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﹇
論
文
﹈は

じ
め
に

拙
著
『
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
メ
デ
ィ
ア
論
』（

1
）

を
公
刊
し
て
お
よ
そ
一
年
が
経
過
し
た
。
同
書
の
「
は
し
が
き
」
で
書

い
た
と
お
り
、
Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（M

cL
u

h
an

, M
. 

一
九
一
一
〜
一
九
八
〇
年
）
の
思
想
は
難
解
な
部
類
に
入
る
と
言

っ
て
よ
い
。
難
解
さ
の
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
、
文
学
を
基
礎
に
し
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
博
覧
強
記
が
一
因
に
挙
げ
ら
れ

る
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
駆
使
し
、
論
理
的
な
読
解
に
よ
る
理
解
を
妨
げ
る
書
き
方
も
原
因
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
同
書
で
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
戦
略
に
抗
っ
て
あ
え
て
論
理
的
な
読
解
を
推
し
進
め
、
そ
の
思
想
全
体
を
貫
く
不

変
の
構
造
、
あ
る
い
は
理
論
を
取
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
。
不
変
構
造
の
特
定
を
志
向
し
て
は
じ
め
て
、
理
論
の
発
達
過

柴
田
　
崇

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
理
解
の
ド
グ
マ

│
通
信
モ
デ
ル
と
の
連
続
性
と
断
絶
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程
と
し
て
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
の
縦
断
的
な
変
化
を
記
述
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
試
み
の
成
否
に
つ
い
て
は

同
書
を
読
ん
で
御
判
断
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、「
は
し
が
き
」
に
は
、
僭
越
な
が
ら
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
一
研
究
者
と
し
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
を
読
む
際
の
心
得
も

書
い
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
を
繙
け
ば
、
五
〇
年
前
に
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
一
世
紀
の
最
新
の
メ
デ
ィ

ア
と
そ
の
特
性
を
言
い
当
て
た
か
の
よ
う
な
一
節
が
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
で
は
、
そ
の
よ
う
な
一
節
の
引
用
を

目
的
に
し
た
読
み
方
を
や
や
批
判
的
に
「
状
況
的
な
読
み
方
」
と
名
付
け
、
不
変
構
造
を
取
り
出
す
こ
と
を
目
的
に
し
た

「
構
造
的
な
読
み
方
」、
そ
し
て
「
構
造
的
な
読
み
方
」
を
追
究
す
る
上
で
必
須
の
、
概
念
の
歴
史
を
追
跡
す
る
読
み
方
、

す
な
わ
ち
「
系
譜
学
的
な
読
み
方
」
に
対
置
し
た
。
後
者
二
つ
の
読
み
方
で
得
ら
れ
た
不
変
構
造
に
は
、
理
論
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
体
系
性
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
理
論
の
発
達
過
程
が
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
並
べ
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
作
群
に
お

け
る
主
題
の
変
遷
と
対
応
す
る
こ
と
も
論
証
で
き
た
。
論
理
的
な
思
考
を
忌
避
し
つ
つ
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
自
身
は
極
め
て

自
覚
的
に
理
論
の
構
築
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
系
譜
学
的
な
読
み
方
」
を
通
じ
て
、
理
論
構
築
で
使
用
し
た
概
念
の
歴
史
性
に
つ
い
て
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
そ
の
す
べ

て
を
自
覚
し
て
い
た
訳
で
な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
例
え
ば
、
理
論
構
築
の
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
概
念
の
一

つ
に
「
外
化 e
x

te
rn

alizatio
n

」
が
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
こ
の
概
念
の
意
味
を
原
義
に
忠
実
に
理
解
し
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
の
理
解
は
同
時
代
の
然
る
べ
き
思
想
を
参
照
し
、
正
し
く
引
用
し
た
こ
と
に
よ
る
あ
る
種
の
偶
然
の
賜
物
で
あ

り
、
概
念
の
思
想
的
系
譜
を
過
去
に
向
か
っ
て
辿
り
、
源
流
を
特
定
す
る
自
覚
的
作
業
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

ま
た
、「
終
章
」
に
書
い
た
よ
う
に
、「
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
は
、
同
時
代
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
で
あ
る
と
同
時
に
、
過
去
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か
ら
続
い
て
き
た
重
要
な
思
想
の
系
譜
を
ま
と
め
、
未
来
の
た
め
に
保
存
す
る
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
性
格
を
持
つ
」。
こ
こ
で

言
い
た
か
っ
た
の
は
、
二
種
類
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
概
念
を
精
査
し
、
保

存
す
る
作
業
が
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未
来
に
伸
び
る
思
想
の
糸
の
ノ
ー
ド
（
結
び
目
）
を
自
ず
と
形
成
す
る
、
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
博
覧
強
記
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
は
、
良
く
も
悪
く
も
申
し
分
の
な
い
ノ
ー
ド
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、「
外
化
」
に
関
す
る
よ
う
に
源
流
に
つ
な
が
る
系
譜
を
保
存
す
る
正
統
か
つ
正
当
な
理
解
が
あ
る
一
方
、
同
時
代
の

通
俗
的
な
見
解
を
反
映
し
た
理
解
も
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
通
俗
的
な
見
解
は
時
代
の
空
気
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の

保
存
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
、
正
統
か
ら
外
れ
る
こ
と
で
、
停
滞
し
た
意
味
を
動

か
し
、
概
念
に
新
し
い
価
値
を
付
与
す
る
詩
的
効
果
も
期
待
で
き
る
。
と
は
い
え
、
通
俗
的
な
見
解
が
正
統
性
を
主
張
し

始
め
、
正
当
な
理
解
が
妨
げ
ら
れ
る
危
険
が
生
じ
る
の
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
概
念
の
歴
史
性
に
無
自
覚
な

著
者
は
、
通
俗
的
な
見
解
が
正
統
性
の
衣
を
纏
い
、
教
条
化
す
る
の
に
も
無
自
覚
で
あ
る
。
概
念
の
歴
史
性
を
語
る
以
上
、

正
統
を
詐
称
す
る
概
念
が
蔓
延
る
の
を
等
閑
視
し
て
は
な
る
ま
い
。

教
条
化
し
た
通
俗
的
理
解
＝
ド
グ
マ
の
な
か
に
は
、
自
ず
と
馬
脚
を
露
わ
す
も
の
も
あ
る
。
後
世
の
読
者
は
、
時
間
の

利
益
を
享
受
す
る
有
利
な
立
場
に
あ
り
、
ド
グ
マ
の
自
然
崩
壊
に
立
ち
会
う
僥
倖
に
恵
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

読
者
が
著
者
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
る
場
合
や
、
ド
グ
マ
が
広
く
流
布
し
、
正
統
の
地
位
を
簒
奪
す
る
に
至
っ
た
場
合
、

自
然
崩
壊
に
賭
け
て
も
勝
ち
目
は
な
い
。
自
然
崩
壊
し
な
い
ド
グ
マ
に
は
、
外
か
ら
働
き
か
け
て
崩
壊
を
促
す
必
要
が
あ

る
。
著
者
に
そ
の
責
任
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
著
者
の
発
言
に
懐
疑
を
差
し
挟
ま
な
い
な
ら
ば
、
読
者
は

結
果
的
に
ド
グ
マ
の
拡
散
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

思
想
の
真
価
を
問
う
際
、
ド
グ
マ
の
検
証
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
ソ
ー
カ
ル
事
件（

2
）

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
あ
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る
人
物
が
斯
界
の
理
解
と
か
け
離
れ
た
通
俗
的
な
見
解
を
援
用
す
る
と
き
、
ド
グ
マ
を
拡
散
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て

は
い
か
な
る
言
い
訳
も
通
用
し
な
い
。
し
か
し
、
ド
グ
マ
の
援
用
と
い
う
事
実
の
み
で
当
該
人
物
の
思
想
が
無
価
値
に
な

る
と
考
え
る
べ
き
で
も
な
い
。
読
者
の
懐
疑
は
、
ド
グ
マ
へ
の
警
戒
と
と
も
に
、
著
者
の
意
図
を
理
解
し
、
そ
の
思
想
の

真
価
を
判
断
す
る
建
設
的
態
度
を
基
礎
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
意
図
」
は
、
第
一
章
で
取

り
上
げ
る
通
信
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
意
図
」
と
は
全
く
別
も
の
の
、
著
者
自
身
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
で
な
い
「
意
図
」

で
あ
り
、
著
者
の
独
特
の
「
語
り
方
」
を
分
析
す
る
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
「
意
図
」
で
あ
る（

3
）。

そ
の
よ
う

な
意
味
で
の
「
意
図
」
を
理
解
す
る
試
み
が
、
思
想
の
真
価
を
判
断
す
る
上
で
必
須
の
作
業
だ
と
考
え
る
。

本
稿
の
主
題
は
、
Ｃ
・
Ｅ
・
シ
ャ
ノ
ン（S
h

an
n

o
n

, C
.E

. 

一
九
一
六
〜
二
〇
〇
一
年
）が
考
案
し
た
通
信
モ
デ
ル
と
Ｒ
・

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（Jak

o
b

so
n

, R
. 

一
八
九
六
〜
一
九
八
二
年
）
の
言
語
モ
デ
ル
と
の
連
続
性
を
検
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
に
は
、
通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
を
同
類
と
見
做
す
記
述
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
二
つ
の
モ
デ
ル
の
連
続
性
を
強
調
し
、
両
者
を
同
類
と
見
做
す
見
解
は
、
ド
グ
マ
の
謗
り
を
免
れ
な
い
。

以
下
の
構
成
で
、
ド
グ
マ
の
存
在
を
指
摘
し
つ
つ
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
意
図
に
迫
り
た
い
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
、
通
信
モ
デ
ル
の
概
要
を
示
し
、
こ
の
モ
デ
ル
の
主
題
を
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

が
シ
ャ
ノ
ン
ら
の
通
信
モ
デ
ル
へ
の
批
判
を
出
発
点
に
自
ら
の
理
論
を
構
築
し
た
過
程
を
追
跡
す
る
な
か
で
、
通
信
モ
デ

ル
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
た
か
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
Ｃ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス

（P
e
irce

, C
. S

. 

