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何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

三
　
　
　
　
　
　
（
1
）

木
那
由
他

は
じ
め
に

　
誰
か
が
何
か
を
意
味
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
P
　
何
か
を
意
昧
す
る
主
体
を
「
置
去
者
（
賃
簿
Φ
吋
⑦
『
）
」
と
呼
び
、
発
信
者
が
何
か
を

意
味
す
る
際
に
な
す
行
為
を
「
発
出
（
蝶
需
①
鑓
⇒
o
①
）
」
と
呼
び
、
発
信
者
が
発
出
に
よ
っ
て
何
か
を
意
味
す
る
こ
と
を
「
発
信
者
意
味

（
煽
げ
け
①
贋
①
噌
”
ω
　
b
P
Φ
節
昌
一
昌
窃
q
）
」
と
呼
ぼ
う
。
本
論
文
で
は
、
発
信
者
の
信
念
へ
の
証
拠
と
い
う
観
点
か
ら
発
信
者
意
味
を
分
析
す
る
、
信
念
証

拠
意
味
論
と
い
う
立
場
を
提
案
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
見
解
と
し
て
、
意
図
基
盤
意
味
論

に
お
け
る
発
信
者
意
味
の
分
析
と
、
そ
の
問
題
点
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
に
、
信
念
証
拠
意
味
論
の
立
場
の
概
略
を
示
し
、
最
後
に
信
念
証

拠
意
味
論
の
帰
結
の
一
つ
と
し
て
、
意
味
の
錯
覚
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

意
図
基
盤
意
味
論
と
そ
の
問
題

　
意
図
基
盤
意
味
論
は
グ
ラ
イ
ス
に
よ
っ
て
提
嘱
さ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
善
男
と
い
う
概
念
を
発
儒
者
の
意
図
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
分
析

す
る
も
の
で
あ
る
（
○
誉
⑦
お
寒
峯
①
。
。
　
遷
①
㊤
）
。
発
儒
者
意
昧
の
分
析
と
し
て
、
グ
ラ
イ
ス
は
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
提
案
を
与
え
て
い

た
（
○
ユ
8
お
①
。
。
も
」
b
。
G
。
）
の
分
析
を
簡
略
化
し
た
）
。



　
　
発
信
者
S
が
発
出
x
に
よ
っ
て
P
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
ミ
S
は
次
の
こ
と
を
意
図
し
て
x
を
発
話
す
る
”

　
　
　
　
i
　
あ
る
受
信
者
A
が
p
と
信
じ
る
こ
と
、

　
　
　
　
…
1
1
　
S
が
（
i
）
を
意
図
し
て
い
る
と
A
が
気
づ
く
こ
と
、

　
　
　
　
…
m
　
S
が
（
i
）
を
意
図
し
て
い
る
と
気
づ
く
こ
と
が
、
A
が
p
と
信
じ
る
理
由
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

　
こ
の
グ
ラ
イ
ス
の
分
析
に
特
徴
的
な
の
は
、
発
信
者
意
味
に
対
応
し
た
特
有
の
構
造
を
持
つ
意
図
が
あ
り
、
そ
の
意
図
を
持
つ
こ
と
が
発

信
者
意
味
の
成
立
す
る
必
要
十
分
条
件
と
な
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
意
図
の
内
容
に
よ
っ
て
発
信
者
が
意
味
す
る
内
容
が
決
定
さ
れ
る
と
想

定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
発
信
者
意
味
に
対
応
し
た
構
造
を
持
ち
、
発
信
者
が
意
味
す
る
内
容
を
決
定
す
る
よ
う
な
意
図
を
「
対
応
的
意

図
」
と
呼
ぼ
う
。
グ
ラ
イ
ス
以
降
の
意
図
基
盤
意
味
論
に
よ
る
発
信
者
意
味
の
分
析
は
、
グ
ラ
イ
ス
に
よ
る
上
記
の
具
体
的
な
分
析
を
退
け

な
が
ら
も
、
対
応
的
意
図
の
存
在
と
い
う
前
提
は
受
け
入
れ
、
そ
う
し
た
意
図
の
詳
細
な
内
容
を
分
析
す
る
と
い
う
形
で
追
及
さ
れ
て
い
る

（
ω
け
鑓
毒
ω
§
お
①
舎
ω
o
窯
睦
①
同
H
ミ
b
。
噛
麟
胃
ヨ
磐
お
置
　
閉
＄
一
Φ
お
り
即
U
p
≦
ω
“
。
O
O
。
。
　
○
お
①
コ
い
。
O
O
刈
）
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
図
式
が
前
提

と
さ
れ
、
図
式
中
の
「
…
…
」
の
詳
細
を
特
定
す
る
こ
と
で
発
信
者
意
味
の
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
　
発
信
者
U
が
発
出
x
に
よ
っ
て
P
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
ミ
U
は
…
…
p
…
…
を
意
図
し
て
x
を
発
す
る

　
意
図
基
盤
意
味
論
に
基
づ
く
発
信
者
意
味
の
分
析
に
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
意
図
の
無
限
後
退
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
の
グ
ラ
イ
ス
の
分
析
を
も
と
に
、
単
純
に
発
信
者
の
意
図
を
追
加
す
る

形
で
分
析
を
修
正
し
て
い
こ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
発
信
者
に
要
求
さ
れ
る
意
図
が
際
限
な
く
増
え
続
け
る
と
い
う
問
題
だ
（
ω
o
匿
凍
興
一
〇
遷
旧

お
。
。
刈
）
。
ω
o
ぼ
頃
卑
（
H
O
謬
）
で
は
相
互
知
識
（
言
旨
轟
＝
白
〇
三
Φ
α
o
q
Φ
）
を
も
と
に
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
類
錠
ヨ
き

（H

濶
ﾛ
）
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
試
み
は
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
。
U
即
く
δ
（
b
。
O
O
ω
）
や
○
お
Φ
⇔
（
卜
。
O
O
刈
）
で
は
意
図
の
無
限
後

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

五
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
九
号

五
四

退
問
題
を
逃
れ
る
新
た
な
方
針
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
勇
武
§
鴛
（
μ
り
録
）
が
シ
フ
ァ
ー
に
向
け
た
批
灘
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
成
り

立
つ
た
め
、
や
は
り
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
意
図
の
無
限
後
退
問
題
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
意
図
基
盤
意
味
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
む
し
ろ
意
図
基

盤
意
味
論
の
前
提
そ
の
も
の
を
疑
わ
せ
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
応
的
意
図
の
存
在
を
疑
わ
せ
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、

よ
り
細
か
な
検
討
は
三
木
（
N
O
ド
ω
南
O
竃
）
で
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
事
例
の
提
示
の
み
に
留
め
る
。

　
ω
あ
る
ア
メ
リ
カ
兵
が
第
二
次
大
戦
中
に
イ
タ
リ
ア
軍
に
捕
ま
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
兵
は
、
自
分
が
ド
イ
ツ
将
校
だ
と
信
じ
さ
せ
て
、
解

　
　
放
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
の
ア
メ
リ
カ
兵
は
イ
タ
リ
ア
語
も
ド
イ
ツ
語
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
周

　
　
り
の
イ
タ
リ
ア
兵
も
ま
た
ド
イ
ツ
語
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
信
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
兵
は
唯
一
知
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
語

　
　
「
函
Φ
事
済
9
鳥
器
ピ
弩
鼻
≦
o
黛
Φ
鱒
欝
。
器
⇔
窪
魯
Φ
蔦
」
を
発
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
ド
イ
ツ
将
校
だ
と
イ
タ
リ
ア
兵
た
ち
に
儒
じ

