
詞
は
ふ
る
い
ゲ
ル

マ
ン
語
に
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
の
語
源

は

く手
で
つ
か
む
V
な
い
し

く手
で
取
る
V
と
い
う
意
味
に
あ

っ
た
ら
し
い
。

で
は
、
〈
つ
か
む
〉
と
は
ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
言
語
理
解
の
分
析
を

く
つ

か
み
V
の
身
体
機
能
の
解
明
と
し
て
お
し
す
す
め
る
道
が
こ
こ
に
拓
か
れ
る
。

こ
れ
は
そ
う
安
直
な
作
業
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
目
白
押
し
に
並
ん

で
い
る
。
ひ
と

つ
は

〈機
能
〉
な
い
し

〈
作
用
〉
と
い
う
概
念
を
機
会
あ
る
ご

と
絶
え
ず
明
確
化
す
る
よ
う
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
種
々
の
身
体
の

〈行
為
〉
と
そ
の
展
開
の
う
ち
に
忽
然
と
出
現
す
る

〈
機
能
〉
と
の
関
係
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。ヘ

ヘ

ヘ

セ

例
え
ば

〈倒
立
〉
と
い
う
身
体
機
能
を
考
え
て
み
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
三
点
倒

立
は
額
と
肘
の
形
づ
く
る
三
角
形
を
底
面
と
し
て
、
体
躯
を
そ
の
面
に
垂
直
に

立
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
倒
立
は
こ
の
よ
う

な
立
体
幾
何
学
に
よ

っ
て
は
記
述
で
き
な
い
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
〈
倒

立
〉
を
お
こ
な
う
人
は
、
・ま
ず
幾
何
学
的
に
規
定
さ
れ
る
姿
勢
を
そ
の
規
定
ど

お
り
に
構
築
し
、
次
い
で
こ
の
姿
勢
を
堅
固
に
維
持
す
る
こ
と
を
や

っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
初
心
者
の
も
の
で
あ
り
、
そ
ん

な
風
に
す
れ
ば
た
い
て
い
逆
立
ち
は
崩
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
熟
達
者
が
や

っ

て
い
る
の
は
そ
う
し
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
幾
何
学
で
は
な
く
非
線
形
の
力
学
で

あ
る
。
不
安
定
な
体
幹
と
下
肢
の
絶
え
間
な
い
ゆ
ら
ぎ
を
絶
え
ず
上
半
身
の
協

(12
)

調
的
な
ゆ
ら
ぎ
に
よ

っ
て
吸
収
し
て
バ
ラ
ソ
ス
を
と
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。

こ
れ
を

一
般
化
し
て
こ
う
言

っ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
輻
輳
す
る
行
為
の

ゆ
ら
ぎ
の
た
だ
中
か
ら
単

一
な
機
能
が
出
現
す
る
の
だ
、
と
。

ヘ

へ

〈
つ
か
み
〉
が
語
源
的
に
言

っ
て
手
を
用
い
た
種

々
の
行
為
の
組
合
せ
の
た

へ

も

だ
中
で
実
現
さ
れ
る
機
能
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
わ
か
る
こ
と

は
、
〈
つ
か
み
〉
と
い
う
概
念
が

〈
所
有
〉
の
そ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
で
は
こ
の
二
つ
の
概
念
の
か
か
わ
り
が
精
確
に
言

っ
て
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
も
残
さ
れ
た
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
分
析
に
手
を

つ

け
た
途
端
に
こ
ん
な
問
い
が
た
ち
ま
ち
現
わ
れ
て
く
る
始
末
な
の
だ
か
ら
、〈
理

解
の
身
体
機
能
論
〉
が
そ
う
容
易
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
で
隠
喩
の
ほ
ん

の
片
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
今
回
の
議
論
を
締
め
括
る
こ
と
に

あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

た

い

。

理
解

の

消

化

性

(
α
お
Φ
ωけ
貯
Φ
昌
鉾
霞

Φ
)
で
あ

る

。

〈
理
解

V

の

隠

喩

へ

あ

へ

ぬ

へ

も

的
構
成
に
は
ま
た
別
の
側
面
が
あ
る
が
1

例
え
ば
、
理
解
の
触
覚
性

(げ
碧
-

什貯
ロ
鉾
霞
①)ー

、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
回
に
詳
説
す
る
予
定
で
い
る
。
ち
な

