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訳
者
解
説

�

三
谷
武
司

１　

は
じ
め
に

本
書
は
、John�R.�Searle,�M

aking the Social W
orld: T

he Structure of H
um

an Civilization,�O
xford�U

ni-
versity�Press,�2010

の
全
訳
で
あ
る
。
本
文
に
も
言
及
の
あ
る
通
り
、
本
書
はJohn�R.�Searle,�T

he Construction 
of Social R

eality,�T
he�Free�Press,�1995

（『
社
会
的
現
実
の
構
築
』、
未
邦
訳
）
の
続
編
で
あ
り
、
同
書
か
ら
引
き

継
が
れ
た
研
究
テ
ー
マ
を
著
者
は
「
社
会
的
存
在
論
（social�ontology

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
前
著
刊
行
後
、
サ
ー
ル

の
立
論
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
生
じ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
書
「
謝
辞
」
に
詳
し
い
の
で
そ
ち
ら
を
参
照

の
こ
と
。

社
会
的
存
在
論
が
扱
う
の
は
、「
〇
〇
は
大
統
領
で
あ
る
」
の
よ
う
な
、
自
然
科
学
の
範
疇
に
は
明
ら
か
に
含
ま
れ
な

い
が
、
か
と
い
っ
て
個
々
人
の
主
観
的
な
思
い
込
み
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
な
客
観
的
事
実
と
し
て
の
制
度

的
事
実
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
実
が
有
す
る
特
殊
な
性
質
を
剔
出
し
、
そ
の
創
出
・
維
持
の
し
く
み
を
解
明
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
社
会
的
存
在
論
の
課
題
と
さ
れ
る
。
現
時
点
に
お
け
る
そ
の
理
論
の
全
体
構
想
（
後
述
）
と
、
一
九
三
二
年
生
ま

れ
の
著
者
の
年
齢
（
原
書
刊
行
時
点
で
七
十
八
歳
、
本
訳
書
刊
行
時
点
で
八
十
六
歳
）
に
鑑
み
て
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
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こ
の
社
会
的
存
在
論
を
、
サ
ー
ル
哲
学
の
集
大
成
な
い
し
終
着
点
と
見
る
の
は
決
し
て
無
理
な
態
度
で
は
あ
る
ま
い
。
実

際
、
言
語
哲
学
や
心
の
哲
学
に
関
す
る
サ
ー
ル
の
議
論
に
親
し
ん
で
き
た
読
者
は
、
そ
の
先
に
「
社
会
の
哲
学
」
が
展
開

さ
れ
る
様
を
目
に
し
て
一
定
の
感
慨
を
抱
く
で
あ
ろ
う
し
、
本
書
か
ら
サ
ー
ル
哲
学
に
入
門
し
よ
う
と
い
う
読
者
は
、
社

会
的
存
在
論
に
お
い
て
不
可
欠
の
成
分
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
発
話
行
為
論
や
志
向
性
論
の
詳
細
を
求

め
て
、
著
者
の
既
刊
書
を
ひ
も
と
く
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
本
来
訳
者
の
仕
事
と
い
う
の
は
良
質
な
訳
文
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
り
、
責
任
上
一
応
そ
の
課
題
は
果
た
し

え
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
現
時
点
に
あ
っ
て
は
、
訳
者
と
し
て
は
自
分
の
訳
文
を
通
じ
て
読
者
が
原
著
者
の
議
論
を
理

解
し
、
社
会
的
存
在
論
を
め
ぐ
る
哲
学
的
・
理
論
的
問
題
に
関
し
て
示
唆
を
得
、
あ
る
い
は
直
観
と
論
理
の
両
面
か
ら
本

書
を
批
判
的
検
討
の
素
材
と
し
、
ひ
い
て
は
直
接
間
接
の
経
路
を
通
じ
て
こ
の
研
究
分
野
の
発
展
に
少
し
で
も
貢
献
で
き

る
こ
と
を
望
む
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
改
め
て
本
書
全
体
の
要
約
じ
み
た
解
説
を
書
こ
う
と
い
う
気
に
は
な
か
な

か
な
ら
な
い
し
、
原
著
者
の
人
脈
や
既
刊
著
作
等
と
本
書
の
関
係
に
つ
い
て
も
「
謝
辞
」
や
本
文
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
文

献
参
照
・
原
注
を
見
て
い
た
だ
く
の
で
十
分
か
と
思
う
。

し
か
し
せ
っ
か
く
解
説
の
紙
幅
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
便
に
資
す
る
た
め
、（
1
）
本
書
に
関
連
す

る
既
存
の
紹
介
・
解
説
類
に
比
し
て
留
意
す
べ
き
点
、（
2
）
本
書
の
議
論
の
根
幹
に
関
わ
る
不
備
で
あ
る
と
、
し
た
が