一
八
三
九
〜
一
九
一
四
年
）
の
記
号
論
に
造
詣
の
深
い
学
派
に
よ
る
言
語
モ
デ
ル
の
理
解
を
紹
介
す
る
。

通
信
モ
デ
ル
と
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
風
潮
の
な
か
で
、
両
者
の
異
質
性
を
論
証
し
、
言
語
モ
デ
ル
を
別
の
系
統
に
位

置
づ
け
た
研
究
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
本
事
案
を
梃
子
に
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
意
図
を
再
確
認
し
、
そ
の
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思
想
の
真
価
に
迫
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
通
信
モ
デ
ル
批
判
を
出
発
点
に
し
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
に
は
、
通
信
モ
デ

ル
の
課
題
を
自
覚
し
て
い
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
お
よ
び
そ
の
正
統
な
継
承
者
た
ち
の
思
想
と
並
行
し
て
進
む
ベ
ク
ト
ル
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

論
考
に
先
立
っ
て
、
読
者
と
い
う
以
上
に
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
研
究
者
を
名
乗
る
筆
者
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
同
じ
ド
グ
マ

に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
同
様
、
二
つ
の
モ
デ
ル
の
連

続
性
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
同
質
性
を
前
提
に
議
論
を
進
め
、
そ
の
前
提
を
疑
わ
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
拙
著
の
議
論

は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
解
釈
と
い
う
範
囲
で
は
破
綻
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
に
含
ま

れ
て
い
た
ド
グ
マ
を
追
認
す
る
こ
と
で
、
ド
グ
マ
の
拡
散
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
通
信
モ
デ

ル
と
言
語
モ
デ
ル
の
断
絶
を
強
調
す
る
点
で
拙
著
へ
の
修
正
を
含
ん
だ
補
遺
で
あ
る
。
斯
界
か
ら
の
ご
指
摘（
4
）
と
、
修

正
の
機
会
に
感
謝
し
た
い
。

第
一
章

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
一
九
六
四
年
の
主
著U

nderstanding M
edia

（『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』）
で
シ
ャ
ノ
ン
の
通
信

モ
デ
ル
、
お
よ
び
情
報
理
論
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
。
曰
く
、
情
報
理
論
は
、
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
「
内
容 

co
n

te
n

t

」
の
み
に
焦
点
を
あ
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
歪
め
る
ノ
イ
ズ
を
監
視
す
る
一
方
で（
5
）、
伝
達
の
「
形
式 fo

rm

」

を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る（
6
）。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
批
判
を
理
解
す
る
鍵
が
、「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
あ
る
の
は

明
ら
か
だ
が
、
批
判
の
検
証
に
取
り
か
か
る
前
に
、
ま
ず
通
信
モ
デ
ル
の
概
要
を
理
解
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
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通
信
モ
デ
ル
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
二
章
以
下
で
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
特
徴
を
理
解
す
る

際
の
指
標
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
通
信
モ
デ
ル
の
概
要
を
理
解
し
た
後
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
通
信
モ
デ
ル
批
判
、
お
よ
び
言
語
モ
デ
ル

と
の
関
連
付
け
の
根
拠
を
検
証
す
る
。

１
―
１

一
九
四
八
年
、
シ
ャ
ノ
ン
は
、
デ
ジ
タ
ル
通
信
時
代
を
幕
開
け
る
論
文“A

 M
ath

e
m

atical T
h

e
o

r
y
 o

f C
o

m
m

u
n

ica-

tio
n

”

を
発
表
し
た
。
数
式
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
こ
の
論
文
は
、
一
部
の
専
門
家
以
外
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た

が
、
翌
年
、
Ｗ
・
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
（W
e
ave

r, W
. 

一
八
九
四
〜
一
九
七
八
）
に
よ
る
解
説
を
付
し
、
一
般
読
者
に
も
シ
ャ

ノ
ン
の
理
論
の
概
要
が
理
解
で
き
る
よ
う
工
夫
し
たT

h
e M

a
th

em
a
tica

l T
h
eory of C

om
m

u
n

ica
tion

（『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
数
学
的
基
礎
』
一
九
四
九
年
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
一
九
六
九
年
に
明
治
図
書
出
版
か
ら
邦
訳
が
出
た
後
、
長

ら
く
絶
版
状
態
が
続
い
て
い
た
。
二
〇
〇
九
年
に
筑
摩
書
房
か
ら
別
訳
の
文
庫
版
で
出
た
こ
と
で
、
現
在
で
は
、
こ
の
歴

史
的
著
書
を
よ
り
簡
単
に
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

シ
ャ
ノ
ン
の
理
論
が
電
気
通
信
に
数
学
的
基
礎
を
与
え
、
通
信
技
術
の
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
は
も
は
や
常
識
と
言
っ

て
よ
い（

7
）。

本
稿
で
は
、
通
信
モ
デ
ル
の
本
体
で
は
な
く
、
通
信
モ
デ
ル
が
他
の
領
域
、
特
に
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
領
域
に
援
用
さ
れ
た
こ
と
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

通
信
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
シ
グ
ナ
ル
を
分
離
す
る
こ
と
で
「
流
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
図
式
化
に
成
功

し
た
と
こ
ろ
に
あ
る（

8
）。

電
話
を
例
に
取
る
と
図
１
の
よ
う
に
な
る
。
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図
１
か
ら
、
⑶
と
⑸
、
ま
た
は
⑷
、
ま
た
は
⑶
か
ら
⑸
ま
で
を

「
メ
デ
ィ
ア
」
と
規
定
す
る
通
念
が
通
信
モ
デ
ル
に
由
来
す
る
の

が
理
解
で
き
る
。

一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
図
式
化
し
た
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
六
つ

（
シ
グ
ナ
ル
を
入
れ
れ
ば
七
つ
）の
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
担

い
な
が
ら
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
を
構
成
し
て
い
る
。

そ
こ
で
⑶
⑷
⑸
の
三
つ
の
要
因
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
シ
グ
ナ
ル
に

変
換
＝
符
号
化 e

n
co

d
e

し
、
そ
の
シ
グ
ナ
ル
を
別
の
場
所
に
伝

達
し
た
後
で
再
び
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
再
変
換
＝
復
号
化 d

e
co

d
e

す

る
ま
で
の
機
能
を
担
い
、「
流
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
様
態
を
支

え
る
働
き
を
し
て
い
る
。
三
つ
の
要
因
と
そ
れ
ら
が
担
う
機
能
か

ら
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
シ
グ
ナ
ル
の
「
承
認
さ
れ
た
変
換
（
通
常

一
対
一
で
可
逆
的
な
変
換
）」
を
可
能
に
し
た
技
術
的
背
景
が
読

み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、「
承
認
さ
れ
た
変
換
」
を
技
術
的
に
保
証

で
き
な
け
れ
ば
、こ
の
よ
う
な
図
式
化
は
不
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
承
認
さ
れ
た
変
換
」
が
常
態
と
い
う
こ
と
は
、
情
報
源
か
ら

発
せ
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
目
的
地
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
同
一
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
電
気
技
術
に
よ
っ
て
可
能
に
な

（1）情報源
（2）メッセージ
（3）トランスミッター
（4）チャンネル

（5）レシーバー
（6）目的地

（1）電話口の話者
（2）その人の発したことば
（3）電話機の送話器
（4）電気信号に変換されたことば
（シグナル）が通ってゆく電線

（5）別の電話機の受話器
（6）聞き手

○･･△･･□－－－－－－－－－－－□･･△･･○

（1）（2）（3）　　　　（4）　　　　（5）（2）（6）

図1
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っ
た
伝
達
を
図
式
化
し
た
こ
の
モ
デ
ル
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
正
確
な
再
現
を
主
題
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
を
創

り
出
し
た（

9
）。

こ
の
よ
う
に
通
信
モ
デ
ル
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
送
り
手
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
通
り
に
、
そ
の
ま
ま
の
内
容
で
受

け
手
に
届
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
干
渉
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
好
ま
し
く
な
い
ノ

イ
ズ
と
見
做
さ
れ
る

（
10
））。

ノ
イ
ズ
と
い
う
変
換
の
異
状
が
生
じ
る
と
、
変
換
を
保
証
す
る
諸
要
因（
⑶
⑷
⑸
）に
焦
点
が

あ
た
り
、
そ
の
不
備
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
通
信
モ
デ
ル
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
正
し
く
機
能
し
て
い

る
間
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
異
状
が
生
じ
た
と
き
に
初
め
て
ノ
イ
ズ
の
発
生
源
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

１
―
２

通
信
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
確
か
に
、
送
り
手
と
受
け
手
の
地
点
で
等
価
で
あ
る
こ
と
の
保
証
、
す
な
わ

ち
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
は（
＝
）メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
等
式
の
保
証
と
い
う
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
は

そ
れ
自
体
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
透
明
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。

『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、
通
信
モ
デ
ル
が
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
焦

点
を
あ
て
る
一
方
、
伝
達
の
形
式
を
無
視
す
る
、
と
の
批
判
は
、
正
鵠
を
得
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
内
容
よ
り
も
形
式
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
メ
デ
ィ
ア
こ
そ
が
考
察
の
中
心
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と

考
え
た
。
前
者
か
ら
後
者
へ
の
転
換
を
一
言
で
言
い
表
し
た
の
が
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
代
名
詞
と
も
言
え
る“T

h
e
 m

e
d

i-

u
m

 is th
e
 m

e
ssag

e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
」）で
あ
る
。「
メ
ッ
セ
ー
ジ
は（
＝
）メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
等
式
が
自
明

の
も
の
と
し
て
流
通
す
る
な
か
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
考
察
の
中
心
に
置
か
れ
る
べ
き
重
要
な
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、
送
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り
手
が
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
で
は
な
い
と
言
い
放
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は

な
い
。
メ
デ
ィ
ア
こ
そ
が
、
真
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
発
し
て
い
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る（

11
）。

処
女
作T

h
e M

ech
a
n

ica
l B

rid
e

（『
機
械
の
花
嫁
』）を
公
刊
し
た
一
九
五
一
年
と
キ
ャ
リ
ア
を
閉
じ
た
一
九
八
〇
年
か

ら
換
算
す
る
と
、『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
を
発
表
し
た
一
九
六
四
年
は
ち
ょ
う
ど
中
間
点
に
あ
た
る
。『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』

お
よ
び
、
前
作
のT

h
e G

u
ten

berg G
a
la

xy

（『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
一
九
六
二
年
）で
世
界
的
に
認
知
さ
れ
る

メ
デ
ィ
ア
研
究
者
の
名
声
を
手
に
し
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
中
期
以
降
、
後
期
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
通
信
モ
デ
ル
を
批

判
し
続
け
る
。
ち
な
み
に
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
生
涯
に
二
〇
冊
以
上
の
著
書（
論
文
を
含
ま
な
い
）を
発
表
し
て
い
る
が
、

厳
密
に
単
著
と
呼
べ
る
も
の
は
、
論
文
集
を
除
け
ば
意
外
に
も
上
記
の
三
冊
以
外
に
二
冊
し
か
な
い
。
二
冊
の
う
ち
、
一

冊
はC

u
ltu

re is O
u

r B
u

sin
ess

（『
文
化
は
わ
れ
ら
の
仕
事
』
一
九
七
〇
年
）、
も
う
一
冊
はT

h
e C

la
ssica

l T
riviu

m

（『
古

典
的
三
科
』
二
〇
〇
六
年
）で
あ
る
。『
文
化
は
わ
れ
ら
の
仕
事
』
は
、
広
告
の
批
評
と
い
う
点
で
は
『
機
械
の
花
嫁
』
と

