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言
語
は
い
か
に
在あ

る
の
か
？

─
こ
れ
が
『
言
語
存
在
論
』
と
名
づ
け
た
こ
の
書
物
の
問
い
で
あ
る
。

　

言
語
学
は
、
言
語
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
言
語
が
ど
こ
で
話
さ
れ
、
い
か
に
用
い
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
点
に

は
、
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
き
た
。
こ
れ
こ
れ
の
言
語
が
消
滅
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
、
関
心
は
抱
い
て
き
た
。
い
つ
し
か
生
ま
れ
、

や
が
て
話
し
手
が
消
え
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
言
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
失
わ
れ
た
言
語
、
失
わ
れ
ゆ
く
言
語
、
あ
る
い
は
今
日

読
む
こ
と
の
で
き
な
い
、
古
代
の
文
字
群
と
言
語
の
関
わ
り
、
そ
う
い
っ
た
形
で
の
言
語
の
歴
史
、
言
語
の
盛
衰
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

個
々
の
言
語
に
つ
い
て
の
構
造
や
生
態
や
変
容
、
そ
れ
ら
の
系
譜
的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
の
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
の
は
、
記
述
言

語
学
や
歴
史
言
語
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
の
、
最
大
の
任
務
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
語
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
い
も
、
言
語
学
で
は
し
ば
し
ば

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
か
か
る
問
い
は
、
一
般
言
語
学
な
ど
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
扱
わ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、〈
い
か
に
存
在
す
る
か
〉
と
い
っ
た
問
い
に
は
、
言
語
学
書
を
繙ひ

も
と

い
て
も
、
ほ
と

ん
ど
出
会
う
こ
と
が
な
い
。
一
つ
確
認
し
て
お
く
な
ら
、「
何
々
は
存
在
す
る
か
、
し
な
い
か
」
と
い
う
形
の
問
い
は
、
真
の
存
在
論
的

な
問
い
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
形
の
問
い
が
向
か
う
先
は
、
概
ね
空
虚
な
こ
と
ば
が
飛
び
交
う
、
遊
戯
空
間
で
あ
る
。
お
よ
そ
〈
存
在
す

る
〉
な
ど
と
語
り
得
る
も
の
は
、
単
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
常
に
自
ら
の
存
在
の
仕
方
を
開
示
し
な
が
ら
、
存
在
す
る
。
存
在
す
る

も
の
は
、
存
在
の
あ
り
よ
う
を
何
ら
か
の
形
で
常
に
自
ら
が
示
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
問
い
は
〈
い
か
に
存
在
す
る
か
〉
と
い
う
形
で
問
わ
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れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
語
だ
の
、
こ
と
ば
だ
の
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
、
ど
ん
な
ふ
う
に
、
ど
ん
な
仕
方
で
〈
在あ

る
〉
の
か
？　

換
言
す
れ
ば
、
言
語
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
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？　

こ
と
ば
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
〈
か
た
ち
〉
と

な
る
の
か
？　

誰
か
が
話
し
て
、
誰
か
が
聞
き
、
誰
か
が
書
い
て
、
ま
た
誰
か
が
読
む
。
こ
れ
ま
で
も
、
今
も
、
そ
し
て
き
っ
と
人
の
世

の
終
わ
り
ま
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
。
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
の
中
で
、
言
語
は
い
っ
た
い
、
い
か
に
〈
在
る
〉
と
語
れ
る
の
か
？

　

本
書
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
、〈
言
語
が
い
か
に
在
る
か
〉
と
い
う
問
い
は
、
管
見
で
は
、
こ
れ
ま
で
言
語
学
に
お
い
て
問

い
と
し
て
ほ
と
ん
ど
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
立
て
ら
れ
か
け
は
し
て
も
、
ぎ
り
ぎ
り
と
問
い
き
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
言
語
と
い
う
も
の
が
〈
在
る
〉
と
い
う
形
で

─
存
在
論
的
な
視
座
か
ら

─
見み

据す

え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
こ
と
は
主お

も

立だ

っ
た
哲
学
書
で
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
。
私
た
ち
が
日
々
話
し
、
聞
き
、
書
い
て
は
読
む
言
語
、
そ
う
し
た
言
語
を

見
る
と
き
、
言
語
と
は
、〈
在
る
か
ど
う
か

4

4

4

4

4

4

〉
が
問
わ
れ
た
り
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、〈
い
か
に
在
る
か
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〉
が
問
わ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
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た
。
言
語
に