　
　
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
（
ω
①
鋤
脱
｝
Φ
一
〇
①
G
R
）

　
②
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
の
目
の
前
に
テ
ー
ブ
ル
が
あ
り
、
そ
の
上
に
一
冊
の
本
と
一
つ
の
岩
が
あ
る
。
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ

　
　
テ
ィ
は
、
そ
の
本
が
面
白
い
と
ア
リ
ス
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
（
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
ち
）
、
「
テ
ー

　
　
ブ
ル
の
上
の
岩
は
面
白
い
」
と
言
う
。
こ
の
際
、
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
も
の
に
関
す
る
先
立
つ
文
脈
を

　
　
ア
リ
ス
と
共
有
す
る
こ
と
な
し
に
、
お
も
む
ろ
に
こ
の
発
出
を
行
っ
て
い
る
。
（
ζ
碧
囚
醸
H
り
①
。
。
を
も
と
に
作
成
）

　
㈹
邦
康
に
は
あ
る
癖
が
あ
る
。
何
か
に
熱
中
し
て
い
る
と
き
に
ひ
と
か
ら
質
問
さ
れ
る
と
、
答
え
を
知
っ
て
い
る
質
問
に
対
し
て
は
深

　
　
ぐ
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
な
く
つ
い
正
し
い
園
答
を
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、
邦
康
は
啓
介
の
財
布
を
盗
ん
で
自
分
の
鞄

　
　
に
潜
ま
せ
、
そ
の
ま
ま
素
知
ら
ぬ
顔
で
読
書
を
し
て
い
た
。
邦
康
の
持
っ
て
い
た
本
は
面
白
い
も
の
で
、
間
も
な
く
邦
康
は
読
書
に

　
　
熱
中
し
た
。
財
布
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
啓
介
は
、
近
く
に
い
た
邦
康
を
疑
い
、
「
僕
の
財
布
盗
っ
た
P
」
と
尋
ね
た
。

　
　
邦
康
は
つ
い
「
盗
っ
た
よ
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
。



　
㈲
浩
太
は
森
を
抜
け
た
先
の
海
岸
に
財
宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
浩
太
が
財
宝
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
る
と
気
づ
い
た

　
　
あ
る
ギ
ャ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
浩
太
を
捕
ま
え
て
そ
の
場
所
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
。
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
は
浩
太
に
嘘
発
見
器
を
取
り

　
　
付
け
、
嘘
を
言
え
ば
即
座
に
射
殺
す
る
と
脅
す
。
浩
太
は
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
を
恐
れ
つ
つ
も
、
財
宝
の
あ
り
か
は
隠
そ
う
と
考
え
、
ギ

　
　
ヤ
ン
グ
た
ち
が
決
し
て
財
宝
の
あ
り
か
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
意
図
し
な
が
ら
、
「
立
ち
並
ぶ
巨
人
た
ち
の
足
元
を
駆
け
抜
け
、
神
の

　
　
涙
に
出
会
う
場
所
」
と
言
う
。
「
立
ち
並
ぶ
巨
人
た
ち
」
が
森
の
木
々
の
、
「
神
の
涙
」
が
海
の
比
喩
に
な
る
と
和
夫
は
考
え
て
お
り
、

　
　
こ
の
発
出
に
よ
っ
て
森
を
抜
け
た
先
の
海
岸
に
財
宝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
嘘
発
見
器
の
検
知
を
逃
れ
つ
つ
も
、
同
時
に

　
　
ギ
ャ
ン
グ
た
ち
に
は
財
宝
の
あ
り
か
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
サ
ー
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ω
は
発
信
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
兵
が
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
ド

イ
ツ
将
校
だ
と
意
味
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
例
で
あ
る
。
同
様
に
、
②
は
発
信
者
で
あ
る
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
が
適
当
な
対
応

的
意
図
を
持
ち
な
が
ら
も
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
本
が
面
白
い
と
意
味
で
き
て
い
な
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
㈹
は
発
信
者
で
あ
る
邦
康

が
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
啓
介
の
財
布
を
盗
っ
た
と
意
味
し
て
い
る
例
と
な
る
。
同
様
に
ω
は
、

発
信
者
で
あ
る
浩
太
が
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
つ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
積
極
的
に
相
手
に
該
当
の
信
念
を
与
え
ま
い
と
意
図
し
て
発
出
を
行

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
森
を
抜
け
た
先
の
海
岸
に
財
宝
が
あ
る
と
意
味
し
て
い
る
例
と
な
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
は
、
発
信
者
意
味

の
必
要
十
分
条
件
を
与
え
る
特
定
の
種
類
の
意
図
が
存
在
す
る
と
い
う
意
図
基
盤
意
味
論
の
前
提
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

以
下
で
は
こ
れ
ら
の
例
を
も
と
に
、
意
図
基
盤
意
味
論
に
変
わ
る
新
し
い
立
場
の
構
築
を
試
み
る
。

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

五
五
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二
　
信
念
証
拠
意
味
論

　
2
。
1
　
発
出
と
信
念

　
三
木
（
ひ
こ
O
回
G
◎
一
ひ
∂
O
］
．
心
）
で
は
、
ω
1
㈲
の
よ
う
な
例
に
対
処
す
る
に
は
、
発
信
者
の
心
理
状
態
で
は
な
く
、
発
出
そ
の
も
の
が
持
つ
特
徴
に

目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
ω
…
②
は
発
信
者
が
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
ち
な
が
ら
も
、
発
出
が
適
切

な
特
徴
を
有
し
て
い
な
い
が
た
め
に
発
信
者
が
意
味
に
失
敗
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
㈹
1
㈲
は
発
信
者
が
適
当
な
対
応
的
意
図
を
持
っ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
出
が
適
切
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
が
た
め
に
発
信
者
が
何
か
を
（
意
に
反
し
て
）
意
味
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例

と
な
っ
て
い
る
。
発
信
者
意
味
の
成
立
に
は
、
発
信
者
の
心
理
状
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
発
出
の
特
徴
が
関
与
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
、
意
図
基
盤
意
味
論
に
対
す
る
代
案
と
し
て
信
念
証
拠
意
味
論
を
提
示
す
る
。

　
発
信
者
意
味
の
成
立
条
件
を
探
る
た
め
に
、
③
1
ω
で
成
り
立
ち
、
ω
一
②
で
成
り
立
た
な
い
現
象
を
探
し
て
み
よ
う
。
す
ぐ
に
気
づ
か

れ
る
の
は
、
③
一
ω
で
は
発
出
が
発
信
者
の
特
定
の
信
念
を
示
す
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ω
一
②
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
③
を
見
て
み
よ
う
。
邦
康
は
確
か
に
対
応
的
意
図
を
持
っ
て
発
出
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
邦
康
が
「
盗
っ
た

よ
」
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
発
言
は
邦
康
の
窃
盗
に
つ
い
て
の
言
質
と
な
る
。
そ
れ
は
窃
盗
の
、
意
図
せ
ざ
る
告
白
な
の
で
あ
り
、
自
分
自

身
が
窃
盗
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
信
念
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
邦
康
が
「
盗
っ
た
よ
」
と
言
う
こ
と
か
ら
は
、
邦
康
が
啓
介
の
財

布
を
盗
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
邦
康
は
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
承
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
を
当
人
が
意
図
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
問
わ
ず
、
邦
康
の
発
出
は
邦
康
が
持
っ
て
い
る
信
念
を
示
す
手
が
か
り
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
信
者
（
啓

介
）
は
、
邦
康
が
持
っ
て
い
る
信
念
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
㈲
で
も
事
態
は
岡
様
で
あ
る
。
浩
太
は
宝
物
の
あ
り
か
を
知
ら
れ
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
た
く
な
い
が
ゆ
え
に
あ
え
て