み
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
用
例
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う

〈
理
解
〉

と

く
了
解

V
(信
讐
欝
o
)
と
に
さ
し
た
る
違
い
は
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て

お
く
。

〈
了
解
〉
と
は
例
え
ば
生
物
が
栄
養
を
体
内
に
摂
取
す
る

(亳
鼠
W
Φ
)
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
栄
養
が
血
と
な
り
肉
と
な
る
の
に
は
ど
う
し
て
も
生
体
反
応

の
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
待
つ
必
要
が
あ
る
。
栄
養
の
取
り
込
み

(歯
で
噛

み
砕
く
こ
と
、
嚥
下
す
る
こ
と
、
な
ど
)
と
身
体
器
官
の
変
容
と
は
た
し
か
に

一
連
の
出
来
事
と
し
て
つ
な
が

っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
つ
な
が
り
を
可
能
に

す
る
の
は
、
出
来
事
の
臨
界
を
も
た
ら
す
切
断
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
境
目
を

も
た
ぬ
も
の
は
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
を
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
食
物
を
咀

表現を理解 する とは どういうことか15



嚼
す
る
の
は

一
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
血
肉
と
な
る
の
は
も
う

一
つ
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
は
別
種
の
時
間
性
に
宰
領
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
発
言
内
容
の
取
り
込
み
は
聞
き
手
の
認
知
的
態
度
の
変

容
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
1
意
図
の
要
因
を
な
す

〈
効
果
〉

と
は
、
発
言
内
容
を
単
に
摂
取
す
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
は
特
有
な
〈
所

有
〉
概
念
が
は

っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
同
僚
の
学
者
が
喚
い
た
こ
と
が
ら

を
私
は
ま

っ
た
く
信
じ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
当
人
が
何
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る

の
か
理
解
で
き
る
の
は
、
そ
の
発
言
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
効
果
が
生
じ
た
た
め

で
あ

」る
。
こ
う
し
て
、
1
意
図

こ
れ
に
は
C
意
図
が
必
ず
と
も
な
う
と
い

う
ー

の
背
景
と
は
別
の
哲
学
的
文
脈
で
、
新
規
に

〈
L
意
図
〉
を
生
命
の
機

能
と
し
て
概
念
化
す
れ
ば
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
意
図
の
複
合
は
不
要
と
な
る

に
ち
が
い
な
い
。

理
解
の
消
化
性
に
は
、
表
現
の
や
り
取
り
に
潜
む
あ
る
種
の
残
酷
さ
が
示
さ

れ
て
い
る
。話
し
手
が
差
し
出
す
表

現
を
聞
き
手
が
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

話
し
手
の
表
現
ー

そ
れ
は
言
語
的
器
官
と
し
て
、
話
し
手
の
身
体
の
延
長
で

あ
り
そ
の
半
身
だ
と
さ
え
言
い
う
る
ー

を
聞
き
手
が
捕
捉
し
、
消
化
器
官
で

あ
る
口
に
取
り
込
み
、
歯
で
噛
み
砕
き
、
飲
み
込
み
、
胃
に
送
り
込
み
咀
嚼
す

る
…
…
と
い
う

一
連
の
過
程
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
消
化
す
る
た
め
に
ば

破
壊
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
表
現
が
い
の
ち
の
営
み
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を

へ

も

へ

ぬ

理
解
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
表
現
の
死
を
回
避
で
き
な
い
の
だ
。
た
と
え

そ
れ
が
別
の
い
の
ち
を
養
う
た
め
で
あ
る
と
し
て
も
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
結

局
は
、
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
表
現
を
差
し
出
し
た
者
に
、
い
の
ち
の

復
活
が
あ
り
う
る
の
だ
と
し
て
も
。

7

結
論

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
結
論
を
中
間
報
告
の
か
た
ち
に
ま
と

