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は
し
が
き

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ポ
ー
ル
・
グ
ラ
イ
ス
（H

erbert Paul Grice

）
は
、
主
に
会
話
的
推
意
の
理
論
や
非
自
然
的
意
味
の
分
析
と
い
っ
た
業

績
で
知
ら
れ
る
哲
学
者
だ
。
だ
が
そ
の
グ
ラ
イ
ス
が
、
心
の
哲
学
や
理
性
論
、
形
而
上
学
と
い
っ
た
広
範
な
射
程
の
も
と
で
議
論
を
展
開

し
て
い
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
グ
ラ
イ
ス
が
そ
う
い
っ
た
領
域
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
か
と
な

る
と
、
な
お
さ
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
各
領
域
で
グ
ラ
イ
ス
が
論
じ
て
い
る
こ
と
を
総
合
し
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
哲
学
体
系
が
見

出
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
た
な
ら
、
答
え
ら
れ
る
ひ
と
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
書
は
、
こ
の
問
題
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
答
え
を
端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
グ
ラ
イ
ス
の
哲

学
は
理
性
の
哲
学
で
あ
る
」
と
な
る
。
会
話
的
推
意
の
理
論
も
非
自
然
的
意
味
の
分
析
も
そ
の
他
の
業
績
も
、
グ
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
理

性
と
い
う
テ
ー
マ
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

し
か
し
「
理
性
の
哲
学
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
哲
学
体
系
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
本
書
で
は
、
次

の
よ
う
な
順
で
グ
ラ
イ
ス
の
理
性
の
哲
学
の
輪
郭
を
描
き
出
す
。

第
一
章
で
は
全
体
の
準
備
と
し
て
、
グ
ラ
イ
ス
と
い
う
哲
学
者
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
り
、
ど
う
い
っ
た
影
響
関
係
の
も
と
で
哲
学
に

取
り
組
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
紹
介
す
る
。
グ
ラ
イ
ス
の
生
涯
や
グ
ラ
イ
ス
の
人
柄
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
主
に
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グ
ラ
イ
ス
自
身
が
自
ら
の
退
職
記
念
論
文
集
で
語
っ
て
い
る
こ
と
と
、
シ
ボ
ー
ヌ
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
（Siobhan Chapm

an

）
に
よ
る
グ

ラ
イ
ス
の
伝
記
を
参
照
し
て
い
る
。
第
一
章
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ン
グ
シ
ョ
ー
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（John Langshaw

 

A
ustin

）
ら
の
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
に
大
い
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
も
批
判
的
な
目
を
向
け
独
自
の
道
を
進
も
う
と
す
る
グ

ラ
イ
ス
の
姿
だ
。
グ
ラ
イ
ス
を
め
ぐ
る
愉
快
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
数
多
く
あ
り
、
本
当
な
ら
愛
を
込
め
て
そ
の
す
べ
て
を
語
り
つ
く
し
た
い

の
だ
が
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
控
え
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
グ
ラ
イ
ス
が
自
身
の
哲
学
的
方
法
論
と
し
て
提
示
し
た
概
念
分
析
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
グ
ラ
イ

ス
の
方
法
論
は
、
基
本
的
に
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
影
響
の
も
と
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
日
常
言
語
学
派
ら
し
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
グ
ラ
イ
ス
は
他
の
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
者
た
ち
が
言
語
へ
の
十
分
な
反
省
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
好

ま
し
く
な
い
仕
方
で
概
念
分
析
を
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
章
で
重
要
と
な
る
の
は
、
グ
ラ
イ
ス
は

自
身
の
方
法
が
他
の
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
者
た
ち
と
ど
う
違
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
受
け
て
第
三
章
で
は
、
概
念
分
析
を
精
緻
化
す
る
道
具
と
し
て
考
案
さ
れ
た
会
話
的
推
意
の
理
論
を
紹
介
す
る
。
会
話
的
推
意

の
理
論
は
、
主
に
言
語
学
に
お
い
て
私
た
ち
の
会
話
の
語
用
論
的
分
析
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
イ

ス
自
身
が
想
定
し
て
い
た
役
割
は
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
た
ち
の
言
語
使
用
の
あ
り
か
た
自
体
を
分
析
す
る
た
め
と
い
う
よ

り
、
グ
ラ
イ
ス
は
そ
れ
を
、
概
念
分
析
を
よ
り
問
題
の
な
い
仕
方
で
遂
行
す
る
た
め
の
補
助
器
具
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
第

三
章
で
は
そ
う
し
た
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
的
な
動
機
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
会
話
的
推
意
の
理
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

会
話
的
推
意
の
理
論
が
グ
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

三
章
で
の
紹
介
は
、
あ
く
ま
で
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
を
な
ぞ
っ
て
理
解
で
き
る
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
本
当

の
姿
を
理
解
す
る
に
は
、
会
話
的
推
意
に
つ
い
て
直
接
的
に
扱
っ
て
い
な
い
文
献
で
の
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
も
参
照
し
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ

解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
章
で
は
そ
う
し
た
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
会
話
的
推
意
の
理
論
と
非

自
然
的
意
味
の
分
析
の
つ
な
が
り
が
し
っ
か
り
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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第
五
章
で
は
非
自
然
的
意
味
の
分
析
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
「
意
味
す
る
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
、
自
然
の
因
果
関
係
に

関
わ
る
自
然
的
意
味
と
、
社
会
の
慣
習
や
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
非
自
然
的
意
味
と
に
大
別
し
、
後
者
を
話
し
手
の
意

図
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｒ
・
シ
フ
ァ
ー
（Stephen R. Schiffer

）
な
ど
の
多
く
の
哲
学
者
を

惹
き
つ
け
た
こ
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
グ
ラ
イ
ス
は
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の
か
。
第
五
章
は
グ
ラ
イ
ス
自
身
が
詳
し
く
論
じ
て