っ
て
有
意
義
な
批
判
的
検
討
の
出
発
点
た
り
う
る
と
訳
者
が
考
え
る
点
、（
3
）
明
ら
か
に
不
備
だ
が
議
論
の
根
幹
に
関

わ
ら
な
い
の
で
指
摘
さ
れ
る
機
会
が
少
な
い
だ
ろ
う
し
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
そ
こ
か
ら
有
意
義
な
発
展
も
見
込
め
な
い

の
で
こ
こ
で
潰
し
て
お
き
た
い
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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２　
「
基
礎
的
要
件
」
に
つ
い
て

サ
ー
ル
の
社
会
的
存
在
論
を
（
あ
る
い
は
そ
の
言
語
哲
学
を
、
心
の
哲
学
を
）
理
解
し
、
ま
た
支
持
あ
る
い
は
批
判
の

対
象
と
す
る
に
あ
た
り
絶
対
に
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
根
本
前
提
は
、
そ
れ
が
徹
底
し
た
自
然
主
義
の
立
場
を
堅
持
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
立
場
は
「
序
文
」
で
示
唆
さ
れ
、
第
１
章
第
１
節
で
「
基
礎
的
要
件
」
と
し
て
定
式
化

さ
れ
、
そ
の
後
に
続
く
各
章
で
も
、
そ
の
つ
ど
提
出
さ
れ
る
理
論
の
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
繰
り
返
し
登
場
し
て
い
る
。
内

容
は
ご
く
単
純
で
、
要
す
る
に
心
（
志
向
性
）
で
あ
れ
言
語
で
あ
れ
社
会
的
・
制
度
的
事
実
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
自
然
科

学
の
知
見
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
記
述
さ
れ
、
ま
た
そ
の
延
長
上
に
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
サ
ー
ル
の
理
論
は
脳
→
心
→
言
語
→
社
会
の
順
に
、
基
礎
か
ら
発
展
へ
の

き
れ
い
な
単
線
的
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
的
存
在
論
は
こ
の
全
体
構
想
の
最
後
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
当
否
を
最
終
的
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
志
向
性
論
と
言
語
論
の
当
否
を
こ
の
要
件
に
照
ら
し
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
本
書
の
第
2
章
・
第
3
章
で
心
の
哲
学
（
志
向
性
論
）
に
、
第
4
章
で
言
語
哲
学
（
発
話
行
為
論
）
に
、

か
な
り
ま
と
ま
っ
た
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
会
的
存
在
論
に
関
し
、
こ
の
「
基
礎

的
要
件
」
の
制
約
下
で
ど
こ
ま
で
豊
か
な
理
論
が
構
築
で
き
て
い
る
か
が
本
書
の
読
み
所
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
批
判
的

検
討
の
足
場
と
な
る
べ
き
問
題
設
定
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

本
書
冒
頭
の
数
ペ
ー
ジ
を
読
め
ば
書
い
て
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
改
め
て
強
調
し
た
の
は
、

本
書
の
議
論
を
紹
介
・
検
討
し
た
邦
語
文
献
（
中
山�2011:�Ch.�3;�

倉
田�2017;�

大
河
原2017

）
が
い
ず
れ
も
こ
の
自
然

主
義
な
い
し
「
基
礎
的
要
件
」
へ
の
言
及
を
欠
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
会
社
＝
法
人
を
「
個
人
の
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そ
れ
に
は
還
元
で
き
な
い
固
有
の
義
務
論
的
力
の
担
い
手
」
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
サ
ー
ル
的
な
枠
組
み
を
維

持
し
た
う
え
で
」
の
社
会
的
存
在
論
の
「
拡
張
」
と
称
す
る
議
論
（
倉
田�2017:�100-104

）
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
し

か
し
「
サ
ー
ル
的
な
枠
組
み
」
に
お
い
て
、
自
然
科
学
的
な
存
在
根
拠
を
も
た
な
い

　

―
―

　

端
的
に
言
え
ば
脳
を
有
す
る
生

物
個
体
で
な
い

　

―
―

　

会
社
＝
法
人
が
、
そ
れ
以
上
還
元
不
可
能
な
義
務
論
的
権
力
の
担
い
手
と
な
り
う
る
余
地
は
一
切
な

い
の
で
あ
る
。
仮
に
議
論
の
基
礎
に
こ
の
種
の
「
集
団
的
行
為
者
」
を
置
き
、
そ
こ
に
「
表
象
（
信
念
）
や
動
機
（
欲
求

や
目
標
）
と
い
っ
た
心
的
状
態
（
志
向
的
状
態
）
を
帰
属
」（
倉
田�2017:�103

）
さ
せ
て
も
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
集
合
的

行
為
に
必
要
と
さ
れ
る
集
合
的
意
図
を
、
意
図
を
含
め
志
向
性
は
個
人
の
脳
内
に
し
か
存
在
し
え
な
い
と
の
要
件
と
齟
齬