持
っ
て
諾
っ
た
比
喩
を
用
い
、
で
き
る
だ
け
受
信
者
に
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
発
出
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
発
出
を
正
し



く
解
釈
す
る
受
信
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
発
出
は
宝
物
の
あ
り
か
に
つ
い
て
の
浩
太
の
信
念
の
表
明
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
を
も
と

に
宝
物
の
あ
り
か
（
少
な
く
と
も
浩
太
が
宝
物
の
あ
り
か
だ
と
思
っ
て
い
る
場
所
）
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘘
発
見
器
を
取
り
付
け
ら

れ
た
浩
太
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
信
念
を
衰
明
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
に
気
づ
か
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
の
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
が
ω
1
②
で
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
ω
の
ア
メ
リ
カ
兵
が
発
し
た
ド
イ
ツ
語
文
は
、
「
君
は
知
る

か
か
の
国
を
、
檸
檬
の
花
が
咲
く
と
こ
ろ
」
と
訳
さ
れ
る
詩
の
一
節
で
あ
り
、
こ
の
発
出
か
ら
ア
メ
リ
カ
兵
が
、
自
分
が
ド
イ
ツ
将
校
だ
と

信
じ
て
い
る
か
ど
う
か
は
特
別
な
文
脈
が
整
わ
な
い
限
り
わ
か
ら
な
い
。
②
で
も
同
様
で
あ
り
、
ハ
ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
の
「
テ
ー
ブ

ル
の
上
の
岩
は
面
白
い
」
と
い
う
発
出
は
、
馬
丁
な
状
況
で
な
さ
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
本
の
面
白
さ
に
対
す
る
ハ
ン
プ

テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
の
信
念
に
何
の
手
が
か
り
も
与
え
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
発
信
者
意
味
を
成
り
立
た
せ
る
発
出
の
特
徴
と
は
、
す
な
わ
ち
発
信
者
の
信
念
へ
の
証
拠
と
し
て
適
切
に
働
く
こ
と
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
発
信
者
意
味
が
成
立
す
る
と
き
、
発
出
は
そ
れ
に
よ
っ
て
発
信
者
が
抱
い
て
い
る
信
念
が
明
ら
か
に

な
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
分
析
が
与
え
ら
れ
る
。

　
　
発
信
者
S
が
x
を
発
す
る
こ
と
で
P
を
意
味
す
る

　
　
ミ
S
に
よ
る
X
の
発
出
は
S
の
P
と
い
う
信
念
の
証
拠
と
な
っ
て
い
る

　
㈹
一
ω
の
例
で
は
、
発
信
者
が
そ
れ
を
意
図
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
発
信
者
の
発
出
は
発
信
者
の
信
念
の
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
ω
i
②
の
例
は
発
出
が
突
飛
で
発
信
者
の
該
当
す
る
信
念
と
関
連
性
が
な
い
た
め
、
発
信
者
の
該
当
す
る
信
念
の
証
拠
と
は
見
な

さ
れ
得
な
い
。

　
た
だ
し
、
発
出
と
い
う
行
為
が
し
ば
し
ば
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
動
作
を
含
む
複
合
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
例
え
ば
㈲
の

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

五
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邦
康
が
「
盗
っ
た
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
口
調
が
冗
談
め
か
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
発
出
は
自
分
が
啓
介
の
財
布
を
盗
ん
だ

と
い
う
邦
康
の
信
念
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
発
し
た
文
そ
の
も
の
は
岡
じ
で
あ
っ
て
も
、
口
調
や
身
振
り
と
い
っ
た
も
の
が
変
わ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
出
の
証
拠
的
性
質
は
変
化
し
う
る
。
発
出
は
単
に
あ
る
文
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
身
体
的
動
作
も
包
含

し
た
複
合
的
な
行
為
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
証
拠
的
性
質
も
そ
う
し
た
複
合
物
全
体
に
照
ら
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

　
発
出
に
は
む
ろ
ん
、
発
信
者
の
意
図
が
大
き
く
関
わ
る
。
例
え
ば
、
誰
か
が
欠
伸
を
し
た
な
ら
、
自
分
は
眠
た
い
と
そ
の
ひ
と
が
信
じ
て

い
る
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
限
り
で
欠
伸
は
そ
の
動
作
主
の
信
念
に
関
す
る
証
拠
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
随
意

的
な
行
動
に
よ
っ
て
何
か
を
意
味
す
る
こ
と
は
言
え
な
い
。
発
出
は
、
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
た
意
図
的
行
為
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
意
図
は
、
意
図
基
盤
意
味
論
が
想
定
す
る
対
応
的
意
図
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
意

図
の
内
容
は
問
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
意
図
基
盤
意
味
論
が
意
図
に
着
目
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
発
出
と

い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
本
来
的
に
発
信
者
の
意
図
と
深
く
関
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
意
図
は
し
ば
し
ば
受
信
者
に
何
か
を
信
じ

さ
ぜ
よ
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
発
出
者
が
し
ぼ
し
ぼ
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
何

か
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
意
図
が
発
信
者
意
味
の
必
要
十
分
条
件
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
。
実
際
、
ω

1
ω
の
よ
う
な
特
殊
な
事
例
に
お
い
て
、
両
者
は
乖
離
す
る
の
で
あ
る
。
信
念
証
拠
意
味
論
に
お
い
て
は
、
発
出
は
意
図
的
行
為
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
際
の
意
図
が
対
応
的
意
図
で
あ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
。

　
さ
て
、
発
信
者
意
味
を
信
念
に
つ
い
て
の
証
拠
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
信
念
証
拠
意
味
論
は
ω
…
ω
の
事
例
を
う
ま
く
説
明
す
る
よ

う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
の
説
明
が
う
ま
く
行
く
の
か
は
、
証
拠
と
い
う
概
念
の
特
徴
づ
け
に
か
か
っ
て
い
る
。
古
調
で
は
そ
う

し
た
特
徴
づ
け
を
試
み
る
。



　
2
・
2
発
出
の
証
拠
性

証
拠
と
い
う
概
念
の
特
徴
づ
け
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
推
論
様
式
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
は
演
繹
、
帰
納
と
並
ぶ
第
三
の
推
論
様
式
と
さ
れ
、
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
パ
ー
ス
に
よ
る
と
、
ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ソ
は
次
の
よ
う
な
形
式
を
取
る
（
℃
①
冒
。
①
お
O
ω
も
』
鍵
）
。

　
　
驚
く
べ
き
事
実
C
が
観
察
さ
れ
る

　
　
だ
が
も
し
A
が
真
で
あ
っ
た
な
ら
C
は
当
然
の
こ
と
と
な
る

　
　
従
っ
て
A
が
真
だ
ろ
う
と
考
え
る
理
由
が
あ
る

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
し
ば
し
ば
「
最
善
の
説
明
へ
の
推
論
（
ぎ
｛
㊤
8
8
8
9
Φ
び
Φ
ω
叶
Φ
×
且
碧
蝕
。
コ
）
」
と
も
呼
ば
れ
、
「
も
し
A
が
真
で
あ

っ
た
な
ら
C
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
」
は
「
A
が
C
を
も
っ
と
も
よ
く
説
明
す
る
」
と
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
を
も
と
に
、
私
た
ち
は
証
拠
関
係
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
「
事
実
」
と
「
事
態
」
を
使
い
分
け
て
い
る
が
、

事
態
は
成
立
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
中
立
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
事
実
は
成
立
し
た
事
態
の
こ
と
で
あ
る
と
前
提
し
て
い
る
）
。

　
　
あ
る
事
実
A
が
あ
る
事
態
B
の
証
拠
と
な
る

　
　
ミ
B
が
A
を
前
提
と
し
た
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
推
論
の
結
論
と
な
る