同
一
の
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
右
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
写
真
に
つ
い
て
の
短
い
箴
言
を
左
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
か
ら
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
の
芸
術
家
た
ち
と
の
共
著
作
品
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、『
古
典
的
三
科
』

は
一
九
四
三
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
著
で
も
紹
介
し
た
が
、
カ

ナ
ダ
の
一
英
文
学
者
が
一
世
を
風
靡
す
る
時
代
の
寵
児
に
変
身
し
た
背
景
に
は
、E

xp
ira

tion
s

誌（『
探
求
』
一
九
五
三
〜

一
九
五
九
年
）の
存
在
が
あ
っ
た（

12
）。

同
誌
を
主
宰
し
て
以
来
、
孤
独
な
思
索
よ
り
も
、
異
な
る
領
域
の
研
究
者
た
ち

と
の
対
話
の
な
か
や
、
芸
術
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
得
た
り
、
そ
れ
を
表
現
し

た
り
す
る
の
が
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
以
後
、
通
信
モ

デ
ル
へ
の
批
判
が
最
も
鮮
明
に
現
わ
れ
た
後
期
の
二
冊
、L

a
w

s of M
ed

ia

（『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
一
九
八
八
年
）とT

h
e 
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G
loba

l V
illa

ge

（『
地
球
村
』
一
九
八
九
年
）も
ま
た
、
共
著
で
あ
る
。

『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
着
手
し
た
研
究（

13
）

を
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
死
後
、
長
男
で
あ
り

メ
デ
ィ
ア
研
究
者
で
も
あ
る
エ
リ
ッ
ク（M

cL
u

h
an

, E
 

一
九
四
二
年
〜
）が
共
著
者
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
メ

デ
ィ
ア
の
法
則
』
と
同
じ
く
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
晩
年
の
思
索
を
ま
と
め
、
や
は
り
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
死
後
に
公
刊
さ
れ
た

の
が
『
地
球
村
』
で
あ
る
。
同
書
の
共
著
者
の
Ｂ
・
Ｒ
・
パ
ワ
ー
ズ（P

o
w

e
rs, B

. R
. 

一
九
二
七
〜
二
〇
一
二
年
）に
よ
れ

ば
、
一
九
七
六
年
に
執
筆
が
始
ま
り
、
完
成
し
た
の
は
一
九
八
四
年
だ
っ
た（

14
）。

こ
の
二
冊
に
は
か
な
り
の
部
分
で
重

複
が
見
ら
れ
る
。
共
著
、
と
り
わ
け
死
後
に
編
ま
れ
た
共
著
を
文
献
と
す
る
場
合
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
帰
属
に
つ
い
て
慎
重

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
同
書
に
あ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
少
な
く

と
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
首
肯
し
た
も
の
と
見
做
し
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
う
。

『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
と
『
地
球
村
』
の
内
容
が
重
複
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
通
信
モ
デ
ル
へ
の
批
判
を
展
開

し
た
箇
所
で
は
、
内
容
の
み
な
ら
ず
構
成
も
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
以
下
、
論
点
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
両
著
を
通
じ

た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
主
張
を
考
察
す
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
の
第
二
章
と
、『
地
球
村
』
第
六
章
で
、
本
稿
の
図
１
に
相
当
す
る
模
式
図

を
示
し
な
が
ら
通
信
モ
デ
ル
を
大
々
的
に
批
判
し
て
い
る
。

（
シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
通
信
モ
デ
ル
は
）ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
内
容
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
容
器
と
い

う
、
あ
る
種
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
・
モ
デ
ル p

ip
e
lin

e
 m

o
d

e
l 

で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、『
内
部
』
と
『
外
部
』
と

い
う
考
え
を
強
調
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
共
鳴
的
な
制
作 re

so
n

an
t m

a
k
in

g 

と
い
う
よ
り
も
、
正
確
な
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照
合 lite

ral m
a
tch

in
g 

と
想
定
し
て
い
る（M

cL
u

h
an

 &
 M

cL
u

h
an

 1
9
8
8
 : 8

6

）。

現
代
の
西
洋
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
基
礎
―
シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
通
信
モ
デ
ル
―

は
、
左
脳
的
な
線
状
的
バ
イ
ア
ス
の
典
型
例
で
あ
る
。
通
信
モ
デ
ル
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
内
容
の
た
め
の
ハ
ー
ド

ウ
ェ
ア
の
容
器
と
い
う
、
あ
る
種
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
・
モ
デ
ル p

ip
e
lin

e
 m

o
d

e
l 

で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
環
境

を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
内
部
と
外
部
と
い
う
考
え
を
強
調
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
制
作 

m
ak

in
g

 

と
い
う
よ
り
も
、正
確
な
照
合 lite

ral m
atch

in
g

 

と
想
定
し
て
い
る（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 7

5

）。

二
つ
の
引
用
か
ら
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
、
ま
ず
、
通
信
モ
デ
ル
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
前
提
を
制
作
で
は
な
く
合
致
に
求
め
る
と
こ
ろ
を
批
判
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
、前
者
で
は
「
制
作
」

が
共
鳴
的
で
あ
る
点
、
後
者
で
は
「『
内
部
』
と
『
外
部
』
の
考
え
」
が
「
環
境
の
無
視
」
と
関
連
す
る
点
が
補
足
さ
れ

て
い
る
。
以
上
の
箇
所
に
は
、
い
ず
れ
も
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
数
学
的
基
礎
』
か
ら
の
引
用
が
続
く
。
そ
し
て
、

次
の
一
節
が
登
場
す
る
。

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ノ
ン
は
、
左
脳
的
に
真
実
ら
し
い
こ
と
を
「
第
一
の
目
的
」
と
す
る
観
点
か
ら
自
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
提
示
す
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
問
題
は
、
あ
る
と
こ
ろ
で
選
択
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
別
な
と
こ
ろ
で
正
確
、
あ
る
い
は
近
似
的
に
再
現
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
メ
ッ
セ
ー
ジ
は

意
味 m

e
an

in
g

 

を
持
つ
」（M

cL
u

h
an

 &
 M

cL
u

h
an

 1
9
8
8
 : 8

7

）。
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ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ノ
ン
は
、
左
脳
的
に
真
実
ら
し
い
こ
と
を
『
第
一
の
目
的
』
と
す
る
観
点
か
ら
自
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
提
示
す
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
問
題
は
、
あ
る
と
こ
ろ
で
選
択
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
別
な
と
こ
ろ
で
正
確
、
あ

る
い
は
近
似
的
に
再
現
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。し
ば
し
ば
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
意
味 m

e
an

in
g

 

を
持
つ
」（M

cL
u

h
an

 

&
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 7

6
）。

『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
で
は
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
数
学
的
基
礎
』
か
ら
の
引
用
が
地
の
文
の
な
か
に
あ
り
、『
地

球
村
』
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
違
い
以
外
、
一
字
一
句
変
わ
り
な
い
。
両
者
は
と
も
に
、
通
信
モ
デ
ル
が
左
脳
的
観

点
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
規
定
す
る
、
い
わ
ば
左
脳
的
モ
デ
ル
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
左
脳
的
発
想
が
使

用
者
や
感
受
性
の
地
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

二
著
の
該
当
箇
所
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（A

risto
te

lē
s 

前
三
八
四
〜
前
三
二
二
）と
Ｎ
・
フ
ラ
イ（F

r
y
e
, N

. 

一
九
一
二

〜
一
九
九
一
年
）へ
の
批
判
を
経
て
、
以
下
の
よ
う
に
通
信
モ
デ
ル
批
判
を
総
括
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
西
洋
の
科
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
は
―
シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
モ
デ
ル
の
よ
う

に
―
動
力
因
の
パ
タ
ー
ン
に
従
い
、
線
状
で
、
論
理
的
で
、
継
起
的
で
あ
る

   

こ
れ
ら
は
す
べ
て
左
脳
特
有
の
地
を
欠
い
た
図
の
様
式
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
同
時
並
行
性
、
非
連
続
性
、
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共
鳴
と
い
う
、
電
子
的
文
化
に
お
け
る
体
験
を
特
徴
付
け
る
顕
著
な
効
果
に
は
全
く
順
応
し
て
い
な
い
。
電
子
時
代

に
お
い
て
は
、
右
脳
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化

は
そ
の
認
識
の
様
式
を
左
脳
か
ら
右
脳
に
移
行
さ
せ
る
過
程
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
が

そ
の
パ
タ
ー
ン
や
働
き
の
点
で
右
脳
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
左
脳
志
向
の
伝
統
の
残
滓
が
残
っ
て
い
る
わ
れ

わ
れ
の
文
化
に
合
っ
た
モ
デ
ル
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
、
い
か
な
る
地
か
ら
も
切
り
離

さ
れ
た
抽
象
的
な
因
果
的
連
鎖
や
変
化
に
だ
け
集
中
す
る
代
わ
り
に
、
図
と
地
の
並
置
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（M

cL
u

h
an

 &
 M

cL
u

h
an

 1
9
8
8
 : 9

0
-9

1

）。

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
西
洋
の
科
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
は
―
シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の

モ
デ
ル
の
よ
う
に
―
動
力
因
の
パ
タ
ー
ン
に
従
い
、
線
状
で
、
論
理
的
で
、
継
起
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
左

脳
特
有
の
地
を
欠
い
た
図
の
様
式
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
同
時
並
行
性
、
非
連
続
性
、
共
鳴
と
い
う
、
電
子
的
文

化
に
お
け
る
体
験
を
特
徴
付
け
る
顕
著
な
効
果
に
は
全
く
順
応
し
て
い
な
い
。（
中
略
）電
子
時
代
に
お
い
て
は
、
右

脳
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は
そ
の
認
識
の
様

式
を
左
脳
か
ら
右
脳
に
移
行
さ
せ
る
過
程
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
が
そ
の
パ
タ
ー
ン
や

働
き
の
点
で
右
脳
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
左
脳
志
向
の
伝
統
の
残
滓
が
残
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
合

っ
た
モ
デ
ル
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
、
い
か
な
る
地
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
な

因
果
的
連
鎖
や
変
化
に
だ
け
集
中
す
る
代
わ
り
に
、（
必
要
に
応
じ
て
左
脳
と
右
脳
が
共
に
働
い
た
り
、
独
立
し
て

働
い
た
り
す
る
）図
と
地
の
並
置
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 8

0

）。
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前
者
で
「
す
べ
て
の
西
洋
の
科
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
は
―
シ
ャ
ノ
ン
と
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
モ
デ
ル
の