め
た
い
と
思
う
。
グ
ラ
イ
ス
が
基
礎
を
据
え
た

〈
意
図
の
記
号
論
〉
は
、
言
語

理
論
と
し
て
は
遺
憾
な
が
ら
成
り
立
た
な
い
。
彼
が
構
想
し
た
、
〈
自
然
的
意
味

(蠧
ε
邑

日
Φ穹
ぎ
σq
)/
非
自
然
的
意
味

(口
o〒
ロ
讐
珪
巴
日
$
巳
づ
σq
)〉
の

〈
対

比
〉
は
は
な
は
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
〈
誰
か
に
な
に
か
を

思
わ
せ
る

(箘
Φけユ
昌
伽q
のo
ヨ
Φo
ロ
Φ
8

けぼ
昌
屏
)/
な
に
か
を
告
げ
る

(8
巳
昌
磯
)
〉

と
い
う

〈
対
比
〉
を
設
け
て
い
る
。
例
え
ば
発
車
の
ベ
ル
は
、
バ
ス
の
乗
客
に

あ

へ

や
が
て
こ
の
乗
り
物
が
動
き
だ
す
だ
ろ
う
と
い
う
予
期
を
抱
か
せ
る
信
号
に
す

ぎ
な
い
が
、
運
転
手
が

「発
車
し
ま
す
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
」
・と
い
う
声
は
、

　

ヘ

ヘ

ヤ

へ

ま
さ
し
く
発
車
を
告
げ
る
言
語
行
為
な
の
だ
と
い
う
。
い
さ
さ
か
装
い
の
異
な

る
こ
の
区
別
が
、
初
め
の
そ
れ
と
同
様
、
ま

っ
た
く
不
十
分
な
こ
と
は
わ
ざ
わ

ざ
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

と
は
い
え
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た

〈
対
比
〉
が
表
現
の
な
か
に
与
え
ら
れ
て

い
な
い
と
言
う

つ
も
り
は
な
い
し
、
記
号

一
般
に
関
し
て
形
成
す
る
私
た
ち
の

理
解
の

一
部
で
あ
る
こ
と
も
確
か
な
こ
と
だ
ろ
う
。私
た
ち
の
言
い
た
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
区
別
は
記
号
論
に
と

っ
て
の

〈問
題
〉
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
記
号
現
象

へ
の
道
を
つ
け
る
た
め
の
記
述
概
念
で
あ

っ
て
も
、

現
象
を
説
明
す
る
原
理
で
は
な
い
。
別
の
折
り
に
述
べ
た
よ
う
に
、
グ
ラ
イ
ス

流
の
意
味
の
二
分
法
は

〈
客
観
主
義
〉
の
形
而
上
学
に
、
無
巨
覚
に
せ
よ
依
拠

し
て
い
る
。
(そ
し
て
、
理
論
に
と

っ
て
つ
ね
に
致
命
的
な
の
は
、
言
う
ま
で

16



も
な
く

<
無
自
覚
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。)
グ
ラ
イ
ス
は
記
号
に
対
し
て
な

に
か

〈意
図
〉
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
す
る
の
が
ノ
ン
セ
ン
ス
に
映
る
事
例
に

ヘ

ヤ

へ

ぬ

と
も
な
う
意
味
を

「自
然
的
」
と
称
し
た
。
そ
し
て
公
然
た
る
意
図
が
実
現
し

た
記
号
、
す
な
わ
ち

「言
語
」
の
意
味
を

「非
自
然
的
」
と
呼
ん
だ
。
生
き
た

人
間
の
場
合
で
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
対
称
的
な
位
置
を
客
観
的
な
環
境
の

あ

へ

も

中
に
し
め
て
い
る
。
話
し
手
の
意
図
が
公
然
性
を
も
つ
か
も
た
な
い
か
、
も
つ

と
す
れ
ば
ど
の
程
度
も

つ
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
の
形
態
が
成
り
立
つ
。
そ

し
て
こ
の
意
図
が
完
全
に
オ
ー
プ

γ
で
あ
る
の
は
ひ
と
り
言
語
の
場
合
だ
け
で

あ
る
。
グ
ラ
イ
ス
に
よ
る
と
、
言
語
と
は
こ
う
し
た
意
図
を
話
し
手
と
聞
き
手

の
あ
い
だ
で
相
互
に
公
開
し
あ
う
や
り
方
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