は
、
ち
ょ
う
ど
ま
る
で
空
気
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
〈
か
た
ち
〉
の
な
い
記
号
と
で
も
い
っ
た
も
の
の
ご
と
く
に
、
接
す
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。
在
る
と
か
、
な
い
と
か
、
そ
し
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
に
、
在
る
の
な
ら
、
い
か
に
在
る
の
か
と
い
っ
た
、
根
本
的
な
問
い
か

ら
は
か
け
離
れ
た
、
ほ
と
ん
ど
超
越
的
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
し
て
、
言
語
は
扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
言
語
は
超
越
的
な
も
の
で

は
な
い
。

　

人
の
声
と
し
て
放
た
れ
た
音オ

ト

の
粗
密
は
、
音
の
世
界
に
〈
形
フ
ォ
ル
ム

〉
を
な
し
、
言げ
ん

語ご

音お
ん

と
い
う
〈
かゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

た
ち
〉
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
音オ
ト

の

世
界
に
は
こ
う
し
て
〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
が
息
づ
く
。
音オ

ト

の
姿
を
得
た
〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
の
時
代
は
、
人
類
史
の
大
部
分
を
占
め

て
い
る
。
人
類
史
の
う
ち
で
遙
か
に
遅
れ
て
出
現
し
た
〈
文
字
〉
は
、
音オ

ト

の
世
界
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
ば
を
、
光ヒ
カ
リ

の
世
界
に
解
き
放

っ
た
。
光
の
粗
密
は
光
の
世
界
に
〈
形

フ
ォ
ル
ム

〉
を
な
し
、
文
字
と
い
う
〈
かゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

た
ち
〉
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
光
の
世
界
に
は
〈
書
か
れ
た
こ

と
ば
〉
が
翼
を
得
て
、〈
い
ま
・
こ
こ
〉
の
も
の
と
い
う
〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
の
縛
り
を
解
き
、
時
を
も
超
え
る
。
今
日
、
音オ

ト

の
世
界
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に
は
〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
が
、
光
の
世
界
に
は
〈
書
か
れ
た
こ
と
ば
〉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
満
ち
溢
れ
、
あ
る
い
は
浸
透
し
合
い
な
が
ら
、

驚
く
べ
き
量
と
速
度
で
蠢う

ご
め

い
て
い
る
。

　

こ
の
〈
書
か
れ
た
こ
と
ば
〉
は
今
日
の
ほ
と
ん
ど
の
言
語
学
が
言
う
よ
う
な
、〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
の
単
純
な
映
像
な
ど
で
も
な
け

れ
ば
、
二
次
的
、
副
次
的
な
産
物
な
の
で
も
な
い
。
時
に
は
互
い
が
互
い
の
身
体
に
喰
い
入
っ
て
、
互
い
を
造
り
替
え
る
装
置
で
も
あ
り

得
る
。
言
語
学
や
言
語
哲
学
は
、〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
と
〈
書
か
れ
た
こ
と
ば
〉
の
、
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
の
違
い
を
正
視
し
き
っ
て

い
る
と
は
、
と
う
て
い
言
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
あ
り
よ
う
を
見
据
え
る
の
に
、
必
要
な
の
は
、
や
は
り
、
存
在
論
的
な
視
座
で
あ
る

─

言
語
は
い
か
に
在
る
の
か
。

　

本
書
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
、
哲
学
的
な
思
弁
に
い
き
な
り
入
り
込
む
と
い
っ
た
こ
と
は
し
な
い
。
本
書
が
出
発
す
る
の
は
言
語
学
の

─

正
確
に
は
、
あ
る
べ
き
言
語
学
の

─
立
場
か
ら
で
あ
る
。
で
は
言
語
学
の
立
場
と
は
。
こ
の
点
は
鮮
明
で
あ
る
。
言
語
学
は
、
ど
こ
ま

で
も
言
語
に
即
し
た
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。〈
現
実
の
言
語
か
ら
離
れ
な
い
〉
と
い
う
こ
う
し
た
禁
欲
的
な
態
度
が
、
私
た
ち
の

思
考
の
行
く
先
々
を
、
現
実
的
な
と
こ
ろ
か
ら
遊
離
し
な
い
よ
う
、
守
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、
今
日
の
言
語
学
と
呼
ば
れ
る
言
説
も
、
な
か
な
か
に
傍
若
無
人
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て