を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
定
式
化
す
る
た
め
の
本
書
第
3
章
の
議
論
は
無
用
の
長
物
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
基
礎
的
要
件
」
に
違
反
す
る
任
意
の
議
論
は
、
サ
ー
ル
社
会
的
存
在
論
の

　

―
―

　

拡
張
で
は
な
く

　

―
―

　

端
的
な
拒
絶
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　
「
地
位
機
能
宣
言
」
に
つ
い
て

訳
者
の
考
え
で
は
、
サ
ー
ル
社
会
的
存
在
論
の
根
幹
は
、「
○
○
は
大
統
領
で
あ
る
」
と
い
っ
た
社
会
的
事
実
の
存
在

様
態
を
、
こ
の
種
の
事
実
に
つ
い
て
の
我
々
の
直
観
的
知
識
も
し
く
は
常
識
に
基
づ
き
、
ま
た
前
述
の
「
基
礎
的
要
件
」

の
制
約
を
受
け
つ
つ
記
述

0

0

・
分
析

0

0

し
て
い
く
部
分
と
、
そ
う
や
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
存
在
様
態
を
有
す
る
社
会
的
事
実

が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
を
、
や
は
り
「
基
礎
的
要
件
」
の
制
約
の
も
と
で

　

―
―

　

具
体
的
に
は
志
向
性
論
と
発
話
行
為

論
に
よ
っ
て

　

―
―

　

説
明

0

0

し
て
い
く
部
分
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
の
課
題
は
合
わ
せ
て
一

つ
の
社
会
的
存
在
論
を
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
他
に
対
す
る
制
約
と
も
な
っ
て
い
る
。
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ま
ず
、「
○
○
は
大
統
領
で
あ
る
」
を
典
型
例
と
す
る
こ
の
種
の
事
実
が
一
定
の
制
度
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
内

部
で
の
み
成
立
す
る
制
度
的
事
実
で
あ
る
こ
と
、
制
度
的
事
実
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
の
制
度
が
構
成
的
規
則
の
体
系
で

あ
る
こ
と
、
構
成
的
規
則
が
「
X
は
C
に
お
い
て
Y
と
み
な
さ
れ
る
」
の
形
式
を
と
る
こ
と
、
こ
の
Y
項
（
例
え
ば
「
大

統
領
」）
が
X
項
に
一
定
の
機
能
を
付
与
す
る
地
位
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
地
位
機
能
の
内
実
は
義
務
論
的
権
力
に
見
出
さ

れ
る
こ
と
、
義
務
論
的
権
力
は
人
に
願
望
独
立
的
な
行
為
理
由
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
地
位
機
能
の
作
用
に
は
集

合
的
承
認
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
地
位
機
能
の
成
立
に
は
必
ず
し
も
構
成
的
規
則
を
（
し
た
が
っ
て
制
度
の
存
在
を
）
要

し
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
、
最
も
一
般
的
に
は
地
位
機
能
は
地
位
機
能
宣
言
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
こ
と
、
地
位
機
能
宣

言
に
は
地
位
機
能
付
与
の
対
象
と
な
る
べ
き
物
理
的
実
体
と
し
て
の
X
項
を
要
し
な
い
場
合
（
会
社
設
立
等
）
も
あ
る
こ

と
、
等

　々

―
―

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
社
会
的
事
実
の
存
在
様
態
に
関
す
る
我
々
の
直
観
・
常
識
を
、「
基
礎
的
要
件
」

へ
の
違
反
を
周
到
に
回
避
し
な
が
ら
サ
ー
ル
独
特
の
用
語
に
落
と
し
込
ん
だ
命
題
群
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

実
際
こ
れ
ら
命
題
に
関
す
る
本
書
の
議
論
は
、
読
者
に
対
し
既
知
の
事
柄
に
つ
い
て
の
想
起
を
促
す
よ
う
な
書
き
方
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
読
者
は
批
判
的
検
討
に
際
し
、
サ
ー
ル
に
よ
る
用
語
定
義
を
厳
密
に
把
握
し
内
的
な
論
理
構

造
を
確
認
し
た
う
え
で
、
社
会
的
世
界
に
つ
い
て
の
自
分
の
直
観
や
常
識
を
振
り
返
り
、
こ
れ
ら
命
題
群
が
十
分
網
羅
的

で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
直
観
や
常
識
に
反
す
る
部
分
が
な
い
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

第
1
章
補
論
に
は
『
社
会
的
現
実
の
構
築
』
の
議
論
に
対
し
て
提
起
さ
れ
、
本
書
執
筆
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
と
さ
れ
る