い
な
い
個
所
を
私
な
り
に
補
足
し
な
が
ら
、
そ
の
展
開
を
追
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

グ
ラ
イ
ス
の
名
を
知
る
ひ
と
の
多
く
は
、
グ
ラ
イ
ス
を
会
話
的
推
意
の
理
論
と
非
自
然
的
意
味
の
分
析
の
哲
学
者
と
し
て
し
か
知
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。
第
六
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
き
て
い
な
い
グ
ラ
イ
ス
の
心
の
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
五
章
で

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
グ
ラ
イ
ス
は
非
自
然
的
意
味
を
意
図
と
い
う
心
理
的
な
概
念
へ
と
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
で
あ
る
以
上
、
非

自
然
的
意
味
が
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
本
来
の
位
置
を
持
つ
の
は
、
そ
の
心
の
哲
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
意
図
を
、
あ

る
い
は
広
く
心
理
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
。
第
六
章
で
は
そ
れ
を
論
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
に
お

い
て
心
理
が
推
論
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
七
章
で
は
理
性
を
め
ぐ
る
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
グ
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
、
理
性
は
推
論
の
能
力
で
あ
る
と
と
も
に
、
理

由
を
与
え
る
能
力
で
も
あ
っ
た
。
第
六
章
で
論
じ
る
よ
う
に
心
理
が
推
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
グ
ラ
イ
ス
の
心
の
哲
学
を

真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
グ
ラ
イ
ス
の
理
性
論
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
理
性
と
は
い
か
な
る
意
味
で
推
論
の
能
力

な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
推
論
を
介
し
て
物
事
に
与
え
ら
れ
る
理
由
に
は
い
か
な
る
種
類
の
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
第
七
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
、
理
性
の
哲
学
と
し
て
の
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
体
系
の
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み

る
。グ

ラ
イ
ス
の
哲
学
は
理
性
の
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
第
七
章
で
見
る
理
性
の
哲
学
に
は
、
い
く
つ
か
の
概
念
や
原
則
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
。
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
正
当
化
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
そ
の
形
而
上
学
、
特
に
「
構
成
主
義
」

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
形
而
上
学
的
枠
組
み
で
あ
る
。
第
八
章
で
は
こ
の
構
成
主
義
の
形
而
上
学
に
つ
い
て
紹
介
し
、
超
越
論
的
論
証
の
た
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め
の
枠
組
み
と
し
て
そ
れ
を
解
釈
す
る
。
ま
た
こ
の
章
で
は
、
グ
ラ
イ
ス
が
最
晩
年
に
語
っ
た
「
哲
学
的
終
末
論
」
と
い
う
奇
妙
な
名
前

の
形
而
上
学
の
構
想
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。

本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
そ
の
際
、
私
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
方
法
論
的
な
ポ
リ
シ

ー
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
グ
ラ
イ
ス
が
全
体
と
し
て
大
き
な
ひ
と
つ
の
哲
学
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
仮
定

の
も
と
で
、
グ
ラ
イ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
統
一
的
に
見
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
当
然
な
が
ら
、
ひ
と
り
の
哲
学
者
が
そ
の
生
涯
の
な

か
で
考
え
を
変
え
た
り
、
以
前
の
主
張
と
は
不
整
合
を
来
す
主
張
を
お
こ
な
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
だ
。
し
か

し
私
は
そ
の
可
能
性
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
一
見
す
る
と
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
グ
ラ
イ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
ひ
と
つ
の
体
系
に
収

ま
る
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
、
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
を
再
構
成
し
て
い
る
。

理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
私
の
知
る
限
り
ま
だ
そ
の
よ
う
な
試
み
が
本
一
冊
の
長
さ
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
英
語
圏
を
含
め

て
も
い
ち
ど
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
（
論
文
と
し
て
は
、Grandy &

 W
arner 

（1986a

）, Petrus 

（2010a

）
な
ど
が
あ
る
）。
そ
う
し
た
試

み
が
あ
っ
た
う
え
で
そ
れ
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
何
か
が
見
つ
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
を
グ
ラ
イ
ス
自
身
の
立
場
の
変
化
と
し
て
説
明

す
る
こ
と
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
体
系
的
理
解
の
試
み
と
い
う
指
針
が
あ
っ
た
う
え
で
、
そ
れ

に
か
み
合
わ
な
い
事
柄
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
指
針
が
そ
も
そ
も
な
い
段
階
で
体
系
的
な
理
解
に
か
み
合
わ
な
い
事
柄
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
あ
ま
り
得
る
も
の
は
な
さ
そ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で
は
そ
の
指
針
の
ひ
と
つ
を
提
供
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
た
。

ま
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
グ
ラ
イ
ス
が
晩
年
近
い
一
九
八
二
年
に
発
表
し
た
「
意
味
再
論
」（“M

eaning Revisited”

）
と
い

う
論
文
の
存
在
が
あ
る
。
本
書
の
終
盤
に
な
る
と
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
だ
が
、「
意
味
再
論
」
で
は
非
自
然
的
意
味
の
分
析
と
い
う
テ
ー

マ
に
、
心
の
哲
学
、
形
而
上
学
に
お
け
る
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
が
（
あ
ま
り
し
っ
か
り
と
し
た
説
明
は
な
い
ま
ま
に
）
接
続
さ
れ
、
そ
う
し
た

議
論
を
利
用
し
て
非
自
然
的
意
味
の
分
析
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
も
グ
ラ
イ
ス
が
、
非
自
然
的
意
味
の
分
析
、
心

の
哲
学
、
形
而
上
学
を
単
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
し
た
ら
、「
意
味
再
論
」
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
一
か
所
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に
集
ま
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
意
味
再
論
」
と
い
う
論
文
の
存
在
が
、
グ
ラ
イ
ス
に
は
複
数
の
ト
ピ
ッ
ク
が
絡
み
合
っ
て