─
「
構
造
」
や
「
機
能
」

を
見
よ
う
と
は
し
て
も
、〈
人
〉
な
ど
目
に
入
ら
ぬ
と
い
う
意
味
で
だ
が

─
多
様
で
あ
る
。
本
書
で
後
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

言
語
か
ら
遊
離
し
た
言
語
学
も
ま
た
、
幾
た
び
も
現
れ
て
は
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

言
語
学
は
西
欧
の
学
問
で
あ
っ
た
。
西
欧
の
言
語
の
思
考
を
基
礎
に
語
ら
れ
た
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
西
欧
の
言
語
の
思
考
と
い

う
縛
り
を
超
え
て
、
本
書
に
あ
っ
て
は
、
日
本
語
や
朝
鮮
語
＝
韓
国
語
の
研
究
で
得
ら
れ
た
知
見
が
、
大
い
に
生
か
さ
れ
る
。
日
本
語
や

朝
鮮
語
＝
韓
国
語
の
研
究
の
今
日
的
な
地
平
は
、
伝
統
的
な
西
欧
の
言
語
の
思
考
に
も
し
ば
し
ば
再
考
を
迫
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
言
語
表
現
な
ど
言
語
の
内
部
に
分
け
入
る
に
あ
た
っ
て
は
、
徹
底
し
て
実
際
の
言
語
事
実
に
立
脚
す
る
。
言
語
事
実
に
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立
脚
す
る
こ
と
は
、
言
語
学
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
世
の
言
語
学
や
世
の
言
語
哲
学
な
ど
が
必
ず
し

も
そ
う
で
な
い
こ
と
、
言
語
事
実
か
ら
し
ば
し
ば
甚
だ
し
く
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
中
で
改
め
て
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　

念
の
た
め
に
付
け
加
え
る
が
、「
映
像
言
語
」「
映
画
言
語
」「
音
楽
言
語
」「
美
術
と
い
う
言
語
」
の
よ
う
な
比
喩
的
な
術
語
使
用
も
、

本
書
で
は
行
わ
な
い
。
映
像
、
映
画
、
音
楽
、
美
術
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
、
私
た
ち
が
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
言
語
と
、
全
く
同
じ
よ

う
に
扱
え
る
保
証
な
ど
、
未
だ
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
飛
び
石
伝
い
は
、
慎
ん
で
お
こ
う
。「
動
物
の

言
語
」「
植
物
の
言
語
」「
謎
の
生
物
〈
使
徒
〉
の
言
語
」「
ガ
ニ
メ
ア
星
に
棲
む
ガ
ニ
メ
ア
ン
の
言
語
」
と
い
っ
た
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん

扱
わ
な
い
。
人
の
営
み
の
謂
わ
ば
一
切
合
切
に
「
テ
ク
ス
ト
」
や
「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
な
ど
を
「
発
見
」
し
て
き
た
二
〇
世
紀
的
な
段
階

も
、
画
期
的
な
知
の
地
平
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
う
ほ
と
ん
ど
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る
。
そ
ろ
そ
ろ
次
へ
歩
み
出
そ
う
。
こ
れ
ま
で

「
言
語
」
は
あ
ま
り
に
も
無
限
定
で
無
防
備
な
比
喩
圏
に
生
息
し
て
い
た
。
存
在
論
的
な
視
座
か
ら
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
疑
似
言
語
（quasi-language

）
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
対
象
を
、
こ
こ
で
言
う
〈
言
語
〉
か
ら
切
り
分
け
る
こ
と
は
、
芸
術
学
や
美

学
や
メ
デ
ィ
ア
論
と
い
っ
た
分
野
に
も
却
っ
て
精
緻
な
問
い
の
光
を
発
す
る
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
似
言
語
が
言
語
と
、
い

っ
た
い
何
が
同
じ
で
、
い
か
に
異
な
っ
て
〈
在
る
〉
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
よ
う
を
ぎ
り
ぎ
り
と
見
極
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
世
の
言
語
学
の
実
態
が
ど
う
で
あ
れ
、
人
の
言
語
に
即
し
た
思
考
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
本
書
は
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。

〈
言
語
が
い
か
に
在
る
か
〉
と
い
う
問
い
を
問
う
こ
と
は
、
実
は
〈
言
語
に
即
し
て
思
考
せ
よ
〉
と
い
う
要
求
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
言
語
学
の
輝
か
し
き
成
果
に
学
び
つ
つ
も
、
本
書
の
言
う
言
語
学
は
、
既
存
の
多
く
の
言
語
学
と
深
い
と
こ
ろ
で
異
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
言
語
哲
学
や
、
言
語
を
め
ぐ
る
多
く
の
言
説
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
最
も
深
い
前
提
、
出
発
す
べ
き
根
拠
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
異
な
る
の
で
あ
る
。



v　　はじめに

　