三
つ
の
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
種
類
の
批
判
的
検
討
か
ら
出
て
き
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
体
系
的
に
整
理
さ
れ
た
制
度
的
事
実
の
存
在
様
態
に
対
し
、
そ
の
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
志
向
性
論
お
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よ
び
発
話
行
為
論
の
自
然
な
延
長
と
し
て
説
明

0

0

す
る
の
が
、
サ
ー
ル
社
会
的
存
在
論
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し

て
訳
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
側
面
に
お
い
て
本
書
の
議
論
は
重
大
な
不
備
を
抱
え
て
い
る
。

サ
ー
ル
曰
く
、
地
位
機
能
は

　

―
―

　

し
た
が
っ
て
制
度
的
事
実
は

　

―
―

　

地
位
機
能
宣
言
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
。
任
意
の

制
度
は
構
成
的
規
則
の
体
系
で
あ
る
が
、
構
成
的
規
則
は
地
位
機
能
宣
言
の
一
特
殊
事
例
（「
定
立
的
」
な
地
位
機
能
宣

言
）
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
一
般
に
地
位
機
能
宣
言
は
制
度
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
位
機
能

宣
言
が
地
位
機
能
を

　

―
―

　

制
度
的
事
実
を

　

―
―

　

創
出
す
る
力
を
も
つ
の
は
な
ぜ
か
。
本
書
の
説
明
上
の
課
題
は
こ
の
点
に

集
約
さ
れ
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
志
向
性
論
と
発
話
行
為
論
が
動
員
さ
れ
る
。
サ
ー
ル
が
与
え
た
答
え
は
、
地
位
機
能
宣

言
が
地
位
機
能
を
創
出
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
宣
言
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宣
言
と
い
う
発
話
行
為
類
型
は
、

そ
れ
が
本
来
的
に

　

―
―

　

言
語
的
に

　

―
―

　

有
す
る
性
質
の
ゆ
え
に
、
制
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
世
界
内
に
、
そ
の
命
題
内

容
が
表
象
す
る
事
態
を
創
出
す
る
能
力
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
我
々
は
意
味
論
の
力
を
用
い
て
意
味
論
を
超
え
る

力
を
創
出
し
て
い
る
」（
本
書
179
頁
）
と
は
こ
の
謂
い
で
あ
る
。

そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
が
「
適
合
方
向
」
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
心
（
志
向
性
）
と
言
語
（
発
話
行
為
）
の
双
方
に
適
用

さ
れ
、
志
向
的
状
態
と
し
て
の
信
念
は
〈
心
か
ら
世
界
へ
〉、
発
話
行
為
と
し
て
の
陳
述
は
〈
言
語
か
ら
世
界
へ
〉
の
下

向
き
の
適
合
方
向
→
を
有
し
、
志
向
的
状
態
と
し
て
の
願
望
は
〈
世
界
か
ら
心
へ
〉、
発
話
行
為
と
し
て
の
約
束
は
〈
世

界
か
ら
言
語
へ
〉
の
上
向
き
の
適
合
方
向
←
を
有
す
る
、
等
と
さ
れ
る
。
志
向
的
状
態
も
発
話
行
為
も
一
定
の
世
界
状
態

の
「
表
象
」
を
含
む
が
、
こ
の
表
象
が
現
実
の
世
界
状
態
と
合
致
す
る
と
き
に
当
該
の
志
向
的
状
態
な
い
し
発
話
行
為
は

「
充
足
」
を
得
る
。
当
該
の
志
向
的
状
態
な
い
し
発
話
行
為
に
お
い
て
、
こ
の
充
足
を
獲
得
す
る
「
責
任
」
が
、
そ
の
志

向
的
状
態
な
い
し
発
話
行
為
と
世
界
の
い
ず
れ
に
あ
る
か
を
示
し
た
の
が
適
合
方
向
で
あ
る
。
信
念
や
陳
述
は
充
足
を
得
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る
に
あ
た
り
そ
の
表
象
内
容
を
所
与
の
世
界
状
態
と
合
致
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
含
意
す
る
が
ゆ
え
に
下
向
き
の
適
合
方
向

を
、
願
望
や
約
束
は
充
足
を
得
る
に
あ
た
り
そ
の
表
象
内
容
を
所
与
と
し
て
世
界
状
態
の
方
が
そ
れ
と
合
致
す
る
よ
う
必

要
な
ら
変
化
す
べ
き
こ
と
を
含
意
す
る
が
ゆ
え
に
上
向
き
の
適
合
方
向
を
有
す
る
と
い
う
。

そ
の
う
え
で
サ
ー
ル
は
、
発
話
内
行
為
の
一
類
型
と
し
て
の
「
宣
言
」
は
、
例
え
ば
終
戦
宣
言
が
戦
争
の
終
結
を
宣
言

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
よ
う
に
、
あ
る
世
界
状
態
を
表
象
す
る
こ
と
で
そ
の
世
界
状
態
を
実
現