よ
う
に
―
動
力
因
の
パ
タ
ー
ン
に
従
い
、
線
状
で
、
論
理
的
で
、
継
起
的
で
あ
る
」
が
イ
タ
リ
ッ
ク
の
見
出
し
に
格
上
げ

さ
れ
て
い
る
以
外
、
両
者
は
全
く
同
じ
で
あ
る（

15
）。

二
著
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
通
信
モ
デ
ル
は
左
脳
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
で
あ
る

②
左
脳
的
で
あ
る
と
は
、
線
形
的
、
論
理
的
、
継
起
的
で
あ
る

③
右
脳
的
で
あ
る
と
は
、
同
時
並
行
的
、
非
連
続
的
、
共
鳴
的
で
あ
る

④
左
脳
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
は
、
地
を
欠
い
た
図
の
様
式
を
取
る

⑤
左
脳
的
な
西
洋
の
伝
統
は
、
現
在
の
右
脳
的
な
電
子
技
術
の
時
代
と
乖
離
し
て
い
る

⑥
右
脳
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
を
確
立
す
る
の
が
急
務
で
あ
る

『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
の
該
当
箇
所
と
比
べ
て
、
左
右
脳
と
「
図
と
地
」
の
議
論
に
新
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
脳
局
在

論
の
援
用
は
時
代
の
空
気
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か（

16
）。

中
期
の
通
信
モ
デ
ル
批
判
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
の
み
を
重
視
す
る
姿
勢
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
後
期
に
至

り
、
批
判
の
焦
点
が
別
の
箇
所
に
移
動
し
た
か
の
印
象
を
受
け
る
が
、
実
は
、
後
期
の
批
判
は
中
期
の
そ
れ
を
前
提
に
展

開
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
中
期
の
議
論
を
前
提
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
左
右
脳
と
「
図
と
地
」
の
議
論
が
う
ま
く
整
理
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で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
証
明
で
き
る
。
中
期
の
議
論
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
新
し
く
加
わ
っ
た
批
判
の
た
め
の
概
念
を
整

理
で
き
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
左
右
脳
、
お
よ
び
図
と
地
の
二
分
法
は
、『
メ
デ
ィ

ア
の
理
解
』
で
展
開
す
る
形
式
と
内
容
の
二
分
法
の
議
論
を
前
提
に
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』に
は
、前
出
の
通
信
モ
デ
ル
批
判
か
ら
読
み
取
れ
る
通
常
の
意
味
の
形
式
と
内
容
の
用
法
に
加
え
、

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
特
有
の
形
式
と
内
容
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。「
ど
ん
な
メ
デ
ィ
ア
も
そ
の
『
内
容
』
は
常
に
別
の
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
書
か
れ
た
こ
と
ば
が
印
刷
の
内
容
で
あ
り
、
印
刷
が
電
信
の
内
容
で
あ
る
よ
う
に
、
書
き
こ
と
ば

の
内
容
は
話
し
こ
と
ば
で
あ
る
」（M

cL
u

h
an

 1
9
6
4
 : 8

）。「『
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
と
は
、
電
子
工
学
の
時
代
に

関
し
て
い
え
ば
、
全
く
新
し
い
環
境
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
環
境
の
『
内
容
』
は
、
工

業
の
時
代
の
古
い
機
械
化
さ
れ
た
環
境
で
あ
る
」（M

cL
u

h
an

 1
9
6
4
 : vii

）。

こ
の
独
特
な
二
分
法
を
理
解
す
る
に
は
、『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
が
あ
る
種
の
文
化
史
観
を
基
礎
に
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
書
の
冒
頭
を
読
む
と
、
現
代
が
、
三
〇
〇
〇
年
に
及
ぶ
西
欧
史
上
の
第
三
番

目
の
節
目
、
す
な
わ
ち
、
前
機
械
、
機
械
に
次
ぐ
電
気
技
術
の
時
代
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る（

17
）。

マ
ク
ル
ー

ハ
ン
は
、
各
時
代
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
活
版
印
刷
、
電
信
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
に
支
え
ら
れ
た
文
化
史
的

区
分
と
し
て
提
示
す
る
。
各
文
化
を
先
導
し
た
三
つ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
は
、
特
に
発
明
と
呼
ば
れ
、
発
明
、
あ
る
い
は
発
明

が
先
導
し
た
技
術
を
基
準
に
し
て
、
雑
種 h

y
b

rid
 

と
し
て
の
個
々
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
映
画
は
、

「
古
い
機
械
技
術
と
新
し
い
電
気
技
術
と
の
華
々
し
い
結
婚
の
産
物
」（M

cL
u

h
an

 1
9
6
4
 : 2

8
4

）と
さ
れ
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
文
化
史
観
は
、
最
初
の
区
分
を
形
成
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
特
性
を
敷
衍
し
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
話
し
こ
と
ば
を
音
素
と
い
う
等
質
の
断
片
的
視
覚
物
に
翻
訳
す
る
。
音
声
か
ら
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意
味
を
取
り
去
っ
た
後
に
視
覚
的
コ
ー
ド
に
移
し
替
え
る
と
い
う
表
音
文
字
の
特
性
は
、
新
し
い
技
術
が
そ
れ
ま
で
の
古

い
技
術
に
対
し
て
占
め
る
コ
ー
ド
の
地
位
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
コ
ー
ド
概
念
が
パ
ロ
ー
ル
に
対

す
る
ラ
ン
グ
の
地
位
を
占
め
る
の
に
対
し
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
コ
ー
ド
概
念
は
パ
ロ
ー
ル（
声
）に
対
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト（
文
字
）の
地
位
を
占
め
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
声
に
対
し
て
持
つ
翻
訳
の
機
能
を
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
以
外
の
発
明
に
も
認
め
る
こ
と
で
、
三
〇
〇
〇
年
に
渡
っ
て
新
た
な
技
術
「
形
式
」
が
、
古
い
技
術
を
「
内
容
」
と

し
て
翻
訳
し
て
き
た
歴
史
と
し
て
西
欧
文
化
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
古
い
技
術
に
基
づ
く
文
化
的
マ
ト
リ
ク

ス
を
新
し
い
技
術
が
翻
訳
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
人
間
に
及
ぼ
さ
れ
る
も
の
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
、
す
な
わ
ち
「
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

内
容
と
形
式
は
、
上
記
の
文
化
史
に
お
い
て
新
旧
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
対
応
し
て
い
る
。

文
字
以
前
の
世
界
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
代
表
さ
れ
る
吟
遊
詩
人
た
ち
が
聴
覚
的
、
あ
る
い
は
非
視
覚
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
中
心
に
君
臨
し
て
い
た
。
聴
覚
的
な
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
対
応
し
て
聴
覚
的
な
文
化
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
代
表
者

が
口
承
に
長
け
た
詩
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
口
承
詩
の
内
容
は
、
口
承
の
形
式
、
す
な
わ
ち
声
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に

対
応
し
て
い
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
内
容
よ
り
も
形
式
を
重
視
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、

詩
人
た
ち
が
声
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
最
も
適
応
で
き
た
理
由
を
、
聴
覚
を
司
る
右
脳
の
発
達
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
安
定
し
た
世
界
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
一
変
す
る
。
音
声
言
語
を
断
片
的
な
視
覚
的
コ
ー
ド
に

移
し
替
え
る
表
音
文
字
に
は
、
使
用
者
の
視
覚
的
傾
向
を
助
長
す
る
特
性
が
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
そ
の
メ
デ
ィ

ア
環
境
に
対
応
す
る
文
化
を
要
請
し
、
吟
遊
詩
人
を
文
化
の
中
心
か
ら
追
放
す
る
一
方
で
、
哲
人
を
登
場
さ
せ
た
。
人
々

は
、
物
事
を
抽
象
化
し
、
論
理
的
に
組
み
立
て
る
左
脳
の
発
達
を
称
揚
す
る
文
化
を
形
成
し
始
め
た
。
以
来
、
西
洋（
西
欧
）
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で
は
、
徐
々
に
視
覚
的
傾
向
を
強
め
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
書
物
の
大
量
生
産
に
成
功
す
る
活
版
印
刷
技
術
の

発
明
を
経
て
、
究
極
の
視
覚
的
文
化
が
形
成
さ
れ
た
。

西
洋
文
明
は
、
そ
の
第
二
の
位
相
に
至
り
、
完
全
に
視
覚
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
完
全
な
適
応
状
態
を
破

壊
し
た
の
が
、
第
三
の
発
明
の
電
信
だ
っ
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
約
一
〇
〇
年
前
に
Ｇ
・
マ
ル
コ
ー
ニ（M

arco
n

i, G
. 

一
八
七
四
〜
一
九
三
七
年
）が
無
線
電
信
を
世
に
送
り
出
し
た
と
き
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
特
性
が
、
視
覚
的
な
も
の
か
ら

聴
覚
的
な
も
の
に
向
か
っ
て
転
回
し
始
め
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
が
メ
デ
ィ
ア
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
も
う
説
明
を
要
し
な
い
だ

ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
カ
ナ
ダ
の
一
英
文
学
者
が
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
理
解
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
メ
デ

ィ
ア
環
境
で
生
起
す
る
現
実
を
認
識
す
る
際
に
齟
齬
が
生
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
左
脳
的
な
西
洋
的
伝
統
は
、
現
在

の
右
脳
的
な
電
子
技
術
の
時
代
と
乖
離
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
伝
統
を
引
き
ず
る
左
脳
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

モ
デ
ル
で
は
現
実
を
理
解
で
き
な
い
。
右
脳
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
の
確
立
こ
そ
が
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
終

局
目
標
だ
っ
た
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。

で
は
、
右
脳
的
な
モ
デ
ル
と
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。
左
脳
と
視
覚
、
右
脳
と
聴
覚
の
対
比
か
ら
、
端
的
に
、
右
脳
的

モ
デ
ル
を
聴
覚
的
な
も
の
と
考
え
た
く
な
る
。
し
か
し
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
両
感
覚
の
二
項
対
立
を
忌
避
し
、
両
者
を

調
停
す
る
第
三
の
感
覚
を
持
ち
出
す
。
こ
の
第
三
の
感
覚
こ
そ
、
右
脳
的
モ
デ
ル
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
に
な
る
。「
聴

覚
的
な
空
間
が
同
時
並
行
的
な
諸
関
係
の
領
域
で
あ
る
よ
う
に
、
触
覚
的
な
空
間
は
共
鳴
す
る
間
隙
の
空
間
で
あ
る
」

（M
cL

u
h

an
 &

 M
cL

u
h

an
 1

9
8
8
 : 2

2

）。
感
覚
様
相
毎
に
創
出
さ
れ
る
空
間
の
説
明
の
な
か
で
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
共