構
築
さ
れ
る
哲
学
体
系
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

本
書
は
、
グ
ラ
イ
ス
が
好
む
言
い
か
た
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
最
後
の
言
葉
」
で
は
な
く
「
最
初
の
言
葉
」
と
な
る
性
格
の
も
の
だ
。

私
は
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
を
理
性
の
哲
学
と
し
て
描
き
出
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
グ
ラ
イ
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
「
語
り
終
わ
る
」
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
多
く
の
ひ
と
が
「
語
り
始
め
る
」
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

最
後
に
、
文
献
の
参
照
の
仕
方
に
関
し
て
述
べ
て
お
く
。
本
書
に
は
参
考
文
献
リ
ス
ト
を
収
録
し
て
い
る
が
、
再
録
版
が
あ
る
文
献
は

再
録
版
の
情
報
も
併
記
し
て
お
り
、
本
書
で
そ
う
し
た
文
献
を
参
照
す
る
際
の
ペ
ー
ジ
番
号
は
再
録
版
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
翻
訳
が

あ
る
文
献
の
引
用
の
際
に
は
、
既
存
の
翻
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
も
基
本
的
に
私
自
身
の
訳
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
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2 ─ 

意
味
と
使
用
を
区
別
す
る

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
中
心
と
す
る
日
常
言
語
学
派
の
方
法
は
、
し
ば
し
ば
「
意
味
使
用
説
（use theory of m

eaning

）」
の
一
種
に
基
づ

く
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
言
葉
の
意
味
と
は
、
そ
の
使
い
か
た
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
だ
。
だ
が
こ
の
思
想
を
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
に
帰
す
る
の
は
、
実
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
「
言
葉
の
意
味
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
存
在
そ
の
も

の
を
疑
問
視
し
、
論
文
「
語
の
意
味
」（“T

he M
eaning of a W

ord”

）
で
は
、「「
語
の
意
味
」
で
あ
る
よ
う
な
何
か
0

0

が
存
在
す
る
と
考

え
る
」
こ
と
を
戒
め
て
い
る
（A

ustin 1940, p. 60, 

邦
訳
七
九
頁
）。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
確
か
に
言
葉
の
使
い
か
た
を
観
察
し
、
そ
れ
を

も
と
に
哲
学
的
な
議
論
を
展
開
し
た
。
た
だ
そ
れ
は
「
言
葉
の
意
味
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
が
「
言
葉
の
使
い
か
た
で
あ

る
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
抽
象
的
な
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
戒
め
な
が
ら
、
た
だ

言
葉
の
使
わ
れ
る
あ
り
か
た
を
し
っ
か
り
眺
め
よ
う
と
い
う
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
方
針
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
グ
ラ
イ
ス
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
グ
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
日
常
言
語
へ
の
関
心
は
、「
概
念
分
析
（conceptual analysis

）」
と

い
う
営
み
と
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
実
際
グ
ラ
イ
ス
は
、「
戦
後
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
」（“Postw

ar O
xford Philosophy”

）

と
題
さ
れ
た
論
文
に
て
、
自
身
の
関
心
を
「
概
念
分
析
」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

与
え
ら
れ
た
表
現
Ｅ
の
概
念
分
析
を
探
す
と
い
う
の
は
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
Ｅ
を
適
用
し
た
り
、
Ｅ
を
差
し
控
え
た
り
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
り
つ
つ
、
Ｅ
を
差
し
控
え
る
こ
と
な
く
適
用
す
る
で
あ
ろ
う
タ
イ
プ
の
事
例
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
、

普
遍
的
な
特
徴
づ
け
を
探
す
こ
と
で
あ
る
。（Grice 1958, p. 174

）

私
た
ち
は
、
例
え
ば
「
善
い
」
と
い
う
表
現
の
使
い
か
た
を
習
得
し
て
お
り
、
日
常
的
に
「
善
い
」
と
言
っ
た
り
、「
善
い
」
と
言
わ
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な
い
よ
う
に
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
こ
の
条
件
を
満
た
し
た
な
ら
ば
き
っ
と
「
善
い
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う

な
一
般
的
な
条
件
を
見
出
し
た
な
ら
、「
善
い
」
の
、
あ
る
い
は
善
と
い
う
概
念
の
概
念
分
析
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
グ
ラ
イ
ス
の

考
え
だ
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
単
に
比
較
的
素
朴
な
哲
学
観
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の

は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
あ
れ
ば
、
語
に
概
念
が
対
応
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
意
味
な
る
存
在
の

措
定
に
当
た
る
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
グ
ラ
イ
ス
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
考
え
た
う
え
で
、
日
常
言

語
の
観
察
を
通
じ
て
概
念
の
分
析
を
目
指
す
こ
と
を
自
身
の
方
法
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
ラ
イ
ス
の
言
う
概
念
分
析
が
あ
く
ま
で
日
常
言
語
の
観
察
に
基
づ
く
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
し
っ
か
り
と
頭
に
入
れ

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
グ
ラ
イ
ス
は
、
同
じ
く
「
戦
後
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
」
に
て
、
自
分
は
次
の
ふ
た
つ
の
立
場
に
同
意
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

⑴
私
見
で
は
、
哲
学
者
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
重
要
な
部
分
は
、
あ
れ
こ
れ
の
表
現
や
表
現
の

ク
ラ
ス
の
日
常
的
な
使
い
か
た
を
、（
可
能
な
限
り
一
般
的
な
言
葉
づ
か
い
で
）
分
析
し
た
り
、
記
述
し
た
り
、
特
徴
づ
け
た
り
す
る

こ
と
に
あ
る
。［
…
］
⑵
私
見
で
は
、
具
体
的
に
特
定
可
能
な
タ
イ
プ
の
状
況
に
お
い
て
日
常
的
に
用
い
ら
れ
そ
う
で
あ
っ
た
り
、