そ
れ
は
、
言
語
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
現
実
的
な
根
拠
を
、〈
言げ
ん

語ご

場ば

〉
に
、
即
ち
〈
言
語
が
生
き
て
行
わ
れ
る
場ば

〉
に
、
置

い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
人
が
出
会
っ
て
言
語
が
行
わ
れ
る
場
、
こ
れ
を
凝
視
し
、
言
語
が
い
か
に
在
る
か
、
言
語
が
い
か
に
実
現
す
る

か
を
見
据
え
る
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
意
味
〉
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
っ
た
こ
と
も
、
既
存
の
多
く
の
言
語
学
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
既
存

の
言
語
学
に
あ
っ
て
は
、
そ
し
て
人
文
思
想
を
始
め
、
言
語
を
め
ぐ
る
多
く
の
言
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
と
ば
は
意
味
を
〈
持
つ
〉
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
〈
意
味
を
持
つ
こ
と
ば
〉
を
人
は
や
り
と
り
す
る
、
あ
る
い
は
、
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
た
記
号
を
デ
コ
ー
ド
す

る
、
多
く
そ
う
い
う
図
式
で
言
語
は
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
本
書
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
図
式
は
根
底
か
ら
否
定
さ
れ
る
。
本

書
は
言
う

─
こ
と
ば
は
意
味
を
持
た
な
い
、
そ
れ
は
意
味
と
〈
な
る
〉
の
で
あ
る
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
意
味
と
な
り
損
な
う

4

4

4

4

4

。

　

言
語
に
即
し
た
思
考
と
い
う
意
味
で
、
言
語
学
的
な
立
場
を
貫
き
つ
つ
も
、
本
書
が
照
ら
す
先
は
、
談
話
論
や
テ
ク
ス
ト
論
、
文
字
論

な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
既
存
の
言
語
学
の
内
部
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
言
語
学
の
境
界
を
し
ば
し
ば
踏
み
越
え
て
、
言
語
を
め
ぐ
る
様
々

な
思
考
、
言
説
、
い
く
つ
か
の
学
問
分
野
、
そ
し
て
〈
知
〉
と
い
っ
た
も
の
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
言
語
人
文
学
と

で
も
呼
び
得
る
分
野
の
、
基
礎
と
看み

做な

せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
本
書
は
、
既
存
の
言
語
学
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

日
本
語
や
朝
鮮
語
＝
韓
国
語
に
お
け
る
思
考
を
も
生
か
し
た
言
語
学
の
立
場
か
ら
、
言
語
を
め
ぐ
る
〈
知
〉
を
照
ら
す
、
言
語
に
つ
い
て

の
原
理
論
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

面
白
い
こ
と
に
、〈
言
語
は
い
か
に
在
る
の
か
〉
と
い
う
存
在
論
的
な
視
座
か
ら
問
い
を
問
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
言
語
を
考
え
る
た

め
の
決
定
的
な
水
路
と
な
る
。
何
よ
り
も
、〈
そ
れ
は
こ
と
ば
に
現
れ
て
い
る
の
か
〉
と
い
う
基
本
的
な
問
い
、
つ
ま
り
〈
そ
れ
は
こ
と

ば
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
が
、〈
文
脈
〉
や
〈
省
略
〉
な
ど
と
い
っ
た
問
題
を
精
緻
に
解
く
、
重
要
な
水
路
と
な
る
。

さ
ら
に
〈
意
味
〉
の
問
題
は
、
本
書
の
思
考
の
核
心
と
な
っ
て
お
り
、
言
語
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
、
常
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
照
ら
す
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こ
と
に
な
る
。
言
語
の
〈
機
能
〉
を
〈
意
味
〉
と
取
り
違
え
て
来
た
言
語
論
の
長
い
歴
史
も
、
書
き
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。〈
差
異
〉

と
か
、〈
二
項
対
立
〉
と
い
っ
た
術
語
で
人
文
思
想
の
広
き
に
渉
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
様
々
な
こ
と
が
ら
も
、
あ
る
い
は
検
証
さ
れ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
う
し
た
術
語
の
無
効
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
電
脳
空
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
象
徴
さ
れ
る
、
言
語

場
の
あ
り
か
た
の
根
底
的
な
変
容
に
も
目
を
遣や

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
言
語
を
め
ぐ
る
様
々
な
こ
と
ど
も
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
形
で
見
え
て
来
る
に
違
い
な
い
。