鳴
的
な
間
隙
を
触
覚
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
右
脳
的
モ
デ
ル
の
特
徴
に
「
共
鳴
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
右
脳
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モ
デ
ル
を
単
純
に
聴
覚
的
と
言
い
切
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
右
脳
的
モ
デ
ル
は
、
少
な
く
と
も
、
聴
覚
の
特
徴
と
触
覚
の

特
徴
を
併
せ
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
脳
的
モ
デ
ル
の
詳
細
を
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
第
三
の
感
覚
様
相
を
必
要
と
し
た
理
由
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
マ
ク
ル

ー
ハ
ン
は
、
感
覚
様
相
毎
の
空
間
の
説
明
に
続
け
て
、
視
覚
と
聴
覚
を
二
項
対
立
的
に
把
握
す
る
態
度
へ
の
批
判
を
展
開

し
て
い
る
。

西
洋
的
な
世
界
は
、（
中
略
）視
覚
的
な
空
間
と
聴
覚
的
な
空
間
の
対
立
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
身
動
き
で
き
な

く
な
っ
て
い
る
。
西
洋
的
な
人
間
は
、
た
と
え
聴
覚
的
な
世
界
の
な
か
で
も
が
き
苦
し
む
と
し
て
も
、
視
覚
的
な
も

の
に
固
執
し
て
い
る
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
、
そ
の
図
―
地
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
、
視
覚
的
な
空
間
か
ら
す

で
に
一
歩
踏
み
出
し
た
。
し
か
し
、（
中
略
）ほ
と
ん
ど
の
心
理
学
者
は
、
い
ま
だ
に
図
と
地
の
双
方
が
視
覚
的
な
状

況
に
お
け
る
視
覚
的
構
成
要
素
だ
と
考
え
て
い
る
。
実
際
に
は
、
図
と
地
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
両
者
の
間
に
あ
る
共

鳴
す
る
隔
た
り
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
イ
コ
ン
的 ico

n
ic 

ま
た
は
触
覚
的
な
関
係
を
形
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、

図
―
地
の
関
係
に
は
、
連
続
性
や
連
結
関
係
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
変
形 tran

sfo
rm

in
g

 

の
類
の
界
面 in

te
r-

face
 

が
あ
る（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

2
-2

3

）。

西
洋
的
な
人
間
の
多
く
は
、
視
覚
的
な
も
の
か
ら
な
か
な
か
抜
け
切
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
同
時
並
行
的
、
か
つ
共
鳴

的
な
関
係
を
記
述
で
き
る
は
ず
の
図
―
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
手
に
し
な
が
ら
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
本
質
を
視
覚
的
発
想

に
よ
っ
て
誤
解
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
依
拠
し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
を
、
連
続
性
や
連
結
関
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係
と
見
誤
っ
て
し
ま
う
。

で
は
、
共
鳴
的
関
係
と
は
？　

連
続
性
や
連
結
関
係
と
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
？　

Ｅ
・
ル
ビ
ン（R

u
b

in
, 

E
. 

一
八
八
六
〜
一
九
五
一
年
）に
よ
る
「
ル
ビ
ン
の
壷
」
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
壷
が
図
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
き
、

壷
以
外
の
部
分
は
背
景
に
退
き
、
地
と
し
て
図
の
知
覚
を
支
え
る
。
他
方
、
人
の
横
顔
が
図
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
き
、

横
顔
以
外
の
部
分
が
地
に
な
る
。
壷
と
横
顔
は
常
に
反
転
し
、
壷
と
横
顔
が
同
時
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
こ
う
し
た
反
転
に
よ
っ
て
互
い
を
顕
在
化
さ
せ
合
う
動
的
関
係
を
「
共
鳴
的
」
と
表
現
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
図
の
み
で
知
覚
が
成
り
立
つ
と
考
え
た
り
、
図
と
地
を
切
り
離
し
、
図
と
地
を
連
続
し
た
図
―
図
関
係
で

知
覚
で
き
る
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
を
、「
西
洋
的
」、
あ
る
い
は
「
左
脳
的
バ
イ
ア
ス
」
と
批
判
し
た
の
で
あ
る（

18
）。

左
脳
の
バ
イ
ス
の
下
に
あ
る
西
洋
人
は
、
二
つ
の
対
象
を
、
同
じ
地
平
に
あ
っ
て
連
続
、
ま
た
は
連
結
し
た
も
の
と
し

て
把
握
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
両
者
を
共
約
す
る
同
一
パ
ラ
ダ
イ
ム
内
に
お
け
る
関
係
で
把
握
す
る（

19
）。

こ
れ
に
対
し
、

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
間
同
士
、
つ
ま
り
共
約
す
る
地
平
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
異
質
の
も
の
同

士
の
、
反
転
し
合
う
関
係
を
共
鳴
的
関
係
と
呼
び
、
そ
れ
を
触
覚
的
な
も
の
と
規
定
し
た
。
触
覚
の
様
相
が
加
わ
る
こ
と

で
、
視
覚
と
聴
覚
を
同
一
地
平
で
比
較
し
、
前
者
と
後
者
の
連
続
性
や
連
結
関
係
を
前
提
に
、
前
者
か
ら
後
者
へ
線
状
の

移
行
と
し
て
歴
史
や
文
化
を
考
え
る
立
場
は
、
明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
文
化
コ
ー
ド
論
は
、
こ
の
意
味

で
触
覚
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

20
）。

最
後
に
、
な
ぜ
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
図
と
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
敷
衍
し
た
モ
デ
ル
を
構
想
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
で
き
た

の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
あ
れ
ば
、
後
期
の
論
考
で
図
と
地
の
議
論

が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
い
て
も
唐
突
の
感
は
覚
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
語
と
関
連
付
け
て
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語
ら
れ
る
図
と
地
の
議
論
は
、
前
出
の
文
化
コ
ー
ド
論
、
お
よ
び
文
化
コ
ー
ド
論
に
基
づ
く
認
識
の
可
能
性
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

便
宜
的
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
形
成
し
た
文
化
を
第
一
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
印
刷
技
術
の
文
化
を
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
電

信
以
降
の
文
化
を
第
三
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
ぼ
う
。
一
九
世
紀
末
、
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
末
期
に
至
り
、
西
洋
文
明
は
究
極

の
視
覚
的
文
化
の
位
相
に
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
は
視
覚
的
文
化
に
浸
か
り
、
視
覚
的
バ
イ
ア
ス
の
下
に
あ
る
。
西
洋
人
が

こ
の
事
実
に
気
づ
い
た
の
は
、
潜
在
的
な
領
域
に
あ
っ
て
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
顕
在
化
、
あ
る

い
は
図
化
さ
せ
る
地
が
現
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
第
三
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
登
場
に
よ
っ
て
、
第
二
パ
ラ
ダ

イ
ム
を
図
化
す
る
地
が
形
成
さ
れ
た
結
果
、
西
洋
人
は
、
自
ず
と
顕
在
化
し
た
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
認
識
す
る
機
会
に
遭

遇
し
た
わ
け
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
生
起
し
た
外
発
的
な
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
知
見
を
も
と
に
、

図
と
地
の
反
転
を
意
識
的
に
つ
く
り
だ
す
内
発
的
モ
デ
ル
を
着
想
し
、
そ
の
構
築
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
第
三
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
地
に
し
て
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
図
化
し
た
事
実
を
梃
子
に
す
れ
ば
、
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
地
に
第
三
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

理
解
で
き
る
。
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
考
察
し
た
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
に
先
立
っ
て
、
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
ま
で
の
歴

史
研
究
が
大
部
分
を
占
め
る
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た（

21
）。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
論
考
で
は
、
後
期
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
。
注

意
す
べ
き
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
、
図
―
地
の
共
鳴
的
関
係
を
理
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
誰
も
が
簡
単
に
第
三
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
文
化
コ
ー
ド
論
が
語
ら
れ
た
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』

は
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
に
気
づ
い
て
警
鐘
を

鳴
ら
し
た
の
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト（E

lio
t, T

. S
. 

一
八
八
八
〜
一
九
六
五
年
）の
よ
う
に
「
言
語
と
文
化
の
全
体
性
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を
、
個
人
的
才
能
が
か
か
わ
り
を
持
つ
べ
き
統
一
さ
れ
た
地
」（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

1

）と
見
做
し
、
こ
と
ば

に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
践
で
き
た
詩
人
た
ち
に
限
ら
れ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
以
降
の
全
精
力
を
、

詩
人
た
ち
が
発
揮
し
た
詩
的
能
力
の
考
察
、
そ
し
て
、
そ
の
知
見
に
基
づ
く
詩
論
の
構
築
に
注
い
だ
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の

メ
デ
ィ
ア
研
究
は
詩
論
に
逢
着
し
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
語
る
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
と
は
、
詩
的
能
力
に
関
す
る
普
遍
、
一
般

の
知
識
を
指
す
の
で
あ
る（

22
）。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
詩
論
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
三
章
で
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な

る
の
で
留
意
さ
れ
た
い
。

１
―
３

前
節
の
議
論
を
踏
ま
え
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
批
判
の
意
図
を
解
明
し
よ
う
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
批
判
は
、
視
覚
的
な
発
想
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
西
洋
人
が
図
と
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
誤

解
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
に
続
く
箇
所
に
登
場
す
る
。
こ
こ
で
言
う
西
洋
人
に
は
、
各
領
域
の
研
究
者
た
ち
も
含
ま
れ
て

お
り
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
・
ソ
シ
ュ
ー
ル（S

au
ssu

re
, F. 