真
な
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
そ
う
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
言
明
の
何
ら
か
の
ク
ラ
ス
を
、
偽
で
あ
る
、
不
条
理
で
あ
る
、

言
語
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
な
ど
と
し
て
拒
絶
す
る
哲
学
説
は
、
そ
れ
自
体
が
ほ
ぼ
確
実
に
（
こ
と
に
よ
る
と
か
な
り
確
実
に
）
偽

で
あ
る
と
言
え
る
。（Grice 1958, p. 172

）

グ
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
、
日
常
言
語
は
あ
く
ま
で
哲
学
説
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
。
哲
学
説
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、「
こ
の
手
の
言
葉
づ
か

い
は
実
は
み
な
誤
り
な
の
だ
」
な
ど
と
い
っ
た
主
張
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
退
け
ら
れ
る
べ
き
は
哲
学
説
の
ほ
う
だ
、
と
グ
ラ
イ
ス
は
言
っ

て
い
る
の
だ
（
こ
れ
は
実
際
、
の
ち
に
見
る
よ
う
な
懐
疑
論
を
め
ぐ
る
議
論
で
グ
ラ
イ
ス
が
採
用
し
て
い
る
立
場
で
あ
る
）。
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と
は
い
え
、
概
念
分
析
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
発
想
に
は
、
す
で
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
か
ら
の
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
グ
ラ
イ
ス
の

こ
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
哲
学
を
す
る
う
え
で
は
単
に
言
葉
の
使
い
か
た
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
目
指
し
て
い
る
の
が
概
念
分
析
で
あ
る
以
上
は
、
問
題
は
ま
さ
に
言
葉
の
意
味
に
到
達
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
言
葉
の
使
い

か
た
に
は
、
意
味
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
別
の
事
情
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ズ
記
念

講
義
の
冒
頭
を
飾
る
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」（“Prolegom

ena”

）
）
6
（

で
、
グ
ラ
イ
ス
は
こ
う
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。「
実
の
と
こ
ろ
、
慎
重
に
意

味
と
使
用
を
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
教
え
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
慎
重
に
意
味
と
使
用
を
同
一
視
す
べ
き
だ
と
い
う
教
え
が
か
つ
て
そ

う
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
ら
い
、
手
軽
な
哲
学
の
手
引
き
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」（Grice 1967a, p. 4, 

邦
訳
二
頁
）。

す
で
に
分
析
哲
学
に
詳
し
い
読
者
な
ら
ば
、
怪
訝
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
意
味
と
い
う
も
の
は
、
悪
名
高
い
分
析
的
言
明
と
総
合
的

言
明
の
区
別
と
と
も
に
、
初
期
の
分
析
哲
学
で
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
批
判
や
、
イ
ギ
リ
ス
で
の

後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
は
、
そ
の
よ
う
な
想
定
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
さ

ら
に
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
グ
ラ
イ
ス
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
以
前
の
言
語
観
へ
の
回

帰
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
事
実
そ
う
な
の
だ
。
グ
ラ
イ
ス
は
ま
さ
に
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
経
た
う
え
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
以
前
の
言
語
観

に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
し
て
単
純
な
回
帰
で
は
な
く
「
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
経
た
う
え
で
」
の
回
帰
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
グ
ラ
イ
ス
の
独
創
性
の
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
章
と
続
く
第
三
章
で
次
第
に
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
グ
ラ
イ
ス
が
日
常
言
語
へ
の
関
心
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
意
味
と
使
用
を
峻
別
し
、
前
者
に
焦
点
を
絞
る
か
た
ち
で
概
念
分

析
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
実
は
こ
う
し
た
傾
向
は
、
グ
ラ
イ
ス
の
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
か

ら
見
ら
れ
る
。
論
文
「
常
識
と
懐
疑
論
」（“Com

m
on Sense and Skepticism

”

）
は
、
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
〇
年
の
あ
い
だ
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
発
表
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
末
に
四
〇
年
ほ
ど
経
っ
て
よ
う
や
く
『
論
理
と
会
話
』
に
収
録
さ
れ
、
公
開
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た）

7
（

の
だ
が
、
こ
の
論
文
で
は
す
で
に
意
味
と
使
用
を
区
別
し
よ
う
と
い
う
議
論
が
懐
疑
論
へ
の
日
常
言
語
学
派
的
な
応
答
の

不
備
を
指
摘
す
る
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
常
識
と
懐
疑
論
」
で
、
グ
ラ
イ
ス
は
懐
疑
論
に
対
す
る
日
常
言
語
学
派
的
な
応
答
の
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
日
常
言
語
学
派
の
中
心
的
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
常
言
語
学
派
的
な
批
判
に
対
し
て

懐
疑
論
側
に
肩
入
れ
し
て
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
グ
ラ
イ
ス
は
、
自
分
自
身
は
懐
疑
論
者
で
は
な
い
と
断
り
、
そ
う

し
た
議
論
を
お
こ
な
う
動
機
を
「
懐
疑
論
は
そ
れ
な
り
に
堂
々
と
扱
わ
れ
た
う
え
で
見
込
み
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
」

（Grice c. 1946-1950, p. 149

）
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
日
常
言
語
の
側
の
哲
学
者
が
そ
う
で
な
い
哲
学
者
と
対
立
し
た

と
き
、
ひ
と
ま
ず
日
常
言
語
側
で
な
い
ほ
う
に
肩
入
れ
す
る
と
い
う
の
は
グ
ラ
イ
ス
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
り
、
今
後
も
繰
り
返
し
目
に

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

グ
ラ
イ
ス
が
検
討
し
て
い
る
の
は
、
ノ
ー
マ
ン
・
マ
ル
コ
ム
（N

orm
an M

alcolm

）
に
よ
る
懐
疑
論
批
判
で
あ
る
。
マ
ル
コ
ム
は
厳
密

に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
日
常
言
語
学
派
に
属
す
哲
学
者
で
は
な
い
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
薫
陶
を
受
け
、