す
る
の
で
あ
り
、
宣
言
一
般
の
も
つ
こ
の
性
質
の
ゆ
え
に
地
位
機
能
宣
言
は
地
位
機
能
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

し
た
が
っ
て
宣
言
は
〈
言
語
か
ら
世
界
へ
〉
と
〈
世
界
か
ら
言
語
へ
〉
を
併
せ
た
二
重
の
適
合
方
向

↔

を
伴
う
と
す
る
。

こ
の
議
論
は
さ
ら
に
、
二
重
の
適
合
方
向
を
も
っ
た
類
型
は
心
＝
志
向
的
状
態
に
は
見
ら
れ
ず
、
言
語
（
発
話
行
為
）
に

特
有
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
が
制
度
的
事
実
を
創
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
言
語
が
不
可
欠
の
役
割
を
担
う
と
の
主
張

へ
と
繋
が
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ー
ル
は
確
か
に
前
段
落
の
通
り
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
宣
言

が
宣
言
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
一
定
の
世
界
状
態
を
創
出
す
る
能
力
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
何
一
つ

説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
は
以
前
の
論
考
で
は
、
宣
言
の
も
つ
こ
の
力
の
源
泉
に
つ
い
て
き
わ
め
て
明
示
的

な
記
述
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
発
話
内
行
為
の
分
類
」（Searle�1975:�359

）
で
も
、『
志
向
性
』（Searle�1983:�

171-72

）
で
も
、『
心
・
言
語
・
社
会
』（Searle�1998:�150
）
で
も
、
宣
言
に
よ
る
世
界
状
態
の
創
出
は
「
言
語
外
的

な
制
度
（extra-linguistic�institution

）」
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
内
部
で
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
社
会
的
現
実
の
構
築
』（Searle�1995

）
が
こ
の
線
に
沿
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
本
書

32
頁
で
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
本
書
で
は
と
り
わ
け
「
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
事
例
」
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
制
度
外

0

0

0

で
の
地
位
機
能
創
出
に
説
明

を
与
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
一
方
、
宣
言
に
よ
る
地
位
機
能
創
出
と
い
う
立
場
は
堅
持
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
制
度

と
宣
言
の
間
で
説
明
／
被
説
明
の
関
係
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
サ
ー
ル
は
宣
言
型
発
話
行
為
に
関
し
て

は
以
前
の
所
説
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
、
本
書
で
新
た
に
生
じ
た
課
題
に
と
っ
て
有
効
な
性
質
が
宣
言
に
帰
属
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
結
局
、
宣
言
を
特
徴
づ
け
る
性
質
と
し
て
は
「
二
重
の
適
合
方
向
」
だ
け
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
前
述
の
通
り
「
適
合
方
向
」
と
い
う
の
は
充
足
の
責
任

0

0

の
所
在
を
示
す
概
念
に
す
ぎ
ず
、
適
合
方
向
が
二
重
で

あ
る
こ
と
を
も
っ
て
宣
言
に
地
位
機
能
創
出
の
能
力
を
認
め
る
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。
仮
に
適
合
方
向
概
念
が
そ
の
種

の
説
明
力
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
念
や
陳
述
は
そ
の
適
合
方
向
の
ゆ
え
に
自
動
的
に
真
と
な
り
、
願
望
や
約
束
は
そ

の
適
合
方
向
の
ゆ
え
に
自
動
的
に
実
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
わ
け
は
な
い
の
だ
か

ら
、
適
合
方
向
概
念
に
よ
っ
て
地
位
機
能
宣
言
の
有
効
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
重
の
適
合
方
向
は
、

地
位
機
能
宣
言
が
地
位
機
能
を
創
出
し
う
る
こ
と
を
前
提
に
見
出
さ
れ
る
性
質
で
あ
っ
て
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
サ
ー
ル
自
身
こ
の
不
備
に
ど
こ
か
で
気
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
を
補
う
べ
き
重
要
な
役
割
を
、「
集
合
的

承
認
」
の
概
念
に
与
え
て
い
る
。
本
書
で
は
一
応
、
地
位
機
能
の
創
出

0

0

は
地
位
機
能
宣
言
が
担
い
、
地
位
機
能
の
作
用

0

0

ま

た
は
維
持

0

0

の
保
障
を
集
合
的
承
認
が
担
う
と
い
う
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
随
所
で
、
あ
た

か
も
集
合
的
承
認
こ
そ
が
地
位
機
能
の
創
出
を
可
能
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
（
例
え
ば
本
書
147
頁
以

下
）。
こ
の
混
在
状
況
に
よ
り
、
本
書
の
議
論
は
全
体
と
し
て
大
き
な
曖
昧
さ
を
抱
え
る
こ
と
と
な
る
。
訳
者
が
考
え
る