一
八
五
七
〜
一
九
一
三
年
）を
筆
頭
に
、
並
み
居

る
構
造
主
義
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
こ
の
陥
穽
に
は
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
構
造
主
義
者
の
一
員
と
し
て
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の

名
前
が
挙
が
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
研
究
領
域
で
視
覚
的
な
も
の
と
聴
覚
的
な
も
の
に
関
す
る
混
乱
が
ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
か
は
、
言
語
と
発

話（
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
）の
区
別
を
し
て
い
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
のC

ou
rse in

 G
en

era
l L

in
gu

istics

（『
一
般
言
語
学
講

義
』
一
九
一
六
年
）に
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
、
言
語
は
全
体
的
で
包
括
的
な
同
時
並
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存
的
構
造（
つ
ま
り
右
脳
的
で
聴
覚
的
な
も
の
）の
世
界
だ
が
、
継
起
的
な
発
話
は
視
覚
的
で
あ
り
、
相
対
的
に
表
層

的
で
左
脳
的
な
形
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
と
発
話
の
区
別
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
通
時
的
な
も
の
と
共
時
的
な
も

の
を
関
連
付
け
て
い
る（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

3

）

確
か
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
言
語
学
の
領
域
で
、
聴
覚
的
な
も
の（
言
語
）と
視
覚
的
な
も
の（
発
話
）を
区
別
し
て
い
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
こ
の
区
別
を
図
―
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
評
価
し
つ
つ
、
言
語
と
発
話
の
関
係
の
把

握
が
ア
イ
デ
ィ
ア
の
本
質
か
ら
外
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
と
発
話
の
関
係
を
、
以
下
の
よ
う

な
共
時
態
と
通
時
態
の
関
係
に
置
き
換
え
た
時
点
で
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る（
以
下

の
引
用
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
引
用
の
全
文
、
ゴ
シ
ッ
ク
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
に
相
当
）。

し
か
し
、
同
じ
対
象
に
関
係
す
る
現
象
の
二
つ
の
秩
序
の
対
立
と
交
差
を
も
っ
と
明
確
に
示
す
た
め
に
、
わ
た
し

は
、
共
時
的
言
語
学
と
通
時
的
言
語
学
と
い
う
語
を
用
い
た
い
。
わ
た
し
た
ち
の
科
学
の
静
態
的
な
側
面
に
か
か
わ

る
す
べ
て
の
こ
と
は
共
時
的
で
あ
り
、進
化
に
か
か
わ
る
べ
き
す
べ
て
の
こ
と
は
通
時
的
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、

共
時
態
と
通
時
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
語
の
あ
る
状
態
と
、
あ
る
進
化
の
局
面
を
意
味
す
る
。

内
的
な
二
重
性
と
言
語
学
の
歴
史

言
語
の
事
実
を
研
究
す
る
と
き
に
わ
た
し
た
ち
が
最
初
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
の
時
間
的
な
継

続
は
、話
者
に
関
し
て
言
え
ば
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
話
者
は
あ
る
状
態
と
対
面
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、

あ
る
状
態
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
言
語
学
者
が
、そ
れ
を
生
み
だ
し
た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
関
す
る
知
識
を
放
棄
し
、
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通
時
態
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。
言
語
学
者
は
、
過
去
を
完
全
に
抑
え
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
話
者
の
心
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
の
介
入
は
、
言
語
学
者
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
だ
け
で

あ
る（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

3

）（
23
）

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
通
時
態
と
共
時
態
の
説
明
か
ら
、
視
覚
的
な
も
の
と
聴
覚
的
な
も
の
を
排
他

的
に
把
握
し
、
一
方
の
考
察
の
み
で
事
足
れ
り
、
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
従
来
の
視
覚
的
発

想
を
引
き
ず
る
も
の
で
あ
り
、
視
覚
的
な
も
の
と
聴
覚
的
な
も
の
を
同
時
並
存
さ
せ
て
両
者
の
間
隙
で
起
こ
る
共
鳴
を
感

知
し
、
そ
れ
を
記
述
す
る
姿
勢
と
程
遠
い
。
つ
ま
り
、
図
―
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
意
義
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言

え
な
い
こ
と
に
な
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
批
判
の
焦
点
は
、
通
時
態
と
共
時
態
の
区
別
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
に
よ
る
両
区
分
間
の
関
係
の
把
握
に
あ
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
図
―
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
意
義
を
正
確
に
理
解
で
き
て
い
な
い
例
と
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
続
け

て
Ｃ
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス（L

é
vi=

S
trau

ss, C
. 

一
九
〇
八
〜
二
〇
〇
九
年
）、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
Ｎ
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

（C
h

o
m

sk
y, N

. 

一
九
二
八
年
〜
）を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
含
む
「
構
造
主
義
者
」
た
ち
を
、
次
の
よ
う
に

一
刀
両
断
に
す
る
。

彼
ら（
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
）は
皆
、
知
ら
ぬ
間
に
、
聴
覚
的
な
空
間
の
共
鳴

す
る
界
面
で
は
な
く
、
連
続
と
同
質
性
を
と
も
な
う
視
覚
的
な
空
間
の
構
造
に
の
め
り
込
ん
で
い
る
。
構
造
主
義
に

惹
か
れ
る
者
た
ち
は
、
視
覚
的
な
も
の
と
聴
覚
的
な
も
の
と
の
相
反
す
る
本
質
の
認
識
に
失
敗
し
て
い
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
彼
ら
の
研
究
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
包
括
的
な
相
互
関
係
性
を
発
見
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
あ

る（M
cL

u
h

an
 &

 P
o

w
e
rs 1

9
8
9
 : 2

5

）

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
後
期
の
著
書
か
ら
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
「
構
造
主
義
者
」
と
見
做
し
、
さ
ら
に
「
構
造
主
義
者
」
の

発
想
を
第
二
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
バ
イ
ア
ス
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
通
信
モ
デ
ル
と
関
連
付
け
る
脈
絡
が
読
み

取
れ
る
。
次
章
で
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
本
章
の
議
論
の
文
脈
で
関

連
付
け
る
こ
と
の
是
非
、
あ
る
い
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
「
構
造
主
義
者
」
に
含
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ

こ
か
ら
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
と
通
信
モ
デ
ル
を
連
続
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
結
論
す
る
。

最
後
に
、
話
が
前
後
す
る
が
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
「
構
造
主
義
者
」
批
判
の
文
脈
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
上

記
の
「
構
造
主
義
者
」
批
判
は
、人
類
学
者
の
Ｅ
・
Ｒ
・
リ
ー
チ（L

e
ach

, E
. R

. 

一
九
一
〇
〜
一
九
八
九
年
）に
よ
る
「
構

造
主
義
の
解
説
」
に
対
す
る
批
判
を
出
発
点
に
展
開
す
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
リ
ー
チ
の
構
造
主
義
理
解
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
指
摘
す
る
議
論
を
敷
衍
し
て
、
仮
に
正
し
く
理
解
さ
れ
よ
う
と
も
、
現
行
の
「
構
造
主
義
者
」
の
立
論
に
は
根

本
的
な
瑕
疵
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
地
球
村
』
で
は
、
リ
ー
チ
批
判
が
リ
ー
チ
の
説
明
に
登
場
す
る
「
構

造
主
義
者
」
の
批
判
に
発
展
し
、「
構
造
主
義
者
」
の
該
当
す
る
人
物
と
し
て
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
含
む
三
人
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
チ
批
判
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
『
メ
デ
ィ
ア
の
法
則
』
は
も
と
よ
り
、『
地
球
村
』
に
も
、

上
記
の
箇
所
以
外
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
そ
し
て
、
両
著
の
文
献
表
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
著
書
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
一
般
論
と
し
て
も
、
文
献
研
究
で
一
次
文
献
の
検
証
が
省
略
さ
れ
る
な
ら
ば
、
論
の
進
め
方
に
問
題
な
し

と
は
言
え
な
い
。
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二
章

第
二
章
で
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
継
承
者
を
名
乗
る
学
徒（
ヤ
コ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
）の
う
ち
、
パ
ー
ス
の
記
号
論
に
造
詣
の
深

い
学
徒
が
形
成
す
る
学
派
に
よ
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
理
解
を
紹
介
す
る
。具
体
的
に
は
、シ
カ
ゴ
大
学
の
Ｍ
・

シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン（S

ilve
rste

in
, M

. 

一
九
四
五
年
〜
）、
お
よ
び
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
に
師
事
し
た
小
山
亘（
一
九
六
五

年
〜
）ら
に
よ
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
、
お
よ
び
言
語
モ
デ
ル
を
発
展
さ
せ
た
現
代
人
類
言
語
学
の
出
来
事
モ
デ

ル
に
つ
い
て
の
解
説
を
紹
介
す
る
。
言
語
モ
デ
ル
を
社
会
、
文
化
、
政
治
、
経
済
領
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考

察
す
る
出
来
事
モ
デ
ル
へ
拡
張
し
た
点
は
も
と
よ
り
、通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
の
連
続
性
が
語
ら
れ
る
風
潮
の
な
か
、

両
者
の
異
質
性
と
断
絶
を
強
調
し
、
論
証
し
た
業
績
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
書
か
れ
る
論
考
に
あ
っ
て
、
本
章
の
議
論
は
、
研
究
ノ
ー
ト
に

近
い
性
格
を
持
つ
。
筆
者
は
、
言
語
学
の
中
で
も
難
解
と
さ
れ
る
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
の
専
門
家
で
は
な
く
、
言
語
学
の

専
門
家
で
さ
え
な
い
。
本
章
で
で
き
る
の
は
、
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
の
思
想
の
一
端
を
紹
介
し
つ

つ
、
内
的
整
合
性
を
確
認
す
る
作
業
に
限
ら
れ
る
。
門
外
漢
に
よ
る
紹
介
が
新
た
な
誤
解
を
生
ま
ぬ
よ
う
細
心
の
注
意
を

払
い
、
理
解
に
不
十
分
な
点
が
見
つ
か
れ
ば
速
や
か
に
訂
正
し
た
い
。

本
章
で
は
、
通
信
モ
デ
ル
と
同
様
に
、
ま
ず
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ

の
前
に
、
両
モ
デ
ル
の
連
続
的
理
解
が
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
自
身
の
ミ
ス
リ
ー
ド
に
拠
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
、
通
信
モ
デ
ル
、
お
よ
び
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
に
対
す
る
積

極
的
評
価
を
公
言
し
、
さ
ら
に
言
語
学
と
の
連
携
を
語
る
場
面
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
発
言
の
後
に
言
語
モ
デ
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ル
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
、
両
者
の
連
続
的
理
解
の
傍
証
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
経
緯
と
と
も
に
、
言
語
モ
デ
ル
を
提
示

し
た
後
、
両
モ
デ
ル
の
主
題
を
各
要
素
か
ら
具
さ
に
検
証
す
る
こ
と
で
、
連
続
的
理
解
の
誤
り
を
論
理
的
に
証
明
す
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
最
終
節
で
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
、
お
よ
び
拙
著
で
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
理
解
の
是
非
を
判
断
す
る
。

２
―
１

情
報
理
論
と
言
語
学
と
い
う
、
一
見
接
点
の
な
い
分
野
の
シ
ャ
ノ
ン
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
関
連
付
け
る
補
助
線
に
な
る
の

が
、
メ
イ
シ
ー
会
議
で
あ
る
。
メ
イ
シ
ー
会
議
と
は
、
Ｊ
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン（vo

n
 N

e
u

m
an

n
, J. 

一
九
〇
三
〜
一
九

五
七
年
）と
Ｎ
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー（W

ie
n

e
r, N

. 

一
八
九
四
〜
一
九
六
四
年
）と
い
う
通
信
技
術
の
発
展
に
寄
与
し
た
大
立
者

が
中
心
に
な
っ
て
組
織
、
運
営
さ
れ
た
学
際
的
会
議
で
あ
る
。
メ
イ
シ
ー
財
団
に
後
援
さ
れ
た
同
会
議
は
、
工
学
知
識
の

人
文
・
社
会
科
学
へ
の
応
用
と
い
う
明
確
な
理
念
を
掲
げ
、
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
三
年
に
か
け
て
十
回
に
わ
た
り
開

催
さ
れ
た
。
初
回
か
ら
の
参
加
者
に
は
、
Ｇ
・
ベ
イ
ト
ソ
ン（B

ate
so

n
, G

. 