日
常
言
語
に
関
す
る
観
察
を
も
と
に
し
た
議
論
を
自
ら
の
方
法
と
す
る
哲
学
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
日
常
言
語
を
出
発
点
に
し
て
い
か
に

懐
疑
論
に
応
答
す
る
か
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
で
い
く
つ
か
の
論
文
を
書
い
て
い
る
。
グ
ラ
イ
ス
が
取
り
上
げ
る
「
ム
ー
ア
と
日
常
言
語
」

（“M
oore and the O

rdinary Language”

）、「
確
実
性
と
経
験
的
言
明
」（“Certainty and Em

pirical Statem
ents”

）
と
い
う
ふ
た
つ
の

論
文
も
、
そ
の
流
れ
に
属
す
も
の
で
あ
る
。

「
ム
ー
ア
と
日
常
言
語
」
の
冒
頭
で
マ
ル
コ
ム
は
、
懐
疑
論
的
な
傾
向
を
持
っ
た
哲
学
者
が
言
い
そ
う
な
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
し
て
ム

ー
ア
が
し
そ
う
な
応
答
を
列
挙
し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
哲
学
者
が
「
物
質
的
事
物
は
存
在
し
な
い
」
と
言
っ
た
な
ら
、
ム
ー
ア

は
「
き
み
が
間
違
っ
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
手
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
手
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
少
な
く
と

も
ふ
た
つ
の
物
質
的
事
物
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
」
と
返
す
、
と
い
う
具
合
だ
（M

alcolm
 1942a, p. 346

）。
一
見
す
る
と
単
に
問
題
の

棚
上
げ
を
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
こ
う
し
た
応
答
が
、
な
ぜ
「
優
れ
た

0

0

0

反
駁
」（M

alcolm
 1942a, p. 349, 

強
調
は
原
著
者
）
と

な
っ
て
い
る
の
か
を
示
す
、
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
で
公
言
さ
れ
て
い
る
目
標
だ
。
そ
し
て
マ
ル
コ
ム
は
、
懐
疑
論
的
な
言
明
が
「
日
常

0

0

言
語
に
反
す
る

0

0

0

0

0

0

」（ibid., 

強
調
は
原
著
者
）
こ
と
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
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マ
ル
コ
ム
の
考
え
で
は
、
懐
疑
論
的
な
哲
学
者
は
関
連
す
る
日
常
的
な
言
明
が
常
に
偽
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
例
え
ば
物
質
的
事

物
の
存
在
を
否
定
す
る
哲
学
者
で
あ
れ
ば
、「
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
手
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
手
が
あ
る
」
の
よ
う
な
言
明
は

常
に
偽
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
言
明
が
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
偽
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
言
明
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
経
験
的
な
証
拠
を
も
と
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

の
、
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
が
マ
ル
コ
ム
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
が
、
マ
ル
コ
ム
に
よ
る
と
、
日
常
的
な

言
明
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
哲
学
者
た
ち
は
経
験
的
な
根
拠
を
も
と
に
日
常
的
な
言
明
を
退
け
て
い
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

alcolm
 1942a, p. 360

）。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、「
こ
こ
に
手
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
手
が

あ
る
」
の
よ
う
な
言
明
を
退
け
る
経
験
的
な
証
拠
な
ど
、
哲
学
者
は
与
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、「
ム
ー
ア
と
日

常
言
語
」
で
は
ム
ー
ア
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
グ
ラ
イ
ス
が
挙
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
論
文
で
あ
る
「
確
実
性
と
経
験
的
言
明
」
を
見
た

な
ら
ば
こ
れ
が
マ
ル
コ
ム
自
身
の
議
論
の
方
法
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（M

alcolm
 1942b

）。

グ
ラ
イ
ス
が
注
目
す
る
の
は
、
日
常
的
な
言
明
は
自
己
矛
盾
的
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
マ
ル
コ
ム
の
主
張
だ
。
マ
ル
コ
ム
は
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

あ
る
表
現
が
た
と
え
自
己
矛
盾
め
い
た
装
い
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
私
た
ち
は
そ
れ
を
自
己
矛

盾
的
と
は
呼
ば
な
い

0

0

0

0

。
ま
た
あ
る
事
態
を
記
述
し
た
り
指
示
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
表
現
な
ら
、
い
か
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て

も
、
そ
の
用
法
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
が
自
己
矛
盾
的
だ
と
は
、
私
た
ち
は
言
わ
な
い
。（M

alcolm
 1942a, p. 359

）

こ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
意
味
と
使
用
の
同
一
視
で
あ
る
。
自
己
矛
盾
的
と
い
う
の
は
あ
る
文
が
そ
の
意
味
に
お
い
て

そ
も
そ
も
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
意
味
に
関
す
る
性
質
だ
。
マ
ル
コ
ム
は
あ
る
文
が
そ
う
し
た
性
質
を
持
つ
こ
と
と
、
そ

れ
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
を
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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論
文
「
常
識
と
懐
疑
論
」
に
お
い
て
、
グ
ラ
イ
ス
は
こ
の
点
を
問
題
視
す
る
。
実
際
に
は
、
私
た
ち
は
自
己
矛
盾
的
な
文
を
使
う
こ
と

が
あ
る
し
、
ま
た
逆
に
自
己
矛
盾
的
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
理
由
で
ま
っ
た
く
使
わ
れ
な
い
文
と
い
う
も
の
も
あ
り

う
る
、
と
い
う
の
だ
。
例
え
ば
前
者
の
例
と
し
て
グ
ラ
イ
ス
は
、
計
算
ミ
ス
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
「
保
管
場
所
が
八
つ
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
卵
が
八
つ
ず
つ
入
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
六
二
個
の
卵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
文
を
挙
げ
て
い
る
（Grice c. 1946-1950, 

p. 150

）。
こ
う
し
た
文
は
、
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
確
か
に
状
況
を
記
述
す
る
の
に
成
功
は
し
な
い
が
、
し
か
し
用
い
ら
れ
え

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
、「
…
…
大
司
教
が
…
…
階
段
か
ら
転
げ
落
ち
て
…
…
に
…
…
の
よ
う
に
ぶ
つ
か
っ
た
」
と
い
う
文
の
空

隙
を
、
お
よ
そ
誰
も
そ
の
よ
う
な
文
を
使
お
う
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
汚
い
言
葉
で
埋
め
た
と
し
た
ら
、
自
己
矛
盾
的
で
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
決
し
て
使
わ
れ
な
い
文
が
手
に
入
る
、
と
も
グ
ラ
イ
ス
は
主
張
す
る
（ibid.