整
合
的
解
釈
の
一
つ
の
可
能
性
は
、
宣
言
（
厳
密
に
は
宣
言
と
同
じ
論
理
形
式
を
有
す
る
表
象
）
は
集
合
的
承
認
の
対
象

と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
集
合
的
承
認
だ
け
で
地
位
機
能
の
創
出
が
得
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
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う
に
読
め
る
箇
所
で
も
、
実
際
に
は
宣
言
に
よ
る
創
出
と
い
う
論
理
が
貫
か
れ
て
い
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
仮
に
こ
の
解
釈
が
一
定
の
妥
当
性
を
も
つ
と
し
た
場
合
、
表
面
上
の
曖
昧
さ
を
我
慢
す
れ
ば
理
論
そ
れ
自
体
は

無
傷
で
救
出
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
サ
ー
ル
の
言
う
集
合
的
承
認
は
、「
各

人
の
個
人
的
承
認
の
集
合
に
相
互
的
信
念
を
加
え
た
も
の
」（
本
書
88
頁
）
へ
と
還
元
可
能
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
集
合
的
承
認
と
は
世
界
と
他
人
に
関
す
る
個
人
の
主
観
的
態
度
の
集
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
地
位
機
能
の
、
し
た
が
っ
て
制
度
的
事
実
の
存
在
が
、
こ
う
し
た
主
観
的
承
認
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た

場
合
、
は
た
し
て
制
度
的
事
実
は
一
般
に
客
観
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
維
持
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
心

許
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
制
度
的
事
実
の
客
観
性
は
あ
く
ま
で
も
宣
言
の
も
つ
創
出
能
力
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
社
会
的
存
在
論
に
お
け
る
説
明

0

0

部
分
の
根
幹
を
な
す
地
位
機
能
宣
言
の
概
念
に
ま

つ
わ
る
不
備
、
議
論
の
揺
れ
、
曖
昧
さ
、
整
合
的
解
釈
の
可
能
性
と
そ
の
問
題
的
帰
結
を
指
摘
し
て
き
た1

の
は
、
訳
者
と

し
て
、
こ
こ
か
ら
社
会
的
存
在
論
の
本
格
的
な
検
討
が
始
ま
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
訳
者
自
身
、

こ
の
解
説
を
書
く
過
程
で
、
す
で
に
何
度
も
通
読
し
て
い
る
本
書
を
、
例
え
ば
原
著
者
の
先
行
文
献
と
の
対
比
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
訳
者
の
本
来
の
専
門
分
野
で
あ
る
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
理
論
と
の
対
比
に
お
い
て
改
め

て
読
み
直
す
必
要
を
痛
感
す
る
に
至
っ
た
。
望
む
ら
く
は
読
者
各
位
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
本
書
が
さ
ら
な

1　

T
sohatzidis

（2010

）
も
地
位
機
能
宣
言
の
問
題
性
に
着
目
し
、
本
書
の
議
論
全
体
に
対
し
て
本
節
の
指
摘
と
も
関
連
す
る
三
点
の
批
判
を
寄

せ
て
い
る
。
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る
思
考
の
契
機
と
な
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
う
次
第
で
あ
る2

。

こ
の
関
連
で
、
本
書
の
一
般
理
論
に
対
し
特
殊
理
論
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
前
著
『
社
会
的
現
実
の
構
築
』
に
つ

い
て
一
言
付
し
て
お
く
。
も
し
本
書
の
議
論
が
大
成
功
を
収
め
て
い
た
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
社
会
的
存
在
論
の
一
般
理

論
の
水
準
で
は
、
本
書
刊
行
に
よ
り
依
拠
す
べ
き
文
献
が
更
新
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
前

段
ま
で
の
訳
者
の
指
摘
が
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
宣
言
の
理
論
的
地
位
を
制
度
の
内
部
に
保
留

し
て
い
た
『
構
築
』
の
理
論
に
再
度
立
ち
戻
っ
て
の
検
討
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
『
構
築
』
に
は

読
者
の
直
観
に
訴
え
る
制
度
的
事
実
の
事
例
呈
示
が
本
書
よ
り
も
多
く
丁
寧
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
最
後
の
三

章
で
展
開
さ
れ
る
実
在
論
を
め
ぐ
る
議
論
は
本
書
が
欠
く
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
書
の
理
論
を
再
考
す
る
際
の
足
掛

か
り
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
構
築
』
は
依
然
一
読
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

４　
「
積
極
的
人
権
」
に
つ
い
て

他
方
、
社
会
的
存
在
論
の
根
幹
に
は
関
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
著
者
が
非
常
に
強
い
主
張
を
し
て
い
て
、
し
か
も
訳
者
の

考
え
で
は
そ
れ
が
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
箇
所
と
い
う
の
も
あ
る
。「
積
極
的
人
権
」
の
観
念
に
対
す
る
批
判
（
本
書