　
〈
言
語
は
い
か
に
在
る
か
〉
と
い
う
問
い
を
問
う
こ
と
か
ら
見
え
て
来
る
、
言
語
内
部
の
シ
ス
テ
ム
の
問
題
も
、
本
書
で
は
い
く
つ
か

の
形
で
扱
っ
て
い
る
。
言
語
内
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
言
語
学
や
言
語
哲
学
で
用
い
ら
れ
る
、
発
話
、
文
と
い
っ
た
、
基
本
的
な
概
念
を

検
証
す
る
仕
事
が
、
ま
ず
行
わ
れ
る
。
言
語
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
標
本
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
「
文
」
や
「
意
味
」
の
虚
構
は
、
否い

や

が
応お
う

で
も
炙あ
ぶ

り
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。〈
言
語
化
さ
れ
る
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
見
据
え
な
が
ら
、
主
語
＝
述
語
論
や
省
略
論
が

論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
既
存
の
文
法
論
や
言
語
哲
学
の
重
要
な
前
提
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
語
外
現
実
と
言
語
内
の
装
置
の

関
わ
り
を
見
る
と
、
命
名
論
を
考
え
る
手
が
か
り
に
も
触
れ
ざ
る
を
得
ず
、
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
対
象
的
な
世
界
と
い
っ
た
も
の

に
も
、
思
い
を
致
す
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、〈
教
え
＝
学
ぶ
も
の
〉
と
い
う
光
を
、
言
語
に
投
げ
か
け
る
中
で
、
人ひ

と

と
い
う
個
に
あ
っ

て
、
あ
る
い
は
人ヒ

ト

と
い
う
類
に
あ
っ
て
、
言
語
と
は
い
か
に
在
る
か
と
い
う
動
態
と
し
て
の
像
が
、
い
さ
さ
か
な
り
と
、
立
ち
現
れ
て
来

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

存
在
論
的
な
視
座
か
ら
〈
言
語
は
い
か
に
在
る
か
〉
と
い
う
問
い
が
拓
か
れ
た
先
に
は
、
果
た
し
て
何
が
見
え
る
の
か
？　

こ
と
ば
を

心
的
な
何
も
の
か
の
代
理
、
代
補
と
捉
え
た
り
、
実
際
に
実
現
し
た
言
語
と
「
内
的
言
語
」
や
「
心
的
言
語
」
を
無
前
提
に
同
一
視
し
た

り
、
意
味
を
持
つ
物
質
の
ご
と
く
に
こ
と
ば
を
見み

做な

し
た
り
、
言
語
場
と
切
り
離
し
て
こ
と
ば
を
標
本
の
ご
と
く
に
扱
っ
た
り
、「
文
」

に
よ
っ
て
言
語
が
語
り
き
れ
る
と
信
じ
た
り
、
言
語
を
「
意
識
」
の
中
に
の
み
閉
じ
込
め
た
り
、〈
書
か
れ
た
こ
と
ば
〉
を
〈
話
さ
れ
た
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こ
と
ば
〉
の
写
し
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
位
置
づ
け
た
り
、〈
話
さ
れ
た
こ
と
ば
〉
と
〈
書
か
れ
た
こ
と
ば
〉
の
位
相
的
な
違
い
を
見
極
め
ら

れ
な
か
っ
た
り
、
言
語
の
存
在
様
式
と
表
現
様
式
を
混
同
し
た
り
、
言
語
外
の
こ
と
が
ら
と
言
語
内
の
こ
と
が
ら
と
を
、
そ
し
て
言
語
に

よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
対
象
世
界
と
を
混
同
し
た
り
と
い
う
、
一
連
の
思
考
、
一
言
で
言
う
と

─
言
語
の
形
而
上
学

─
、
そ
の
崩
落
を

見
る
こ
と
に
な
る
。

　

言
語
が
い
か
に
在
る
か
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
る
思
考
を
、〈
言
語
存
在
論
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
書
は
、
言
語
が
真
に
息
づ
く

〈
言
語
場
〉
に
立
っ
て
、
永
き
に
亘わ

た

っ
て
鞏き
ょ
う

固こ

に
閉
じ
ら
れ
て
き
た
、
言
語
の
形
而
上
学
な
る
古
城
の
門
を
、
言
語
存
在
論
と
い
う
曠こ
う

野や

へ
向
か
っ
て
押
し
開
か
ん
と
す
る
、
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

野
間
秀
樹
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