）。

こ
こ
で
の
グ
ラ
イ
ス
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
こ
と
と
使
わ
れ
な
い
こ
と
と
は
、
別
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
確
か
に
自
己
矛
盾
的
な
文
は
そ
う
で
な
い
文
よ
り
使
わ
れ
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
使
わ
れ
る
文
は
そ
う
で
な
い
文
よ
り
自
己
矛

盾
的
で
あ
る
見
込
み
が
薄
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
緩
や
か
な
相
関
を
グ
ラ
イ
ス
は
否
定
し
て
は
い
な
い
。
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
ら
が
同
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
代
後
半
ご
ろ
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
に
は
、
す
で
に
意
味
と
使
用
の
同

一
視
を
戒
め
る
グ
ラ
イ
ス
の
見
方
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。

同
様
の
議
論
は
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
八
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
「
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
と
哲
学
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」（“G. E. M

oore and 

the Philosopher’s Paradoxes”

）
で
も
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
後
に
会

話
的
推
意
の
理
論
や
意
図
基
盤
意
味
論
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
ア
イ
デ
ア
が
、
懐
疑
論
者
に
応
答
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て

こ
の
論
文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
懐
疑
論
に
肩
入
れ
し
て
マ
ル
コ
ム
の
不
備
を
指
摘
す
る
だ
け
だ
っ
た
「
常
識
と
懐

疑
論
」
で
は
、
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
は
登
場
し
な
い
。
だ
が
そ
こ
か
ら
一
歩
進
み
、
改
め
て
独
自
の
観
点
か
ら
懐
疑
論
へ
の
応
答
を
試
み

る
「
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
と
哲
学
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
は
、
現
在
グ
ラ
イ
ス
の
言
語
哲
学
上
の
業
績
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
発

想
の
萌
芽
が
見
て
取
れ
る
の
だ
。
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「
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
と
哲
学
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
、
グ
ラ
イ
ス
は
表
現
が
一
般
的
に
意
味
す
る
こ
と
と
、
特
定
の
話
し
手
が
特
定
の

場
面
で
意
味
す
る
こ
と
と
の
区
別
を
提
唱
す
る
（Grice c. 1953-1958, p. 167

）。
そ
の
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
続
け
る
。

特
定
の
話
し
手
が
（
言
明
を
形
成
す
る
性
質
の
）
特
定
の
発
話
で
特
定
の
場
面
に
お
い
て
意
味
す
る
事
柄
と
い
う
の
は
、
そ
の
話
し

手
が
そ
の
発
話
で
も
っ
て
聞
き
手
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
す
る
事
柄
と
同
一
視
さ
れ
う
る
と
い
う
の
は
、
お
お
よ
そ
正
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
本
格
的
な
取
り
扱
い
を
す
る
と
な
る
と
、
い
ま
詳
し
く
論
じ
よ
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
な
い
く
つ
も
の
留
保

が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
が
）。
ま
た
、
あ
る
文
が
一
般
的
に
意
味
す
る
事
柄
と
い
う
の
は
、
そ
の
文
に
よ
っ
て
個
々
の
場
面
に
お
い
て

個
々
の
話
し
手
が
標
準
的
に

0

0

0

0

意
味
す
る
事
柄
と
同
一
視
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
も
ま
た
お
お
よ
そ
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（Grice 

c. 1953-1958, p. 168

）

懐
疑
論
者
は
、
例
え
ば
（
グ
ラ
イ
ス
自
身
が
挙
げ
て
い
る
例
で
は
な
い
が
）
私
た
ち
が
「
星
が
見
え
る
」
と
言
う
と
き
、
私
た
ち
の
目
に

見
え
て
い
る
そ
れ

0

0

が
実
は
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
当
に
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
星
そ
の
も
の
が
見
え

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
「
星
の
視
覚
像
が
見
え
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
、
な
ど
と
言
う
だ
ろ

う
。
マ
ル
コ
ム
な
ら
、「
懐
疑
論
者
は
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
用
法
に
お
け
る
「
星
が
見
え
る
」
を
自
己
矛
盾
的
だ
と
見
な

す
が
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
以
上
こ
の
文
が
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
議
論

の
問
題
点
を
指
摘
し
た
グ
ラ
イ
ス
は
、
こ
の
道
を
進
ま
な
い
。

グ
ラ
イ
ス
が
着
目
す
る
の
は
、「
本
当
に
意
味
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
場
面
で
の
意
味
に

関
す
る
こ
と
だ
ろ
う
か
？　

だ
と
す
れ
ば
、「
星
が
見
え
る
」
と
言
う
話
し
手
は
、
そ
の
特
定
の
場
面
に
お
い
て
星
の
視
覚
像
が
見
え
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
グ
ラ
イ
ス
の
考
え
で
は
、
話
し
手
に
星
の
視
覚
像
が
見
え
る
と

い
う
こ
と
を
聞
き
手
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
話
し
手
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
ふ
つ
う
「
星
が
見
え
る
」
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と
言
う
話
し
手
は
、
自
分
だ
け
に
見
え
る
主
観
的
な
視
覚
像
に
つ
い
て
聞
き
手
に
何
か
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
こ
の
客
観
世
界
に
つ
い
て
何
か
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
星
が
見
え
る
」
と
言
う
話
し
手
が
、