一
九
〇
四
〜
一
九
八
〇
年
）、
Ｍ
・
ミ
ー
ド

（M
e
ad

, M
. 

一
九
〇
一
〜
一
九
七
八
年
）、
Ｋ
・
レ
ヴ
ィ
ン（L

e
w

in
, K

. 

一
八
九
〇
〜
一
九
四
七
年
；
第
三
回
開
催
直
前

に
死
去
）が
い
る
。
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
と
情
報
理
論
が
人
類
学
や
心
理
学
を
皮
切
り
に
人
文
・
社
会
科
学
に
及
ぼ
し
た

影
響
を
顧
み
る
と
、
思
想
史
研
究
に
お
け
る
同
会
議
の
重
要
性
は
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

記
録
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ノ
ン
は
第
七
回（
一
九
五
〇
年
）、
第
八
回（
一
九
五
一
年
）、
第
十
回（
一
九
五
三
年
）に
、
ヤ
コ

ブ
ソ
ン
は
第
五
回（
一
九
四
八
年
）に
参
加
し
て
お
り（

24
））、

少
な
く
と
も
同
会
議
で
の
両
者
の
対
面
は
実
現
し
な
か
っ
た

模
様
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
同
会
議
か
ら
受
け
た
影
響
を
推
測
す
る
根
拠
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
一
九
五
二
年
に
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
人
類
学
者
・
言
語
学
者
の
会
議
」
を
締
め
く
く
る
次
の
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
。
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言
語
の
実
際
の
運
用
の
研
究
に
は
、
言
語
学
は
二
つ
の
関
連
分
野
、
す
な
わ
ち
通
信
の
数
学
的
理
論
と
情
報
理
論

と
の
、
素
晴
ら
し
い
成
果
に
大
き
く
助
け
ら
れ
て
き
た
。
通
信
工
学
は
、
こ
の
会
議
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
シ
ャ
ノ
ン
や
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
や
フ
ァ
ノ
、
あ
る
い
は
、
す
ぐ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
・
グ
ル
ー
プ

の
著
作
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
発
表
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
皆
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
符
号
化
と
か
、
複
合
化

と
か
、
あ
る
い
は
冗
長
度（
余
剰
度
）…
…
の
よ
う
な
、
彼
ら
の
術
語
を
使
っ
て
い
た
。
こ
の
通
信
工
学
と
言
語
学
と

の
関
係
は
、
正
確
に
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
学
問
の
間
に
、
何
か
合
わ
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
だ

ろ
う
か
。
い
や
、
全
然
な
い
。
実
際
、
構
造
言
語
学
と
通
信
工
学
者
た
ち
の
研
究
と
は
、
目
的
が
一
致
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
通
信
理
論
を
言
語
学
に
用
い
、
ま
た
そ
の
逆
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
確
か
に
あ
る
点
で
は
、
情
報
の
交
換
に
つ
い
て
は
工
学
者
の
ほ
う
が
正
確
に
は
っ
き
り
と
系
統
立
て
て

い
る
し
、
技
術
的
に
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
ま
た
量
的
に
表
わ
す
と
い
う
点
で
も
、
有
望
な
可
能
性
を
見
せ
て
い

る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
一
方
、
言
語
学
者
は
、
言
語
お
よ
び
そ
の
構
造
に
関
す
る
ぼ
う
大
な
経
験
に
よ
っ
て
、

工
学
者
が
言
語
資
料
を
扱
う
際
の
矛
盾
や
失
敗
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
学
者
と
人
類
学
者
と
の
協
力
の

ほ
か
に
、
言
語
学
者
が
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
人
類
学
者
も
同
じ
だ
と
思
う
が
、
通
信
工
学
と
絶
え
ず
協
力
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
、
極
め
て
有
益
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る（Jak

o
b

so
n

 1
9
5
3=

1
9
9
3
 : 6

）

引
用
か
ら
は
、
発
表
か
ら
わ
ず
か
四
年
の
う
ち
に
通
信
理
論
が
多
く
の
言
語
学
者
た
ち
の
心
を
掴
み
、
言
語
学
者
た
ち

が
そ
の
用
語
で
言
語
を
説
明
し
始
め
た
様
子
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
工
学
知
識
の
応
用
と
い
う
同
会
の
理
念
は
、
早
く
も
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実
を
結
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
る
。

同
会
議
を
経
て
、
一
九
六
〇
年
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
上
記
の
新
し
い
言
語
モ
デ

ル
を
発
表
す
る（

25
）。

通
信
モ
デ
ル
と
同
様
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
諸
要
因
も
、
そ
れ
ぞ

れ
が
担
う
機
能
と
対
応
し
な
が
ら
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
を
構
成
し

て
い
る
。

通
信
モ
デ
ル
と
比
べ
る
と
、
一
見
し
て
、
コ
ー
ド
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う

要
因
が
新
た
に
加
え
ら
れ
る
一
方
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
が
消

去
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
両
モ
デ
ル
の
連
続
性
を
前
提
に
、
コ
ー
ド
と
い

う
語
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
両
者
の
同
一
性
が
推
定
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
コ
ー
ド
と
は
、
符
号
化
と
復
号
化
の
機
能
の
全
体
を
統
括
す
る
要
因
で

あ
る
。
つ
ま
り
、メ
ッ
セ
ー
ジ
と
シ
グ
ナ
ル
の
「
承
認
さ
れ
た
変
換
」
機
能
と
、

そ
れ
を
担
う
諸
要
因
の
総
体
を
表
現
し
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
、
言
語
学
で

通
用
す
る
言
語
体
系
を
指
す
「
ラ
ン
グ
」
で
な
く
、「
コ
ー
ド
」
と
い
う
語
を

使
用
し
て
い
る
の
は
、「
変
換
」
を
前
提
に
モ
デ
ル
化
を
推
し
進
め
た
か
ら
で

あ
り
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
は
、
一
言
で
言
う
と
、「
変
換
」
を
常
態

と
し
た
言
語
伝
達
の
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
コ
ー
ド
が
加
わ
る
と

同
時
に
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
が
消
え
て
い
る
の
は
、
日
常
的
な

要因 機能

コンテクスト
メッセージ

発信者－－－－－受信者
接触
コード

関説的機能
詩的機能

心情的機能－－－－－動能的機能
交話的機能
メタ言語機能

図2
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言
語
伝
達
に
、
た
と
え
ば
電
話
機
の
よ
う
な
変
換
機
能
を
担
う
装
置
が
介
在
し
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
を
共
有
す

る
発
信
者
と
受
信
者
が
、変
換
機
能
を
果
た
す
装
置
を
埋
め
込
ん
で
い
る
存
在
と
見
做
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

コ
ー
ド
に
対
応
す
る
メ
タ
言
語
機
能
は
、
発
信
者
と
受
信
者（
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
）が
、
彼
ら
の
間
で
使
用
さ
れ
て
い
る

コ
ー
ド
の
同
一
性
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
つ
ま
り
変
換
、
ま
た
は
再
変
換
に
異
変
が
生
じ
た
と
き
に
、
発
話

の
照
準
を
コ
ー
ド
そ
の
も
の
に
合
わ
せ
る
と
い
う
形
で
発
揮
さ
れ
る（

26
）。

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
変
換
に
干
渉
す
る
好
ま
し
く

な
い
要
素
を
ノ
イ
ズ
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、ノ
イ
ズ
の
発
生
で
メ
タ
言
語
機
能
が
働
き
始
め
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
は
、
ノ
イ
ズ
に
よ
っ
て
変
換
機
能
の
異
変
が
察
知
さ
れ
、
コ
ー
ド
に
焦
点
が
あ
た
る
と
い
う

因
果
関
係
も
、
通
信
モ
デ
ル
と
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

27
）。

次
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
両
者
の
連
続
性
か
ら
次
の
よ
う
な
解
釈
が
導
け
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
コ

ン
テ
ク
ス
ト
は
、
一
般
的
意
味
に
対
す
る
文
脈
的
意
味（co

n
te

x
tu

al m
e
an

in
g

）と
い
う
意
味
本
来
の
問
題
を
扱
う
た
め

に
不
可
欠
な
機
能
を
担
う

（
28
）。

通
信
モ
デ
ル
を
発
表
し
た
後
、
シ
ャ
ノ
ン
ら
は
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一

般
モ
デ
ル
に
発
達
さ
せ
る
構
想
を
抱
い
て
い
た（

29
）。

通
信
モ
デ
ル
は
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
等
式
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
を
先
導
し
た
が
、
こ
の
等
式
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
達
す
る
形
式
を
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
情
報
理
論
は
電
気
通
信
に
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
、
言
語
学
の
領
域
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
自
体

で
は
文
脈
に
依
存
す
る
実
際
の
意
味
の
伝
達
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
は
、
コ
ン

テ
ク
ス
ト
と
い
う
新
し
い
要
因
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
通
信
モ
デ
ル
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
た（

30
）。

本
節
に
あ
る
よ
う
な
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
つ
い
て
の
解
釈
を
明
確
に
否
定
す
る
の
が
、
次
節
で
紹
介
す
る
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ

ン
ら
の
議
論
で
あ
る
。
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２
―
２

シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
ら
の
議
論
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
そ
の
思
想
形
成
の
土
壌
に
な
っ
た
二
〇
世
紀
の

ア
メ
リ
カ
言
語
学
界
の
様
子
を
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
軸
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
生
地
ロ
シ
ア
で
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル（H

e
g

e
l, G

. W
. F. 

一
七
七
〇
〜
一
八
三
一
年
）の
全
体
性

と
弁
証
法
の
哲
学
、
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル（H

u
sse

rl, E
. 

一
八
五
九
〜
一
九
三
八
年
）の
現
象
学
な
ど
を
学
ん
だ
後
、
プ
ラ

ハ
に
渡
り
、
Ｎ
・
ト
ゥ
ル
ベ
ツ
コ
イ（T

ru
b

e
tzk

o
i, N

. 

一
八
九
〇
〜
一
九
三
八
年
）ら
と
構
造
主
義
プ
ラ
ハ
学
派
の
立
ち

上
げ
に
参
画
す
る
。
当
時
の
プ
ラ
ハ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
、
新
カ
ン
ト
主
義
哲
学
、
Ｋ
・
ビ
ュ
ー
ラ
ー（B

ü
h

le
r, K

. 