289
頁
以
下
）
で
あ
る
。

サ
ー
ル
曰
く
、「
消
極
的
人
権
」
が
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
不
干
渉
の
義
務
を
課
す
の
と
同
様
に
「
積
極
的
人
権
」
は

す
べ
て
の
人
に
対
し
て
支
援
の
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
が
、
常
識
的
に
考
え
て
そ
ん
な
義
務
が
存
在
す
る
わ
け
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
巷
間
「
積
極
的
人
権
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（「
誰
も
が
十
分
な
生
活
水
準
を
得
る
権
利
」
等
）
の
ほ
と
ん
ど

は
実
際
に
は
人
権
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
さ
も
そ
れ
が
人
権
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
る
世
界
人
権
宣
言
は
「
普
遍
的
権
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利
と
普
遍
的
義
務
の
間
に
論
理
的
な
含
意
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
ま
で
頭
が
回
ら
」
な
い
人
が
書
い
た
「
き
わ
め
て
無
責

任
な
文
書
」
で
あ
る
（
本
書
289
頁
）。

だ
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
普
遍
的
権
利
は
普
遍
的
義
務
を
論
理
的
に
含
意
す
る
」
と
い
う
前
提
は
、
訳
者
の
考

え
で
は
、
権
利
や
義
務
の
概
念
そ
れ
自
体
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
消
極
的
権
利
の
場
合
に
の
み
成
り
立
つ
命
題

に
す
ぎ
な
い
。
消
極
的
権
利
の
例
と
し
て
「
殺
さ
れ
な
い
権
利
」
を
考
え
る
と
、
あ
る
人
が
「
殺
さ
れ
な
い
」
と
い
う
事

態
は
、「
殺
す
」
人
が
一
人
で
も
い
た
ら
実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
「
殺
さ
な

い
」
義
務
を
課
す
の
で
あ
る
。
論
理
的
な
含
意
関
係
は
、
権
利
の
消
極
性
と
義
務
の
普
遍
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
間
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
権
利
の
権
利
性
が
義
務
の
普
遍
性
を
導
く
の
で
は
な
い
。
ま
た
権
利
の
普
遍
性
が
義
務
の
普
遍
性
を
導
く
の
で
も

な
い
。
仮
に
こ
の
権
利
を
も
つ
人
が
世
界
に
一
人
し
か
い
な
く
て
も
、
そ
の
人
の
「
殺
さ
れ
な
い
権
利
」
は
す
べ
て
の
人

に
「
殺
さ
な
い
義
務
」
を
課
す
の
で
あ
る
。

一
方
、
積
極
的
権
利
と
し
て
「
十
分
な
生
活
水
準
を
得
る
権
利
」
を
考
え
る
と
、
あ
る
人
が
「
十
分
な
生
活
水
準
を
得

る
」
と
い
う
事
態
が
実
現
し
な
い
の
は
、
そ
の
人
に
「
十
分
な
生
活
水
準
を
与
え
る
」
人
が
一
人
も
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
権
利
が
求
め
る
の
は
、
そ
の
人
に
「
十
分
な
生
活
水
準
を
与
え
る
義
務
」
を
も
つ
人
が
（
少
な
く
と
も

一
人
）
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
論
理
的
な
含
意
関
係
は
、
権
利
の
積
極
性
と
義
務
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
間
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の

権
利
を
普
遍
的
権
利
と
し
て
定
め
た
と
こ
ろ
で
、
論
理
的
含
意
は
「
誰
に
で
も
自
分
に
対
し
て
十
分
な
生
活
水
準
を
与
え

2　

大
河
原
（2017

）
は
、
原
書
刊
行
後
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
的
反
応
を
多
く
紹
介
し
て
い
る
ほ
か
、
本
書
の
議
論
を
か
な
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
て

実
に
有
用
で
あ
る
。
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る
義
務
を
も
つ
人
が
存
在
す
る
」
こ
と
に
す
ぎ
ず
、「
す
べ
て
の
人
が
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
十
分
な
生
活
水
準
を

与
え
る
」
普
遍
的
義
務
は
導
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
サ
ー
ル
は
本
来
権
利
の
消
極
性
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
義
務
の
普
遍
性
を
、
権
利
の
権
利
性
そ
れ
自
体

に
由
来
す
る
も
の
と
誤
認
し
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
積
極
的
権
利
は
普
遍
的
義
務
を
含
意
す
る
が
ゆ
え
に
（
多
く
の
場

合
）
積
極
的
権
利
は
普
遍
的
人
権
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
示
し
た
通
り
、
普
遍
的

な
積
極
的
権
利
が
含
意
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
義
務
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
サ
ー
ル
の
「
積
極
的
人
権
」
批
判
は
端
的
に
誤
り
だ
と
い
う
の
が
訳
者
の
読
み
な
の
だ
が
、
訳
者
が
何
か