そ
の
特
定
の
場
面
に
お
い
て
星
の
視
覚
像
に
関
す
る
何
ご
と
か
を
意
味
し
て
い
る
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。

で
は
「
星
が
見
え
る
」
と
い
う
文
の
本
当
の
一
般
的
な
意
味
が
〈
星
の
視
覚
像
が
見
え
る
〉
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？　

し
か
し
、「
星
が
見
え
る
」
と
い
う
文
の
一
般
的
な
意
味
と
は
、
こ
の
文
を
用
い
る
話
し
手
が
個
々
の
場
面
で
標
準
的
に
意
味
す
る
こ
と

な
の
だ
、
と
グ
ラ
イ
ス
は
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、「
星
が
見
え
る
」
と
発
話
す
る
話
し
手
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
星
の
視
覚
像
が
見

え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
聞
き
手
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
）
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
懐
疑
論
者
の

議
論
は
成
功
し
な
い
。
こ
れ
が
実
際
に
懐
疑
論
の
論
駁
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
グ
ラ
イ
ス
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
。こ

う
し
た
議
論
か
ら
、
グ
ラ
イ
ス
が
哲
学
的
方
法
と
し
て
採
用
し
て
い
た
思
考
法
が
く
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
ま
ず
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
違
い
、
意
味
と
使
用
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
後
者
を
う
ま
く
脇
に
除
け
て
前
者
を
絞
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
グ
ラ
イ

ス
が
考
え
て
い
た
概
念
分
析
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
グ
ラ
イ
ス
が
概
念
分
析
と
い
う
営
み

を
語
の
使
い
か
た
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
な
お
語
の
意
味
は
、
そ
の
語
の
使
用
を
も

と
に
測
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
グ
ラ
イ
ス
の
方
法
を
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
語
の
使
用
の
な
か
で
意
味
に
関
す
る
側
面

と
そ
う
で
な
い
側
面
を
切
り
分
け
、
前
者
を
一
般
的
に
特
徴
づ
け
る
、
と
い
う
の
が
グ
ラ
イ
ス
の
目
指
す
概
念
分
析
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
関
連
で
、
い
わ
ゆ
る
分
析
性
と
総
合
性
の
区
別
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。「
氷
と
は
凍
っ
た
水
で
あ
る
」
と

い
う
言
明
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。「
氷
」
や
「
凍
っ
た
」、「
水
」
と
い
っ
た
語
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
ひ
と
な
ら
ば
、
こ
の
文
が
正

し
い
と
い
う
こ
と
が
即
座
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
ひ
と
が
た
と
え
「
こ
の
な
か
で
氷
は
ど
れ
？
」
と
言
わ
れ
て
氷
、
石
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
を
見
せ
ら
れ
た
と
き
に
、
ど
れ
が
氷
で
あ
る
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
。
世
界
が
ど
の
よ
う
で
あ

る
か
、
話
し
手
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
関
係
な
く
、
た
だ
言
葉
の
意
味
の
み
に
依
存
し
て
真
と
な
る
言
明
を
、
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「
分
析
的
真
理
」
と
呼
ん
だ
り
、「
分
析
的
言
明
」
と
呼
ん
だ
り
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
氷
は
暖
房
の
効
い
た
部
屋
で
放
置
す
る
と
溶

け
る
」
は
、「
氷
」
な
ど
の
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
正
し
い
と
も
間
違
っ
て
い
る
と
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
文
は
、
実
際

に
氷
と
い
う
も
の
が
こ
の
世
界
で
ど
う
い
う
振
る
舞
い
を
す
る
の
か
に
応
じ
て
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
が
決
ま
る
。
こ
う
し
た
言
明
は

「
総
合
的
真
理
」
と
呼
ば
れ
た
り
、「
総
合
的
言
明
」
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
。
分
析
／
総
合
の
区
別
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
ウ
ィ
ー
ン
の

論
理
実
証
主
義
の
思
想
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
だ
が
一
九
五
一
年
に
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
有
名
な
論
文
「
経
験
主
義
の

ふ
た
つ
の
ド
グ
マ
」
で
そ
う
し
た
区
別
自
体
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（Q

uine 1951

）。

実
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
も
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
ク
ワ
イ
ン
の
論
文
の
公
開
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
分
析
／
総
合
の
区
別
と
い
う
も

の
が
理
想
言
語
は
と
も
か
く
と
し
て
日
常
言
語
で
は
う
ま
く
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（A

ustin 1946

）。
こ
の
こ

と
か
ら
す
る
と
意
外
で
は
あ
る
が
（
あ
る
い
は
新
し
い
立
場
と
古
い
立
場
が
衝
突
し
た
ら
古
い
ほ
う
に
味
方
す
る
と
い
う
グ
ラ
イ
ス
の
性
格
か

ら
す
る
と
意
外
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
）、
グ
ラ
イ
ス
は
分
析
／
総
合
の
区
別
を
維
持
す
べ
き
重
要
な
も
の
と
考
え
、
ク
ワ
イ
ン
に
よ

る
批
判
か
ら
そ
れ
を
救
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
晩
年
に
至
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

［
…
］
こ
と
に
よ
る
と
、「
日
常
言
語
の
哲
学
」
な
る
営
み
は
い
ず
れ
に
せ
よ
失
敗
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
非
難
を
投
げ
か

け
る
者
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
哲
学
は
、
実
際
に
は
維
持
し
え
な
い
分
析
／
総
合
の
区
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

採
用
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
前
提
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
。（Grice 1986a, p. 52

）

こ
こ
で
［
分
析
／
総
合
の
区
別
と
い
う
］
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
何
も
述
べ
な
い
の
は
そ
れ
が
重
要
で
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
区
別
は
哲
学
に
お
け
る
最
重
要
の
ト
ピ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
個
々
の
哲
学
的
問
題
へ
の
答
え