　
さ
て
、
こ
の
こ
と
を
発
信
者
意
昧
に
関
す
る
証
拠
関
係
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
あ
る
発
信
者
の
発
出
が
そ
の
発
信
者
の
信
念
の
証
拠
と
な

る
と
い
う
の
は
、
あ
る
発
信
者
が
そ
の
発
出
を
し
た
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
発
信
者
が
し
か
じ
か
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と
な

る
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
。
従
っ
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

　
　
あ
る
発
信
者
S
に
よ
る
X
の
発
出
が
S
の
P
と
い
う
信
念
の
証
拠
と
な
る

　
　
ミ
S
が
P
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
S
が
X
を
発
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
推
論
の
結
論
と
な

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

五
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る

　
も
ち
ろ
ん
、
信
念
の
み
で
は
行
為
の
十
分
な
説
明
と
な
ら
ず
、
行
為
の
説
明
に
は
意
図
や
欲
求
も
関
わ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
正
確
に
述
べ

る
な
ら
ば
、
発
信
者
の
信
念
は
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
推
論
の
結
論
の
全
体
で
は
な
く
、
結
論
の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
。

　
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
非
演
繹
的
で
棄
却
可
能
（
α
①
粘
①
餌
ω
一
ぴ
一
Φ
）
な
推
論
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
あ
る
事
実
が
あ
る
事
態
の
証

拠
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
関
連
す
る
さ
ら
な
る
事
実
が
発
兇
さ
れ
る
こ
と
で
当
初
の
結
論
が
覆
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
も
し
も
朝
に
玄

関
を
開
け
て
外
の
道
が
濡
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
ほ
か
に
関
連
す
る
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
か
ら
前

日
の
夜
の
う
ち
に
雨
が
降
っ
た
の
だ
ろ
う
と
結
論
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
は
、
道
の
状
態
が
雨
の
証
拠
と
な
る
。
し
か
し
、
気
象
デ
ー

タ
か
ら
該
当
地
域
で
前
日
に
雨
が
観
測
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
私
た
ち
は
当
初
の
結
論
を
取
り
下
げ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

向
か
い
の
家
の
庭
で
、
前
日
の
夕
刻
に
は
な
か
っ
た
は
ず
の
ホ
ー
ス
が
蛇
口
に
付
け
ら
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
の
を
発
見
す
る
と
、
私

た
ち
は
向
か
い
の
家
の
人
聞
が
何
ら
か
の
事
情
で
前
日
の
夜
に
水
を
撒
い
た
の
だ
と
結
論
す
る
だ
ろ
う
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
は
新
た
な
証
拠

が
得
ら
れ
る
こ
と
で
覆
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
発
信
者
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
は
発
出
に
含
ま
れ
る
下
位
動
作
が
追
加
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
発
出
に
よ
っ
て
発
信
者
意
味
の
成
否
が
変
わ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
意
味
さ
れ
る
内
容
が
変
わ
っ
た
り
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
二
つ
の
例
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
㈲
a
誠
二
は
ミ
カ
ン
と
ペ
ソ
が
置
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
い
る
。
誠
二
は
ミ
カ
ン
を
見
な
が
ら
（
あ
る
い
は
、
手
に
取
り
な
が
ら
、
指

　
　
差
し
な
が
ら
、
…
…
）
、
「
こ
れ
高
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
う
。

　
　
b
誠
二
は
ミ
カ
ン
と
ペ
ソ
が
置
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
い
る
。
誠
二
は
ペ
ン
を
見
な
が
ら
（
あ
る
い
は
、
手
に
取
り
な
が
ら
、
指
差

　
　
し
な
が
ら
、
…
…
）
、
「
こ
れ
高
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
う
。

　
「
こ
れ
高
か
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
文
の
使
用
だ
け
を
菟
る
な
ら
ぽ
、
誠
工
の
そ
う
し
た
使
用
は
ミ
カ
ン
が
高
か
っ
た
と
い
う
信
念
に
よ
っ



て
も
ペ
ソ
が
高
か
っ
た
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
も
同
程
度
に
説
明
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
が
よ
り
よ
い
説
明
な
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
た
め
、
誠
二
の
発
出
は
い
ず
れ
の
信
念
の
証
拠
と
も
な
ら
ず
、
結
果
的
に
誠
二
は
ミ
カ
ン
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
ペ
ン
が
高
か
っ

た
と
い
う
こ
と
の
い
ず
れ
も
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
⑤
で
は
文
の
使
用
の
み
で
な
く
、
誠
二
の
視
線
（
物
を
つ
か
む
動
き
、

指
差
し
、
…
…
）
も
ま
た
発
出
の
一
部
を
構
成
す
る
。
そ
の
結
果
、
⑤
a
は
ミ
カ
ン
が
高
か
っ
た
と
い
う
誠
二
の
信
念
、
⑤
b
は
ペ
ン
が
高

か
っ
た
と
い
う
誠
工
の
信
念
を
証
拠
立
て
る
発
出
の
例
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ミ
カ
ン
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ペ
ン
が
高
か
っ
た
と
い

う
こ
と
を
誠
二
は
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
は
文
脈
か
ら
の
情
報
と
い
う
も
の
を
考
慮
せ
ず
に
い
た
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
証
拠
関
係
の
特
徴
づ
け
に
よ

り
、
発
信
者
意
味
へ
の
文
脈
情
報
の
関
わ
り
も
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
脈
情
報
は
、
発
信
者
と
受
信
者
の
あ
い
だ
の
際
立
っ
た

（
ω
巴
凶
Φ
簿
）
相
互
知
識
な
い
し
相
互
信
念
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
る
文
脈
で
発
信
者
が
あ
る
発
出
を
す
る
と
き
、
発
信
者
は
そ
の
文
脈
に
お
い

て
共
有
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
の
知
識
な
い
し
信
念
を
持
ち
な
が
ら
そ
の
発
出
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
発
信
者
の
一
部
の
信
念
が
文
脈

か
ら
明
ら
か
な
と
き
、
結
果
的
に
発
出
が
証
拠
立
て
る
発
信
者
の
信
念
は
文
脈
的
に
明
示
的
な
信
念
と
整
合
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
脈
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
発
信
者
の
信
念
と
証
拠
立
て
ら
れ
る
発
信
者
の
信
念
が
不
整
合
な
ら
ぽ
、
後
者
の

信
念
を
持
つ
こ
と
は
そ
の
文
脈
に
お
け
る
発
信
者
の
発
出
を
説
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
文
脈
に
お
け
る
発
信
者
の
信
念
と
証
拠
立

て
ら
れ
る
発
信
者
の
信
念
は
関
連
性
を
持
つ
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
両
者
に
関
連
性
が
な
け
れ
ぽ
、
後
者
の
信
念
を
持
ち
出

す
こ
と
で
、
発
信
者
が
前
者
の
信
念
が
際
立
っ
て
い
る
（
ω
光
一
①
暮
）
文
脈
で
当
該
の
発
出
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
脈
は
発
出
を
前
提
と
し
て
発
信
者
の
信
念
を
結
論
と
す
る
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
推
論
に
お
い
て
、
そ
の
結

論
に
現
れ
得
る
発
信
者
の
信
念
を
制
限
す
る
働
き
を
果
た
す
。

　
以
上
よ
り
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
を
も
と
に
証
拠
関
係
を
特
徴
づ
け
、
そ
れ
に
よ
り
信
念
証
拠
意
味
論
の
立
場
を
明
確
化
し
た
。

信
念
証
拠
意
味
論
は
ω
－
㈲
の
よ
う
な
事
例
に
対
し
、
意
図
基
盤
意
味
論
よ
り
も
も
っ
と
も
ら
し
い
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