(意
図
の

ヘ

へ

ぬ

公
然
性

(
O〈
Φ
『叶昌
Oωの
O
臨
一昌
什Φ口
け一〇
け
)
の
観
念
が
、
い
か
に
グ
ラ
イ
ス
の
系
譜

の
記
号
論
に
と

っ
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
か
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
.こ
の
問

題
は
次
回
に
詳
し
く
述

べ
た
い
)
。
そ
し
て
聞
き
手
に
お
け
る

「
言
語
理
解
」

と
は
、
話
し
手
か
ら
手
渡
さ
れ
た
言
語
の
意
図
を
認
知
し
て
、
聞
き
手
が
意
図

さ
れ
た
内
容
を
復
元
す
る
こ
と

(「効
果
」)
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
訂
穿
の
構

想
を
浮
彫
り
に
す
る
た
め
に
も
、
と
り
あ
え
ず
以
上
に
辿

っ
て
き
た
グ
ラ
イ
ス

(3亘
)

の
意
味
分
析
の
概
要
を
図
の
か
た
ち

に
示
し
て
お
き
た
い
。
私
た
ち
の
対
案
は

次
の
機
会
に
示
そ
う
と
思
う
。

ス
ペ
ル
ベ
ル
た
ち
の
有
意
性
理
論

に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
こ
の

〈
意
図
の
記

号
論
〉
を
継
承
し
た
部
面
に
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
有
意
性
理
論

の
も
ろ
も
ろ
の
概
念

有
意
性
、
想
定
、

明
白
な
事
実

(bP9
ロ
一h①ωけ
臨餌O
けω)
、
直
示

(o
ω8
暮
δ
ロ
)な
ど

は
、
む
し

ろ
正
統
の

〈
意
図
の
記
号
論
〉
と
は
違

っ
た
理
論
枠
組
み
を
要
求
し
て
い
る
。

図:グ ライズによる 〈意味〉の分類

意味

意味する意図を伴う意味する意図を欠く
=「 自然的記号」の意味

例:煙 は火を意味する

表情は感情を意味する

必ずしも内密でない意図必ず内密である意図

例:ポ ーカーにおけるブラフ

虚言

場合により公然たる意図

例:写 真の提示

つねに公然たる意図
=「 非自然的意味」

例:人 間言語

表現を理解す るとは どうい うこ とか17
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こ
の
枠
組
み
を
い

っ
そ
う
明
ら
か

に
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
有
意
性
理
論

を
再
編
成
す
る
こ
と
が
、
来
る
べ
き
言
語
理
論
あ
る
い
は
記
号
論
の
課
題
に
な

る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が

〈
L
意
図
〉
を
提
案
し
て
こ
れ
を
基
軸
と
す
る
い
く
つ

か
の
考
察
を
お
こ
な
う
の
は
、
そ
う
し
た
課
題
の

一
部
な
り
と
も
果
た
し
た
い

か
ら
で
あ
る
。

注(1
)
ω
需

吾
①
冨

巳

毛
房
o
P

肉
魯

ミ
§
8

0
×
ま
乙
"
bU
§

屏
毒

一尸
Hり
。。
①
も

・ω
Φ
.