大
事
な
要
素
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
当
否
は
ぜ
ひ
読
者
各
位
の
目
で
直
接
ご

確
認
い
た
だ
き
た
い
。
特
に
人
権
を
扱
っ
た
第
8
章
は
応
用
的
な
性
格
の
強
い
章
で
、
こ
こ
だ
け
を
読
ん
で
も
比
較
的
理

解
に
支
障
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

５　

翻
訳
に
つ
い
て

翻
訳
は
正
確
さ
と
明
確
さ
、
そ
し
て
読
み
や
す
さ
を
旨
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
時
に
原
書
の
構
成
に
対
し
て
批
判
的
な

立
場
を
と
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
。
特
に
原
書
の
段
落
構
成
は
お
世
辞
に
も
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
く
、
箇
所
に
よ

っ
て
は
適
切
に
考
え
ら
れ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
訳
者
が
適
当
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
改
段
落
を
入
れ
て

あ
る
。
ま
た
原
書
脚
注
の
多
く
は
文
献
挙
示
の
目
的
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
う
え
原
書
巻
末
に
は
文
献
一
覧
が
な
く
、

こ
れ
は
非
常
に
不
便
で
あ
る
か
ら
、
原
書
脚
注
の
文
献
情
報
を
巻
末
に
ま
と
め
、
文
献
参
照
の
み
の
原
注
は
本
文
に
埋
め

込
ん
だ
。（
以
上
、
凡
例
を
参
照
の
こ
と
。）
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訳
語
は
既
訳
を
参
照
の
う
え
、
訳
者
が
最
適
と
考
え
る
も
の
を
採
用
し
た
。deontic�pow

er

を
「
義
務
論
的
権
力

0

0

」

と
訳
す
の
だ
け
は
最
後
ま
で
迷
っ
た
が
、（「
義
務
論
的
パ
ワ
ー
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
）「
義
務
論
的
力0

」
の
術
語
と
し

て
の
据
わ
り
の
悪
さ
と
、
特
に
第
7
章
の
章
題
（
お
よ
び
同
章
に
登
場
す
る
無
数
のpow

er

）
は
議
論
の
内
容
か
ら
し

て
「
権
力
」
と
訳
す
ほ
か
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
、
や
は
り
「
義
務
論
的
権
力
」
が
最
適
と
判
断
し
た
。
こ
れ
は
フ
ー
コ

ー
な
り
ル
ー
ク
ス
な
り
の
既
存
の
権
力
論
で
も
発
生
し
て
い
た
問
題
で
、
結
局
は
「
権
力
」
を
全
部
「
力
」
に
し
て
し
ま

う
か
、
日
本
語
の
「
権
力
」
の
意
味
内
容
を
、
違
和
感
を
伴
い
つ
つ
拡
張
し
て
や
る
か
の
い
ず
れ
か
し
か
手
が
な
い
の
で

あ
っ
て
、
従
来
の
議
論
が
採
っ
て
き
た
後
者
の
方
途
を
本
訳
書
で
も
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
訳
書
の
企
画
は
、
勁
草
書
房
編
集
部
の
渡
邊
光
さ
ん
か
ら
紹
介
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
結
構
批
判
的

な
こ
と
を
書
き
連
ね
て
き
た
の
で
最
後
に
急
い
で
付
け
加
え
て
お
く
が
、
社
会
を
脳
と
心
と
言
語
と
と
も
に
単
一
の
世
界

の
中
に
描
き
切
ろ
う
と
い
う
サ
ー
ル
の
社
会
的
存
在
論
は
、
実
に
壮
大
で
と
ん
で
も
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で
あ
る
。

本
書
は
社
会
科
学
の
基
礎
に
関
心
を
も
つ
人
な
ら
誰
も
が
真
剣
に
批
判
的
に

0

0

0

0

0

0

0

読
む
価
値
の
あ
る
一
書
で
あ
り
、
今
回
そ
の

翻
訳
を
担
当
で
き
た
こ
と
は
望
外
の
幸
せ
で
あ
っ
た
。
作
業
開
始
か
ら
現
在
ま
で
こ
ち
ら
の
多
忙
や
ら
あ
ち
ら
の
都
合
や

ら
で
結
構
な
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
な
ん
と
か
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
ほ
っ
と
し
て
い
る
。
脱
稿

し
て
か
ら
な
か
な
か
初
校
が
出
て
こ
な
く
て
や
き
も
き
し
た
一
方
、
こ
ち
ら
も
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
初
校
・
再
校
・
三
校
と
大

量
の
修
正
を
入
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
お
互
い
様
か
な
と
思
い
つ
つ
、
渡
邊
さ
ん
に
は
諸
々
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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