六
｝
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点
で
優
れ
て
い
る
が
、
意
図
基
盤
意
味
論
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
事
例
に
対
し
て
意
図
基
盤
意
味
論
と
同
等
以
上
に
う
ま
く
対
処
で
き
る

か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
次
節
で
確
認
す
る
。

　
2
・
3
　
従
来
の
事
例
の
検
討

　
2
・
1
1
2
・
2
節
で
は
、
信
念
証
拠
意
味
論
の
提
示
と
そ
の
特
徴
の
解
説
を
行
っ
た
。
こ
の
節
で
は
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
事
例
以

外
の
、
意
図
基
盤
意
味
論
の
議
論
に
お
い
て
し
ぼ
し
ぼ
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
例
が
、
信
念
証
拠
意
味
論
の
立
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
。
意
図
基
盤
意
味
論
の
議
論
に
登
場
す
る
事
例
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
○
ユ
。
Φ

（H

n
鵯
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
発
信
者
意
味
の
分
析
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
例
と
、
意
図
の
無
限
後
退
を
引
き
起
こ
す
意
図
基
盤

意
味
論
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
例
を
取
り
上
げ
る
。

　
2
・
3
・
1
0
鼠
。
Φ
（
δ
G
飛
刈
）
の
事
例

　
ま
ず
は
「
意
味
」
論
文
で
論
じ
ら
れ
た
、
発
信
者
意
味
の
例
と
な
ら
な
い
事
例
で
あ
る
（
（
甲
村
凶
O
③
一
⑩
㎝
相
）
。
一
節
で
紹
介
し
た
グ
ラ
イ
ス
に

よ
る
発
信
者
意
味
の
分
析
は
、
こ
れ
ら
が
発
信
者
意
味
の
事
例
と
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
。

　
　
⑥
A
は
、
B
が
殺
人
犯
だ
と
い
う
信
念
を
刑
事
に
引
き
起
こ
す
こ
と
を
意
図
し
て
、
事
件
現
場
に
ハ
ン
カ
チ
を
置
く
。

　
　
ω
へ
ロ
デ
は
サ
ロ
メ
に
大
皿
に
載
っ
た
宣
教
者
ヨ
ハ
ネ
の
頭
部
を
贈
っ
た
。

　
グ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
⑥
に
お
い
て
A
は
ハ
ン
カ
チ
を
置
く
こ
と
で
B
が
殺
人
犯
だ
と
意
味
し
て
は
い
な
い
。
⑦
の
ヘ
ロ
デ
も
、
ヨ
ハ
ネ

の
頭
部
を
差
し
出
す
こ
と
で
、
ヨ
ハ
ネ
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
グ
ラ
イ
ス
は
こ
れ
ら
の
例
に
対
処
す
る
た
め
に
、
発
信
者
に
三
つ
の
意
図
を
要
求
す
る
分
析
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
信
念
証
拠
意

味
論
の
説
明
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
⑥
で
は
、
殺
入
犯
が
現
場
に
ハ
ン
カ
チ
を
置
い
た
と
き
、
そ
れ
が
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
B
が
殺
人
犯
だ
と
い
う
A
の
信
念
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
B
が
そ
の



よ
う
な
こ
と
を
実
際
に
は
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
意
図
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
な
ら
ぽ
、

そ
の
行
為
は
お
よ
そ
誰
の
ど
の
よ
う
な
信
念
の
証
拠
と
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
A
が
ハ
ン
カ
チ
を
置
く
こ
と
で
B
が
殺
人
犯
だ
と
意
味

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ω
の
場
合
で
は
、
証
拠
関
係
が
成
り
立
た
な
い
た
め
に
発
信
者
意
味
が
不
成
立
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
差
し
出
す
と
き
、
ヘ

ロ
デ
は
ヨ
ハ
ネ
が
死
ん
だ
と
信
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
信
念
は
ヘ
ロ
デ
が
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
差
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
説
明
し

な
い
。
ヘ
ロ
デ
が
そ
の
信
念
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ヘ
ロ
デ
が
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
差
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
例
で
、
ヘ
ロ
デ
が
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
差
し
出
す
こ
と
で
、
ヨ
ハ
ネ
が
死
ん
だ
と
意
味
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
㈲
と
違
い
、
ω
で
は
、
ヘ
ロ
デ
は
別
の
何
か
を
意
味
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
単
に
首
を
差
し
出
す
だ
け
で
な
く
、
意
図
的
に

サ
ロ
メ
に
対
し
て
微
笑
を
浮
か
べ
る
、
恭
し
く
首
を
差
し
出
す
と
い
っ
た
行
為
を
し
て
い
た
の
な
ら
、
そ
う
し
た
発
出
は
全
体
と
し
て
ヘ
ロ

デ
の
あ
る
信
念
、
す
な
わ
ち
サ
ロ
メ
が
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
気
に
入
る
と
い
う
信
念
を
証
拠
立
て
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
ヘ
ロ
デ
は

首
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ロ
メ
が
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
気
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
と
言
え
る
。
だ
が
そ
う
し
た
シ
グ
ナ
ル
動

作
な
し
に
た
だ
首
を
差
し
出
す
だ
け
で
あ
れ
ば
、
ヘ
ロ
デ
の
ど
の
よ
う
な
信
念
が
そ
の
行
為
を
説
明
す
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
う

し
た
場
合
に
は
、
ヘ
ロ
デ
は
特
に
何
も
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
直
観
に
合
致
す
る
。

　
2
・
3
・
2
　
意
図
の
無
限
後
退
に
関
わ
る
例

　
意
図
の
無
限
後
退
を
引
き
起
こ
す
例
に
つ
い
て
は
、
ω
僅
鋤
甫
ω
o
謬
（
竈
罐
）
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
㈲
は
、
そ
れ
を
も
と
に
構
築

し
た
例
で
あ
る
。

　
㈹
梅
太
郎
は
郁
美
を
夕
食
に
誘
っ
て
い
る
。
郁
美
は
、
自
分
が
忙
し
い
と
い
う
こ
と
を
梅
太
郎
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
、
梅
太

　
　
郎
の
目
に
つ
く
場
所
で
山
の
よ
う
な
書
類
を
机
の
上
に
置
く
。
郁
美
が
書
類
を
積
み
重
ね
る
現
場
を
梅
太
郎
が
目
撃
し
て
い
る
こ
と

　
　
を
郁
美
は
知
っ
て
い
る
が
、
郁
美
に
気
づ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
梅
太
郎
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
郁
美
は
知
っ
て
い
る
。
梅

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

六
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
九
号

六
閥

　
　
太
郎
は
、
郁
美
が
こ
っ
そ
り
書
類
の
山
を
築
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
郁
美
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
目
果
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

　
　
し
か
し
、
実
は
郁
美
は
そ
れ
を
見
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
類
の
山
は
わ
ざ
わ
ざ
郁
美
が
築
き
上
げ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ

　
　
自
体
は
郁
美
が
忙
し
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
と
梅
太
郎
が
考
え
る
よ
う
郁
美
は
意
図
し
て
い
る
。
し
か
し
、
郁
美
の

　
　
謙
画
で
は
、
郁
美
が
書
類
の
山
を
築
い
た
と
い
う
事
実
は
、
郁
美
が
自
分
は
忙
し
い
と
梅
太
郎
に
信
じ
さ
せ
た
が
っ
て
い
る
こ
と
の

　
　
証
拠
に
は
な
る
と
梅
太
郎
は
考
え
る
。
さ
ら
に
、
郁
美
が
自
分
は
忙
し
い
と
梅
太
郎
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
実

　
　
際
に
忙
し
い
の
だ
ろ
う
と
信
じ
る
よ
う
に
郁
美
は
意
図
し
て
い
る
。
郁
美
の
考
え
で
は
、
梅
太
郎
は
郁
美
を
誠
実
な
人
間
だ
と
信
じ