(2
)
ス
ペ

ル
ベ
ル
た
ち
が

〈
表
現

の
構
想
〉

(あ

る
い
は
短
く

<
表
現
〉
器
嘆
Φ
ω魯

-

冨
けδ
昌
)
を
心
理
学
討
範
疇

と
き
め

つ
け
て

い
る
風

が

見

ら
れ
る
の
は
問
題

で
あ

る
。
あ

る
想
定
を
も

つ
こ
と
は

、
そ
れ
を
具
体
的
な
表
象
や
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
心

に
思

い
浮

べ
る

こ
と
だ
と
さ
れ

て
い
る

の
だ
。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
あ
ま
り

に
安
直
な

〈
民
間
認
知
理
論
〉

(ho
涛

8
αq
昌
三
く
δ
ぎ
)
で
あ
り

く
意
味

の
心
理
主

義
V
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
想
定
が
明
白
で
あ
る
と

い
う
効
果
が
聞
き
手
に
生

じ
た
と
き
、
聞
き
手
は
、
実
際
に
、
ひ
と

つ
の
命

題
に
真

理
を
帰
属

さ
せ
な

が
ら

心
に
思
う

の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
問
題
が
山
積

し
て
い
る
。
第

一
に
、
命
題
を

心
理
的
な
実
体
と
見
な
せ
る
も
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
心
理
で
も
物

理
で
も
な

い

第

三
の
領

域
に
属

す
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。
第

二
に
、
心
理
的
な
実
体
と

は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は

ど
こ
に
ど
ん
な
形
態
を
と

っ
て
存
在
し

て
い
る

の
だ
ろ
う

か
。
第

三
に
、
発
言
を
聞
き
な
が
ら
人
は

い
ち

い
ち
、

こ
れ
は
真
理
だ

こ
れ

は
違
う

と
い
う

心
理
的
評
価
を
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
評

価
が
暗
黙
裏

に
な
さ
れ
る

こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
発
言

の
意
味
を

取

る
こ
と

(
こ
れ
が
言
葉
を
聞
く
と

い
う

こ
と
で
あ
る
)
が
評
価
に
先
行
す
る
の

で
は
な

い
の
か
…
…
。
し
か
し

こ
れ
ら

の
問
題

(ま
だ
他
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
)
が
解
決
さ
れ
た
と
し

て
も
、
R
T

の
言
語
理
解
の
説
明
に
と

っ
て
致
命
的

な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
で
述
べ
た

〈
想
定

の
明
白

さ
〉

と
い
う
観
念

に

〆

ほ
か
な
.ら
な

い
。

(
3
)
〈
オ
ノ

マ
ト
ペ
〉

に

つ
い
て

ソ
シ

ュ
ー
ル

が
と

っ
た
態
度

が
ま
さ
に
そ
う
だ

っ

た
。

こ
の
点
を

、
菅
野
盾
樹

「
恣
意
性

の
神
話
」

(
『
記
号

学
研
究

15
』

東
海
大

学
出
版
会
、

一
九
九
五
、
所
収
)
で
や
や
詳
し
く
指
摘
し
た
の
で
参

照
し
て
い
た

だ
き
た

い
。

・
(4
)
自
然
科
学
の
記
述
方
式

に
と
り
比
喩
が
ど
ん
な

に
本
質
的

な
役
割

を
演

じ
て
い

る
か
に

つ
い
て
、
例
え
ば

ヘ
ッ
セ

『
科
学

。
モ
デ

ル

。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
』

(高

田
紀

代
志
訳
)
、
培
風
館
、

一
九
八
六
、
を

見
よ
。

(5
)
私
た
ち
は
隠
喩

の
観
察

に
あ
た

っ
て
、
三

つ
の
基
準
を
も
ち

い
て
隠
喩
を
分
類

す
る
こ
と
を
提
案

し

て
い
る
。
菅
野
盾
樹

『
メ
タ

フ
ァ
ー
の
記
号
論
』
、
勁

草
書

房

、

一
九
八
五
、
特

に
二
〇

八
～

二

一
〇
頁
を
参
照
。

(6
)
〈
嘘
〉

に

つ
い
て
、
菅
野
盾
樹

「
嘘
を

つ
く

の
は
な
ぜ
わ
る

い
」

(『
哲
学
雑
誌
』

七
八

一
号

、
有
斐
閣

、

一
九
九

四
、
所
収
)
が
ま
と
ま

っ
た
考
察
を
し
て

い
る
。

〈
嘘
〉

に
関
す
る
重
要
な
文
献

の

一
部
に
も
そ

こ
で
言
及
し
た
の
で
参
照
し
て
い

た
だ
き
た

い
。

.