を
決
す
る
際
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
哲
学
と
い
う
も
の
自
体
の
本
性
を
決
す
る
際
に
も
必
須
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。（Grice 
1987a, p. 344

）
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な
ぜ
分
析
／
総
合
の
区
別
に
こ
れ
ほ
ど
の
意
義
を
見
出
す
の
か
？　

そ
れ
は
グ
ラ
イ
ス
が
自
身
の
哲
学
的
営
み
を
概
念
分
析
と
捉
え
、

し
か
も
概
念
分
析
に
当
た
っ
て
は
言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
を
重
要
視
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

例
え
ば
グ
ラ
イ
ス
の
方
針
に
従
っ
た
結
果
、「
語
「
歩
く
」
は
、
あ
る
も
の
が
、
す
べ
て
の
足
が
同
時
に
地
面
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
な
仕
方
で
足
を
使
っ
て
移
動
す
る
と
き
、
そ
の
と
き
に
の
み
正
し
く
用
い
ら
れ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
歩
行
概
念
の
分
析
が
得

ら
れ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
グ
ラ
イ
ス
の
概
念
分
析
の
方
法
で
は
、
こ
う
し
た
分
析
は
対
象
と
な
っ
て
い
る
語
の
意
味
的
側
面
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
分
析
が
う
ま
く
い
っ
た
場
合
、「
歩
い
て
い
る
人
間
は
両
足
が
同
時
に
地
面
か
ら
離

れ
る
こ
と
な
く
移
動
し
て
い
る
」
と
い
う
文
は
、
た
だ
「
歩
く
」
な
い
し
「
歩
い
て
い
る
」
と
い
う
語
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
正
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
分
析
的
真
理
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
も
し
分
析
／
総
合
の
区
別
な
ど
成
り
立
た
な
い
と
し
た
ら
？　

そ

の
と
き
に
は
こ
の
文
が
分
析
的
真
理
だ
と
い
う
の
も
ま
た
疑
わ
し
く
な
る
。
す
る
と
翻
っ
て
、
そ
も
そ
も
対
象
と
な
る
語
の
意
味
的
側
面

だ
け
に
着
目
し
て
概
念
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
自
体
が
怪
し
く
な
り
か
ね
な
い
。
概
念
分
析
な
ど
と
い
う
も
の
を

は
じ
め
か
ら
提
唱
し
な
い
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
違
い
、
グ
ラ
イ
ス
に
と
っ
て
分
析
性
を
ク
ワ
イ
ン
の
批
判
か
ら
守
る
こ
と
は
、
自
身
の
哲
学

法
そ
の
も
の
を
守
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
グ
ラ
イ
ス
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
と
と
も
に
書
い
た
「
あ
る
ド
グ
マ
の
擁
護
」
と
い
う
論
文
を

『
論
理
と
会
話
』
に
収
録
し
て
い
る
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
分
析
／
総
合
の
区
別
へ
の
批
判
に
応
答
す
る
こ
の
論
文
は
、
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
に

よ
れ
ば
出
版
顧
問
か
ら
収
録
に
難
色
を
示
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
グ
ラ
イ
ス
は
そ
れ
で
も
な
お
分
析
／
総
合
の
区
別
の
重
要
性
を
主
張
し

て
譲
ら
な
か
っ
た
と
い
う
（Chapm

an 2005, p. 181

）。

ク
ワ
イ
ン
は
分
析
性
、
同
義
性
、
論
理
的
不
可
能
性
な
ど
が
互
い
に
互
い
を
定
義
す
る
循
環
的
な
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
循

環
を
逃
れ
る
か
た
ち
で
い
ず
れ
か
の
概
念
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
グ
ラ
イ
ス
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
ク
ワ
イ
ン

も
ま
た
懐
疑
論
者
た
ち
と
同
様
に
哲
学
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
陥
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
う
え
で
、
必
要
十
分
条
件
的
な
説
明
だ
け
を
想
定
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す
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
結
論
が
出
る
の
で
あ
っ
て
、
非
形
式
的
な
説
明
な
ら
ば
日
常
的
な
実
践
の
な
か
で
、
循
環
に
陥
る
こ
と
な
く
与
え

う
る
と
い
う
反
論
を
試
み
て
い
る
（Grice &

 Straw
son 1956, pp. 203-206

）。
概
念
分
析
を
自
身
の
哲
学
的
方
法
と
見
な
す
グ
ラ
イ
ス

に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
反
論
を
お
こ
な
わ
な
い
限
り
は
自
身
の
哲
学
そ
の
も
の
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
仮
に
グ
ラ
イ
ス
の
思
惑
通
り
分
析
性
概
念
を
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
批
判
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
で
も
、

グ
ラ
イ
ス
の
思
い
描
く
哲
学
の
方
法
が
語
の
使
用
に
お
け
る
意
味
的
側
面
に
着
目
し
て
な
さ
れ
る
概
念
分
析
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ま
だ
ひ

と
つ
の
大
き
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
語
の
使
用
の
な
か
で
意
味
に
関
す
る
側
面
と
意
味
に
関
与
し
な
い
側
面
を
切
り
分
け
る
と
は
い
う

も
の
の
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
手
続
き
で
遂
行
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
も
そ
も
「
意
味
に
関
す
る
側
面
」
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？　

現
在
で
は
あ
ま
り
そ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
実
は
会
話
的
推
意
の
理
論
は
も
と
も

と
こ
の
文
脈
で
登
場
し
た
。
そ
れ
は
概
念
分
析
と
し
て
の
日
常
言
語
学
派
の
哲
学
と
い
う
グ
ラ
イ
ス
の
方
法
論
と
、
密
接
に
関
わ
る
理
論

な
の
だ
。
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
文
脈
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
会
話
的
推
意
の
理
論
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
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