　
　
て
お
り
、
書
類
の
山
を
築
い
た
の
は
、
郁
美
は
実
際
に
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
報
す
る
と
そ
れ
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
書
類

　
　
の
山
を
築
く
こ
と
で
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
グ
ラ
イ
ス
は
㈲
に
対
処
す
る
た
め
に
、
受
信
者
に
何
か
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
発
信
者
が
意
図
し
て
い
る
と
受
信
者
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
い

う
意
図
を
発
信
者
に
要
求
す
る
形
で
、
分
析
を
修
正
し
た
（
○
ユ
。
①
H
O
＄
）
。
こ
れ
は
結
果
的
に
意
図
基
盤
意
味
論
に
と
っ
て
退
き
の
石
と
な

る
意
図
の
無
限
後
退
問
題
へ
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
で
は
、
信
念
証
拠
意
味
論
で
は
㈲
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
P
　
⑧

の
例
で
は
、
郁
美
の
行
為
は
、
自
分
は
忙
し
い
と
い
う
郁
美
の
信
念
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
郁
美
が
書
類
を
置
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
は
忙
し
い
と
郁
美
が
信
じ
て
い
る
が
そ
れ
を
直
接
伝
え
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
は
忙
し
く
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
梅
太
郎
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
の
あ
い
だ
で
、
一
方
を
他
方
よ
り
も
強
く
証
拠
立
て
は
し
な

い
。
い
ず
れ
の
想
定
に
よ
っ
て
も
、
郁
美
の
行
為
は
同
程
度
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
郁
美
は
書
類
置
き
に
よ
っ
て
、
自
分

が
忙
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
意
図
の
無
限
後
退
問
題
に
関
与
す
る
例
に
は
、
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
発
信

者
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
が
そ
れ
を
直
接
伝
え
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
実
際
に
は
信
じ
て
い
な
い
が
受
信
者
を
騙
そ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
他
方
よ
り
証
拠
立
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
信
者

は
そ
う
し
た
曖
昧
な
行
為
を
し
な
が
ら
、
受
信
者
が
発
信
者
に
関
し
て
抱
い
て
い
る
思
い
込
み
（
発
信
者
は
受
信
者
を
騙
そ
う
と
は
し
な
い



な
ど
）
を
利
用
し
て
、
受
信
者
に
は
一
方
の
解
釈
を
採
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
例
が
構
築
さ
れ
る
限
り
、
発
信
者
の

行
為
は
発
信
者
の
信
念
の
証
拠
と
は
な
ら
ず
、
単
に
受
信
者
が
誤
認
す
る
だ
け
で
あ
り
、
結
果
的
に
発
信
者
意
味
は
成
り
立
た
な
い
。
意
図

の
無
限
後
退
問
題
に
関
す
る
事
例
は
、
こ
う
し
て
発
信
者
意
味
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
意
図
の
無
限
後
退
問
題
に
関
わ
る
そ
の
他

の
事
例
も
、
こ
の
事
例
と
類
似
し
た
構
造
的
特
徴
を
示
す
（
ω
O
ゲ
凶
h
｛
Φ
『
　
］
．
O
刈
卜
⇒
）
。
そ
の
た
め
、
岡
様
の
議
論
が
一
般
的
に
成
り
立
つ
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
信
念
証
拠
意
味
論
が
意
図
基
盤
意
味
論
の
論
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
例
を
う
ま
く
扱
え
る
こ
と
が
示
さ
れ

た
。
最
後
に
、
信
念
証
拠
意
味
論
が
も
た
ら
す
帰
結
と
し
て
、
意
味
の
錯
覚
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三
　
意
味
の
錯
覚

　
・
本
節
で
は
、
信
念
証
拠
意
味
論
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
舞
台
上
で
の
演
技
、
小
説
の
記
述
な
ど
、
発
出
者
が
対
応
す
る
信
念
を
持
っ
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
か
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
事
例
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
信
念
証
拠
意
三
論
の
も
と
で
、
演
技
、
小
説
で
の
記
述
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
喋
り
な
ど
の
事
例
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
2
本

節
で
は
証
拠
と
い
う
概
念
、
及
び
そ
の
基
礎
に
あ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
推
論
形
式
の
特
徴
を
も
と
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
信
念
証
拠

意
味
論
の
立
場
を
示
す
。

　
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
従
来
の
意
図
基
盤
意
味
論
は
こ
う
し
た
非
標
準
的
事
例
を
扱
う
術
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
ま
ま
の
分
析
に

お
い
て
は
、
持
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
意
図
基
盤
意
味
論
で
は
発
信
者
意
味
の
本
質
が
発
信
者
の
対
応
的
意
図
に
見
出
さ
れ
て
い
た

た
め
、
演
技
の
よ
う
な
発
信
者
に
当
該
の
意
図
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
事
例
や
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
な
少
な
く
と
も
現
時
点
で
の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
で
は
意
図
を
持
ち
え
な
い
事
物
が
発
信
者
と
な
る
事
例
で
は
、
発
信
者
意
昧
が
成
立
し
て
い
る
と
見
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
発
信
者
の
信
念
を
基
礎
に
お
く
信
念
証
拠
意
味
論
で
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
信
念
証

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

六
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
九
号

六
六

拠
意
味
論
で
は
証
拠
と
い
う
概
念
を
発
出
と
発
信
者
の
信
念
の
媒
介
物
と
し
て
利
用
し
て
い
る
た
め
、
実
際
に
は
意
図
基
盤
意
昧
論
よ
り
も

っ
と
も
ら
し
い
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
・
王
に
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
棄
却
可
能
性
（
α
の
♂
四
禦
げ
達
蔓
）
、
及
び
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
と
知
覚
の
連
続
性
が
関
わ
る
。

　
一
般
的
に
、
証
拠
の
偽
造
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
推
理
小
説
に
お
い
て
翌
翌
犯
が
犯
罪
を
誤
魔
化
す
た
め
に
、
被

害
者
が
自
殺
し
た
か
の
よ
う
な
証
拠
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
証
拠
の
偽
造
の
一
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、

被
害
者
は
自
殺
し
て
は
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
が
自
殺
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
が
現
場
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
る
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
そ
の

事
態
が
生
じ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
事
態
が
証
拠
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
推
理
小
説
の
探
偵
は
、
さ
ら
な

る
証
拠
を
覧
出
す
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
説
明
を
作
り
上
げ
、
殺
人
犯
に
よ
る
犯
罪
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
証
拠
関
係
の
基
礎
に
あ
る

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
棄
却
鬼
能
性
か
ら
の
自
然
な
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
殺
人
犯
が
現
場
に
作
り
上
げ
た
事
実
の
み
を

も
と
に
す
る
な
ら
、
被
害
者
が
自
殺
し
た
と
い
う
こ
と
は
そ
の
事
実
か
ら
の
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
結
論
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
結

論
が
覆
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
以
外
の
事
実
が
見
出
さ
れ
、
前
提
が
修
正
さ
れ
た
と
き
の
み
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
発
信
者
意
味
で
も
生
じ
得
る
。
ま
ず
典
型
的
な
例
と
し
て
発
信
者
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
⑨
達
也
は
日
本
に
四
七
の
都
道
府
県
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
幼
い
弟
を
か
ら
か
お
う
と
し
て
、
「
日
本
に
は
五
七
個
の
都
道
府

　
　
県
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
言
う
。

　
達
也
が
何
か
を
教
え
る
場
合
に
標
準
的
に
な
さ
れ
る
発
出
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
達
也
に
よ
る
「
闘
本
に
は
五
七
個
の
都
道
府
県
が
あ
る
ん