(
7
)
語
順

の
問
題
に

つ
い
て
簡
略
な
考
察
は
、
ω
巳

什互

Z
』

巳

白
房
o
P
U
.博

§

§
§

卜
"鼕

覧恥
識
8
"
bU
δ
o
髯
言
αq
け8

知

い
o
巳

o
P

一
⑩
『
P

に
あ

る

。
言

語

要

素

の
意
味
は

つ
ね
に
文
脈
に
規

定
さ
れ
る
、
と
い
う
原

理

(意
味

の
文
脈
依
存
性

の

原
理
)
は
、

つ
と
に
サ
ー
ル
に
よ

っ
て
明
確

に
述

べ
ら
れ
た

(ω
窪
二
〇
こ

こ

6
箒

「
巴

窰
$

三
昌
αq
、
筺

三
ω
髫

ミ
霧
艦§

§

織
ミ

ミ
ミ
薦

"
い
o
巳

8

6
9
ヨ
び
二
q
αq
Φ

d
巳
く
Φ
磊
胃
鴇
℃
器
ωρ

日
㊤
¶
㊤
)
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
原
理
は
R
T

の
言
語
思
想
の
基
礎

の
ひ
と

つ
で
あ

る
。
さ
ら

に
こ
れ
は
認
知
意
味
論
者

に
よ

っ
て
も
共
有
さ
れ
た
原

理
に
他
な
ら
な

い

(例

え
ば

、
ジ

ョ
ン
ソ
ン

『
心

の
な
か

の
身
体
』
、
紀
伊
國
屋

書
店

、

一
九
九

一
、
を
参
照
)
。

こ
の
原
理
を
真
面
月
に
受
け
と
め
る
な
ら
、
従

来

の
記
号
論

の
区
分

(構
文
論

ー
意
味
論

-
語
用
論
)
や
本
文
で
触
れ
た
、
言
語

学
/
パ

ラ
言
語
学
と

い

っ
た

〈
対
比
〉
は
便
利
な
発
見
的
用
具
以
上
の
も
の
で
は

な

い
こ
と
に
な
る
。
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(
8
)
菅

野
盾
樹

『
メ
タ

フ
ァ
ー
の
記
号
論
』
、

一
九
八
五
、
勁
草
書
房
、
第

8
章

「
隠

喩
と
世
界
」
、
特
に

二
三
八
～

二
四

一
頁
を
参
照
。

(9
)
菅
野
盾
樹

「
原
初

の
比
喩
と
し
て
の

〈
換
喩

〉」
、
『
記
号

学
研
究

14
』
、
東
海

大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
。

(10
)
》
瑟
け
旦
罰

き

ミ
誉
b
。
§

§
題

ミ
賊ミ

§

ミ
F
O
首
o
a

b
臥
。
a

q
昌
凶く
Φ透

亳

甲

Φ
。。ω
レ

0
8

博
蠶

』
嵩
-
巨
①
も

.H
G。
Q。
●

(11
)
ミ

鸚

.(
12
)
認
知

心
理
学
者

・
佐

々
木
正
人
氏

の
講
義

(大
阪
大
学
人
間
科
学
部
、

一
九
九

四
年
度
)

に
よ

る
。

(
13
)
グ

ラ
イ

ス
流

の
記
号
論

の
形
而
上
学
的
制
約

に
つ
い
て
は
、
菅
野
盾

樹

「
「
自

然
的
記
号
」

の
誤
謬
」

(『
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
紀
要
』
、

一
九
九
四
、
.所
収

)