だ
よ
」
と
い
う
発
出
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
達
也
が
日
本
に
五
七
個
の
都
道
府
県
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
拠
立
て
る
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
加
え
て
達
也
の
別
の
場
藤
に
お
け
る
言
動
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
達
也
が
日
本
に
五
七
燭
の
都
道
膚
県
が
あ
る
と

信
じ
て
い
る
と
い
う
結
論
は
覆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
文
脈
、
こ
の
発
出
の
み
を
取
り
出
す
な
ら
、
そ
れ
は
達
也
が
日
本
に
五
七
個



の
都
道
府
県
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
証
拠
と
な
り
、
そ
れ
を
覆
す
だ
け
の
十
分
な
内
容
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
は
十
分
に
貧
困
な
前
提
を
取
る
限
り
真
な
る
前
提
か
ら
偽
な
る
結
論
を
導
き
得
る
た
め
、
発
信
者
は
実

際
に
は
自
分
が
信
じ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
舞
台
上
で
台
詞
を
発
す
る
役
者
は
実
際
に
は
所
定
の
信
念
を
持
っ
て
い

な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
よ
う
な
信
念
を
想
定
す
る
こ
と
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
発
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
事
か
を
意
味

で
き
る
の
だ
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
と
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
と
知
覚
の
連
続
性
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
舞
台
上
の
演
技
や
小
説

の
執
筆
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
喋
り
と
い
っ
た
事
例
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
知
覚
は
連
続
的
で
あ
る
（
℃
①
一
「
O
Φ
　
一
Φ
O
ω
）
。
た
だ
し
、
極
端
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
知
覚

は
標
準
的
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
と
違
い
、
そ
の
結
論
が
批
判
か
ら
免
れ
て
い
る
と
パ
ー
ス
は
考
え
た
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
空
を
見
て
青
い

と
知
覚
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
通
常
の
視
覚
能
力
を
持
っ
た
他
の
ひ
と
が
そ
れ
を
青
く
な
い
と
主
張
す
る
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
科
学
に
お
け
る
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
仮
説
形
成
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ぽ
、
私
た

ち
が
発
信
者
意
昧
を
理
解
す
る
と
き
に
起
き
て
い
る
の
は
、
標
準
的
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
む
し
ろ
知
覚
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
発
信
者
の
嘘
を
見
破
ろ
う
と
強
く
意
識
し
て
発
信
者
に
対
平
し
て
い
る
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
発
出
を
受
け
取

る
と
即
座
に
発
信
者
の
信
念
を
理
解
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
意
識
的
に
押
し
と
ど
め
た
り
は
し
な
い
。
発
信
者
意
味
が
成
り
立
つ
状
況
に
お

け
る
発
出
と
発
信
者
の
信
念
の
あ
い
だ
に
は
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
帰
結
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
理
解
す
る
仕
方

は
特
劉
な
事
情
が
な
い
限
り
意
識
的
に
制
御
さ
れ
た
標
準
的
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
、
批
判
の
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
さ
え
な

い
知
覚
な
の
で
あ
る
。

　
意
味
の
理
解
が
知
覚
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
事
実
ミ
リ
カ
ソ
は
、
意
味
の
理
解
が
視
覚
や
聴
覚
と
同

様
の
意
味
で
知
覚
の
一
種
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
竃
讐
貯
塁
b
。
O
O
冷
O
『
O
）
。
実
際
に
は
ミ
リ
カ
ン
が
述
べ
て
い
る
の
は
言
語
が
知
覚
の

ル
ー
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
発
信
者
意
味
に
つ
い
て
雷
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ミ
リ
カ
ソ
が
実
際
に
挙
げ
て

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と

六
七
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い
る
例
か
ら
す
る
と
、
ミ
リ
カ
ン
が
雷
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
露
語
的
発
出
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ミ
リ
カ
ン
の
挙

げ
る
例
と
は
、
ジ
ョ
ニ
ー
が
や
っ
て
く
る
の
を
握
る
こ
と
で
ジ
ョ
ニ
！
が
や
っ
て
き
た
と
信
じ
る
こ
と
、
ジ
ョ
ニ
ー
の
声
を
聞
く
こ
と
で
ジ

ョ
ニ
ー
が
や
っ
て
き
た
と
信
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
ジ
ョ
ニ
；
が
や
っ
て
き
た
S
§
§
～
瀞
8
8
ミ
恥
§
」
と
誰
か
が
言
う
の
を
聞
く
こ

と
で
ジ
ョ
ニ
ー
が
や
っ
て
き
た
と
信
じ
る
こ
と
に
私
た
ち
の
心
理
的
な
処
理
の
観
点
か
ら
差
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
ζ
自
費
昌

b。

W
蒔
も
」
b
。
㎝
）
。
こ
の
こ
と
は
、
複
雑
な
含
み
（
陣
ヨ
b
罵
O
字
配
嬬
H
①
）
の
推
察
な
ど
を
必
要
と
し
な
い
限
り
、
発
信
者
意
味
全
般
に
も
成
り
立
つ
。

私
た
ち
は
発
僑
者
意
味
を
理
解
す
る
と
き
、
何
か
を
見
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
知
覚
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
厳
密
に
は
本
論
文
で
述
べ
て
い
る
発
信
者
意
味
に
よ
る
知
覚
と
、
ミ
リ
カ
ン
の
論
じ
る
知
覚
に
は
ず
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
論
文

で
は
発
信
者
意
味
の
理
解
が
発
信
渚
の
信
念
の
知
覚
で
あ
る
と
主
張
し
、
ミ
リ
カ
ン
は
そ
れ
を
世
界
の
直
接
的
な
知
覚
で
あ
る
と
・
王
難
し
て

い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
あ
る
ひ
と
の
信
念
と
世
界
の
状
態
の
あ

い
だ
に
も
ま
た
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
帰
結
関
係
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
誰
か
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
場
合
、
特
劉
な
事
情
が
な
い

限
り
そ
の
こ
と
に
対
す
る
説
明
は
世
界
が
実
際
に
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
誰
か
が
知
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
念
と
世
界
の
あ
い
だ
に
は
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
推
論
を
通
じ
た
結
び
つ
き
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
帰
結
関
係
を
通
じ
て
、

私
た
ち
は
世
界
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
発
信
者
意
味
を
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発

信
者
の
信
念
を
知
覚
し
な
が
ら
、
そ
の
知
覚
を
通
し
て
世
界
の
知
覚
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
発
僑
者
意
味
は
、
そ
の
意
味
で
発
心
者
の

信
念
と
世
界
と
の
双
方
の
知
覚
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
想
定
に
お
い
て
は
、
本
論
文
の
主
張
は
ミ
リ
カ
ン
の
主
張
と
整
合
的
に
な
る
。

　
さ
て
、
発
信
者
意
味
の
理
解
が
知
覚
の
一
種
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
私
た
ち
は
こ
の
知
覚
に
関
わ
る
錯
覚
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
私
た
ち
の
知
覚
は
、
と
ぎ
に
実
際
に
は
起
き
て
い
な
い
何
か
が
起
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
と
き
が
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
、

私
た
ち
は
そ
の
知
覚
能
力
を
反
省
し
、
知
覚
し
て
い
る
事
態
が
実
際
に
は
起
き
て
い
な
い
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
の
知

覚
そ
の
も
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
生
じ
る
。
写
実
主
義
の
精
巧
な
絵
画
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
立
体
的
な
風
景
を
見
る
だ
ろ
う
。



発
信
者
意
昧
の
理
解
が
知
覚
の
一
種
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
発
信
者
意
味
の
理
解
に
も
生
じ
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で

あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
発
信
者
意
味
を
証
拠
関
係
に
基
づ
け
て
分
析
し
、
証
拠
関
係
を
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
帰
結
関
係
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ

し
て
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
知
覚
の
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
、
及
び
発
信
者
意
味
の
理
解
が
特
に
後
者
に
近
い
と
認
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
俳
優
の
演
技
や
小
説
に
関
係
す
る
。
そ
れ
ら
の
発
出
を
受
け
取
る
と
き
に
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る

の
は
、
発
信
者
意
味
に
関
す
る
錯
覚
な
の
で
あ
る
。
俳
優
は
実
際
の
自
分
の
雷
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
台
詞
を
発
し
、
自
分
の
行
動
で
あ
る

か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
結
果
的
に
、
私
た
ち
は
通
常
の
ひ
と
が
演
技
で
な
く
実
際
に
そ
う
し
た
言
動
を
し
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
発
出
を

受
け
取
り
、
そ
う
し
た
場
合
と
岡
じ
よ
う
に
発
信
者
の
信
念
を
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
世
界
の
状
態
と
を
知
覚
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ

ん
、
私
た
ち
は
俳
優
が
実
際
に
そ
う
し
た
信
念
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
こ
の
世
界
が
そ
の
俳
優
が
語
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
知
覚
を
錯
覚
的
に
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
小
説
を
読
む
と
き
や
そ
れ
以

外
の
類
似
の
状
況
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
は
同
様
の
錯
覚
を
経
験
し
て
い
る
。
俳
優
や
小
説
家
は
、
実
際
に
対
応
す
る
信
念
を
持
っ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
信
念
の
証
拠
と
な
る
発
出
を
行
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
俳
優
や
小
説
家
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
う
し
た
発
信
者
意
味
を
理
解
し
、
実
際
に
は
俳
優
や
小
説
家
が
持
っ
て
は
い
な
い
信
念
を
、
そ
う
と
知
り
な
が

ら
も
知
覚
す
る
の
だ
。

　
ロ
ボ
ッ
ト
の
喋
り
に
は
、
さ
ら
な
る
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
発
信
者
と
目
さ
れ
る
も
の
が
心
的
能
力
を
備
え
た
行
為
者
で
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
と
知
覚
の
連
続
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
錯
覚
の
罵
能
性
に
よ
っ
て
説
明
で
き

る
。
ロ
ボ
ッ
ト
製
作
者
が
適
当
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
り
人
間
が
意
図
と
信
念
を
持
っ
て
行
為
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
振
る

舞
わ
せ
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
振
る
舞
い
の
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
結
論
と
な
る
心
的
状
態
を
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
実
際
に
そ
れ
ら
を
持
た
な
い

と
知
っ
て
い
て
も
、
知
覚
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
結
果
的
に
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
、
発
出
を
行
う
発
信
者
で
あ
る
と
知
覚
し
、
そ
の
発
信
画
意

何
か
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
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味
を
通
じ
て
そ
の
信
念
を
知
覚
す
る
。
一
連
の
ア
プ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
帰
結
関
係
に
お
け
る
結
論
は
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私

た
ち
は
そ
の
錯
覚
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
俳
優
な
ど
の
場
合
と
違
い
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
意
図
的
に
行
為
す
る

こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
通
り
に
し
か
行
動
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
実
際
に
は
発
出
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
何
か
を
意
味

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
そ
こ
に
心
理
を
錯
覚
し
、
意
味
を
錯
覚
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
特
殊
な
発
出
（
及
び
そ
の
類
比
物
）
の
事
例
を
意
味
の
錯
覚
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
信
念
証
拠
意
味
論
が
発

信
者
意
味
を
発
信
者
の
心
理
そ
の
も
の
と
し
て
分
析
す
る
の
で
な
く
、
発
信
者
の
心
理
と
発
出
と
の
あ
い
だ
の
証
拠
関
係
と
し
て
分
析
し
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
俳
優
な
ど
が
実
際
に
は
適
当
な
心
理
状
態
を
持
っ
て
い
な
い
点
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
が

そ
の
俳
優
に
適
妾
な
心
理
状
態
を
持
っ
て
振
る
舞
う
人
物
を
見
出
す
点
と
を
う
ま
く
同
時
に
説
明
す
る
。

四
　
ま
と
め

　
本
論
文
で
は
、
発
信
者
意
味
の
分
析
に
対
す
る
信
念
証
拠
意
味
論
と
い
う
立
場
を
提
示
し
た
。
信
念
証
拠
意
味
論
は
、
発
信
者
意
味
の
本

質
を
発
信
者
に
よ
る
発
出
と
発
信
者
の
信
念
と
の
あ
い
だ
の
証
拠
関
係
に
晃
る
。
そ
し
て
証
拠
関
係
は
、
ア
ブ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
帰
結
関
係
と

し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
は
信
念
証
拠
意
味
論
が
本
論
文
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
事
例
を
う
ま
く
扱
え
る
こ
と
も
確
認

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
信
念
証
拠
意
味
論
が
意
図
基
盤
意
味
論
よ
り
も
有
力
な
話
者
意
味
の
理
論
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
最
後
に
信
念
証
拠
意
昧
論
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
と
し
て
、
意
昧
錯
覚
と
い
う
現
象
を
取
り
上
げ
た
。
僑
念
証
拠
意
味
論
は
ア
ブ
ダ
ク

テ
ィ
ブ
な
推
論
関
係
を
発
信
者
意
味
の
基
礎
に
見
出
す
た
め
、
発
強
者
意
味
の
理
解
を
一
種
の
知
覚
と
し
て
理
解
す
る
道
を
開
く
。
こ
れ
は

さ
ら
に
、
舞
台
上
の
演
技
を
見
る
場
合
な
ど
の
私
た
ち
の
理
解
を
錯
覚
の
一
種
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
。
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　　The　conjunctive　principle　applies　to　those　methods　via　the　two　types　of　concept

extensions　as　described　above．

　　1　will　also　mention　some　of　my　thoughts　on　the　two　types　of　concept　extensions，

genetic　one　and　structural　one．

What　is　it　for　one　to　mean？

　　　　　　Nayuta　MIKi

JSPS　feilow／Nihon　University

What　is　it　for　one　to　mean　something　by　uttering　something？　This　is　the　problem

of　“utterer’s　meaning”．　ln　this　article，　1　propose　a　new　approach　to　this　problem，

according　to　which　utterer’s　meaning　is　based　on　evidence－relation　between　utter－

er’s　utterance　and　her　belief．　This　view　is　contrasted　with　so　far　the　most　influen－

tial　approach　to　utterer’s　meaning，　which　is　called　intention－based　semantics．

Theorists　of　intention－based　semantics　hold　that　utterer’s　meaning　is　essentially　a

kind　of　her　intention．

　　This　article　consists　of　three　sections．　The　first　section　gives　an　overview　of

intention－based　semantics　and　the　reason　why　this　view　is　problematic．　The　se¢ond

section　introduces　my　approach　which　1　call　“belief－evidence　semantics”．　This

section　also　contains　a　characterization　of　the　concept　of　evidence　in　terms　of

abductive　reasoning．　The　third　section　is　a　supplementary　one，　where　an　irnplica－

tion　of　belief－evidence　semantics　is　examined．　Belief－evidence　semantics，　together

with　Peirce’s　idea　of　the　continuity　between　perception　and　abduction，　makes　it

possible　that　we　sometimes　misperceive　an　utterer’s　meaning．　This　happens　when，

for　example，　we　read　a　novel，　watch　a　theater　performance，　or　see　a　robot　talking．

　　This　article　concludes　that　utterer’s　meaning　is　accounted　in　terms　of　evidence－

relation　between　uttering　and　believing，　and　that　this　view　has　several　advantages

over　the　traditional　intention－based　view．
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