も
参
照
さ
れ
た

い
。

こ
こ
に
掲
げ
た
図
は
、
レ
カ
ナ
テ

ィ

(『
こ
と
ば
の
運
命
』
、

新
曜
社
、

一
九

八
二
、

二
二
四
頁
)
の
も

の
を
少

々
手
直
し
し
た
も
の
で
あ
る
。

追
記

表
現
理
論
の
基
礎
を
再
点
検

す
る
た
め
に
、
筆
者
は

同
じ
表
題

の
も
と

に
す

で

に
三

つ
の
文
章

を
執
筆

し
て
い
る

(『
季
刊

一一〇
ゲ
涛
o
』
、
日
本
ベ
リ

エ
ー
ル
ア
ー

ト
セ

ン
タ
ー
、
第

三
〇

～
一三

号

、
第

三
四
号

、

一
九
九

四
～

一
九
九

五
)
。

こ

の
文
章

は
そ
の
続
編
を
な

す
が

、
ひ
と
ま
ず
独
立

の
も

の
と
し

て
読
ん

で
い
た
だ

け
る
よ
う

心
が
け
た
。
と
は

い
え
や
は
り

不
十
分
な
面
が
多

い
点
を
御
詫
び
し
な

く

て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
ら

の
論
文

の
参
照
を
お
願

い
す
る
次
第
で
あ
る
。

、

表現 を理解す る とは どうい うことか19



        What does it mean to understand representations? 

   Grician theory of linguistic understanding isn't sufficiently good because it cannot give any solu-

tion to some counterexamples. If a scientist makes an utterance such as 'I've at last discovered the 

principle of the perpetual motion machine V, it is pretty meaningful to me though I never believe that 
he has discovered such the principle. Getting a belief isn't a necessary condition for me to understand 

an utterance. Sperber and Wilson try to explicate this counterexample by introducing some new con-

ceptions such as 'manifest assumption' and 'cognitive environment'. They have the objective to 

renew Grician theory from the 'relevance'-based viewpoint. But it is evident that their endeavor is un-

successful. They define a 'cognitive environment' to an individual as a set of facts that are manifest 

to him. And a fact is manifest to him, according to them, if and only if he is capable of representing 

it mentally and accepting its representation as true or probably true. However I never accept the as-

sumption that the scientist has discovered the principle of the perpetual motion machine to be 

manifest when he talked to me. In addition it is very evident the kind of utterances that I call 
'
polyphony' such as metaphor, indirect speech act, hypothetical, fiction and so on may be meaningful 

without being literally true or probably true. The relevance theory cannot deal with these utterances. 

We need minute observation upon the special relation between literalness and nonliteralness of utter-

ances to take the way out. The our central insight is that literalness always more or less goes with 

nonliteralness. More fundamentally the cognitive effect on the hearer's side which Grice suggests as a 

condition for the meaningfulness of speaker's utterance should be renewed from the 'uptake'-based 

point of view which Austin presented in his famous lectures. 
   What matters is uptake or understanding as the bodily function. 

Key Words 

   relevance, manifest assumption, polyphony, literalness, understanding, metaphor
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What does it mean to understand representations? 

Grician theory of linguistic understanding isn't sufficiently good because it cannot give any' solu

tion to some counterexamples. If a scientist makes an utterance such as 'I've at last discovered the 

principle of the perpetual motion machine I', it is pretty meaningful to me though I never believe that 

he has discovered such the principle. Getting a belief isn't a necessary condition for me to understand 

an utterance. S~erber and Wilson try to explicate this counterexample by introducing some new con

ceptions such as 'manifest assumption' and 'cognitive environment'. They have the objective to 

renew Grician theory from the 'relevance'-based viewpoint. But it is evident that their endeavor is un

successful. They define a 'cognitive environment' to an individual as a set of facts that are manifest 

to him. And a fact is manifest to him, according to them, if and only if he is capable of representing 

it mentally and accepting its representation as true or probably "true. However I never accept the as

sumption that the scientist has discovered the principle of the perpetual motion machine to be 

manifest when he talked to me. In addition it is very evident the kind of utterances that I call 

'polyphony' such as metaphor, iridirect speech act, hypothetical, fiction and so on may be meaningful 

without being literally true or probably true. The relevance theory cannot deal with these utterances. 

We need minute observation upon the special relation between literalness and nonliteralness of utter

ances to take the way out. The our central insight is that literalness always more or less goes with 

nonliteralness. More fundamentally the cognitive effect on the hearer's side which Grice suggests as a 

condition for the meaningfulness of speaker's utterance should be renewed from the 'uptake'-based 

point of view which Austin presented in his famous lectures. 

What matters is uptake or understanding as the bodily function. 
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