一
八
七
九
〜
一
九
六
三
年
）の
言
語
理
論
の
ほ
か
、
人
間
の
認
知
心
理
に
お
け
る
全
体
的
構
造
や
状
況
依
存
性
の
重
要
性

を
説
く
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
が
隆
盛
し
た
場
所
だ
っ
た
。
ナ
チ
ス
の
難
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン

は
、
一
九
四
九
年
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
多
く
の
大
学
院
生
を
引
き
連
れ
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
移
り（

31
）、

そ
こ
で
パ
ー
ス
の
記
号
論
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
教
鞭
を
執
り
、後
に
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
が
学
部
、

大
学
院
に
所
属
す
る
同
大
で
は
、
パ
ー
ス
が
残
し
た
膨
大
な
草
稿
を
所
蔵
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
一
九
三
一
年
か
ら
そ

れ
ら
を
編
纂
し
、
出
版
す
る
事
業
が
進
行
し
て
い
た
。
パ
ー
ス
の
記
号
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
分
析
哲
学
の
分
野

で
再
評
価
さ
れ
よ
う
に
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
す
で
に
一
九
五
〇
年
代
に
、
そ
の
重
要
性
に
気
づ
き
、
以
後
、
パ
ー
ス
の

記
号
論
を
基
礎
に
自
ら
の
言
語
理
論
の
構
築
を
進
め
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
特
に
注
目
し
た
の
は
、
パ
ー
ス
に
よ
る
、
類
像 

ico
n

、
指
標 in

d
e
x

、
象
徴 sy

m
b

o
l

の
三
分
類
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
順
に
、
類
似
的
関
係
性
、
隣
接
的
関
係
性
、
慣
習
的
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
関
係
性
に
基
づ
い
て
作
用
す
る
記
号
様
態
を
意
味
す
る（

32
）。

こ
う
し
た
パ
ー
ス
の
記
号
論
に
基
づ
い
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て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
言
葉
を
、
文
法
・
論
理
、
詩
学
、
文
芸
、
美
学
、
行
為
論
、
出
来
事
論
、
認
識
論
に
ま
た
が
る
も

の
と
見
做
す
広
汎
な
理
論
を
築
い
て
い
っ
た（

33
）。

パ
ー
ス
の
記
号
論
に
依
拠
し
、文
法
か
ら
認
識
の
問
題
ま
で
を
横
断
的
に
取
り
扱
う
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
に
対
し
て
は
、

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
弟
子
の
な
か
に
さ
え
、
言
語
学
の
外
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
す
る
者
が
い
た
。
二
〇
世
紀
半

ば
の
ア
メ
リ
カ
言
語
学
は
、
新
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
学
派
の
形
式
主
義
の
言
語
学
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
チ
ョ
ム
ス

キ
ー
の
合
理
主
義
的
言
語
論
が
席
巻
し
て
い
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
の
異
動
の
際
に
付
き
従
っ
た
大
学
院
生
の
な
か

に
、
Ｍ
・
ハ
レ（H

alle
, M

. 

一
九
二
三
年
〜
）が
い
た
。
ハ
レ
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
下
で
学
ん
だ
後
、
生
成
文
法
学
派
に

転
じ
て
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
と
も
に
同
学
派
を
率
い
、
生
成
音
韻
論
の
創
設
者
と
し
て
言
語
学
史
に
名
前
を
残
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る（

34
）。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
の
真
髄
で
あ
る
パ
ー
ス
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
形
式
主
義
の
言
語
学
の
外
の
、
言
語
人
類

学
の
学
徒
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
言
語
の
主
流
か
ら
外
れ
た
言
語
人
類
学
に
よ
る
継
承
を
奇
貨
と
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理

論
は
、
そ
の
可
能
性
を
開
花
さ
せ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
主
に
言
語
と
詩
学
・
文
学
と
の
関
係
に
集
中
し
、
言
語
と
文
化
、

社
会
と
の
関
係
が
手
薄
だ
っ
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
は
、
Ｄ
・
ハ
イ
ム
ズ（H

y
m

e
s, D

. 

一
九
二
七
〜
二
〇
〇
九
年
）、
シ

ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
ら
言
語
人
類
学
者
た
ち
に
継
承
さ
れ
た
結
果
、
社
会
、
文
化
、
歴
史
を
記
述
、
分
析
で
き
る
基
礎
理
論

と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る（

35
）。

シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
の
学
部
生
、
院
生
時
代
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
師
事
し
、
北
米
西
海
岸
の
言
語

人
類
学
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
で
博
士
号
を
取
得
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
シ
カ
ゴ
大
学
に
移
り
、
現
在
、
同
大

が
誇
る
斯
界
の
第
一
人
者
と
し
て
人
類
学
、
言
語
学
、
心
理
学
を
担
当
し
て
い
る（

36
）。
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小
山
の
解
説
を
手
引
き
に
、
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
が
継
承
し
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
理
論
を
、
そ
の
モ
デ
ル
と
と
も
に

概
観
し
よ
う
。
小
山
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
三
つ
の
モ
デ
ル
を
比
較
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
言
語
人
類

学
が
到
達
し
た
モ
デ
ル（
出
来
事
モ
デ
ル
）の
特
長
を
説
明
す
る
。
出
来
事
モ
デ
ル
に
先
行
す
る
二
つ
の
モ
デ
ル
が
、
シ
ャ

ノ
ン
ら
の
通
信
モ
デ
ル
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
言
語
モ
デ
ル
で
あ
る
。
以
下
、
小
山
の
行
論
に
随
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
の
主

題
に
注
目
し
な
が
ら
、
通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
を
、
両
者
の
関
連
性
を
念
頭
に
再
度
検
証
し
て
み
よ
う（

37
）。

通
信
モ
デ
ル（
情
報
理
論
的
・
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス（
機
械
論
的
）モ
デ
ル（

38
））

本
稿
の
第
一
章
第
一
節
に
あ
る
通
信
モ
デ
ル
の
模
式
図
に
は
載
っ
て
い
な
い
が
、
符
号
化 e

n
co

d
e

、
復
号
化 d

e
co

d
e

の
語
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
通
信
モ
デ
ル
で
も
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
が
同
じ
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
こ

と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
小
山
も
こ
の
点
に
言
及
し
た
上
で
、通
信
モ
デ
ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
功
が
、

同
一
コ
ー
ド
の
共
有
に
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
情
報

を
あ
た
か
も
導
管
を
通
す
よ
う
に
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
に
運
ぶ
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル

に
お
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
先
立
っ
て
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
た
だ
送
ら
れ
る
だ
け
の
も

の
で
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
べ
て
の
意
味
が
コ
ー
ド
に
内
包
さ
れ
て
い
る
た
め
、
意
味
と
い
う
も
の
を
考
え
る

際
に
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
必
要
と
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
通
信
モ
デ
ル
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
さ
れ

た
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
相
互
行
為
の
出
来
事
で
は
な
く
、
単
な
る
情
報
の
伝

達
に
矮
小
化
さ
れ
る
。
小
山
は
、通
信
モ
デ
ル
の
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
を
、「
導
管
メ
タ
フ
ァ
ー〔co

n
d

u
it 

m
e
tap

h
o

r

〕」
に
基
づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
ん
で
批
判
す
る（

39
）。
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通
信
モ
デ
ル
は
、「
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
さ
れ
た
意
味
と
、
解
釈
コ
ー
ド
で
あ
る
文
法
を
研
究
対
象
と
す
る
学
派（
新

ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
派
や
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
派
）に
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
方
、
自
然
言
語
を
記
述
す
る
学
徒
に
と
っ
て
は

有
効
な
モ
デ
ル
た
り
え
な
か
っ
た
。実
際
の
言
語
使
用
が
常
に
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
生
起
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
意
味
し
か
扱
え
な
い
モ
デ
ル
が
役
に
立
た
な
い
の
は
当
然
だ
っ
た（

40
）。

こ
の
よ
う
に
「
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
し
た
解
釈
コ
ー
ド
か
ら
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
機
軸
を
ず
ら
す
の
に
成
功
し
た

（
41
）

の
が
、
次
に
見
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
で
あ
る
。

言
語
モ
デ
ル（
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
「
六
機
能
モ
デ
ル
」）

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
言
語
が
果
た
す
役
割
に
は
様
々
な
機
能
が
あ
る
と
考
え
、
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構

成
す
る
六
つ
要
因
を
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
機
能
と
と
も
に
あ
げ
、
モ
デ
ル
化
を
行
っ
た
。
そ
れ
が
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

「
送
り
手
」「
受
け
手
」「
接
触
回
路
」「
コ
ー
ド
」「
言
及
指
示
対
象
」
の
六
要
因
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
「
詩
的
機

能 p
o

e
tic fu

n
ctio

n

」「
表
出
的
機
能 e

m
o

tive
 fu

n
ctio

n

」「
動
能
的
機
能 co

n
ative

 fu
n

ctio
n

」「
交
話
的
機
能 p

h
atic 

fu
n

ctio
n

」「
メ
タ
言
語
的
機
能 m

e
talin

g
u

al fu
n

ctio
n

」「
言
及
指
示
的
機
能 re

fe
re

n
t fu

n
ctio

n

」
の
六
機
能
で
あ
る（

42
）。

本
章
の
前
節
で
紹
介
し
た
モ
デ
ル（
図
２
）と
比
較
す
る
と
、
小
山
ら
の
説
明
で
は
、「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
が
「
言
及
指

示
対
象
」
に
、「
関
説
的
機
能
」
が
「
言
及
指
示
的
機
能
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
図
２
の
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に

対
応
す
る
「
関
説
的
機
能 re

fe
re

n
tial fu

n
ctio

n

」
は
、
関
説（
指
示
）さ
れ
る
第
三
人
称
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る（

43
）。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
言
及
対
象 re

fe
re

n
t 

が
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
言
及
対
象
を
「
コ

ン
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る（

44
）。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
使
う
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
が
、
文
脈
的 co

n
te

x
tu

al 

意
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味
と
関
説（
事
）物 re

fe
re

n
t 

の
双
方
を
含
む
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
図
２
と
小
山
ら
の
説
明
に
齟
齬
は
生
じ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、図
２
を
念
頭
に
議
論
を
進
め
て
も
支
障
な
い
が
、混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、以
下
、小
山
ら
の
訳
語
を
使
用
す
る
。

さ
て
、
本
章
の
前
節
で
は
、
通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
の
差
異
と
し
て
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
が
後

者
に
、
コ
ー
ド
が
前
者
に
な
い
点
を
あ
げ
た
。
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
が
「
承
認
さ
れ
た
変
換
」
を
担
う
に

は
、
変
換
規
則
の
体
系
で
あ
る
コ
ー
ド
を
必
要
と
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
要
因
と
し
て
あ
げ
っ
て
い

な
い
が
通
信
モ
デ
ル
で
も
、
変
換
を
司
る
コ
ー
ド
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
通
信
モ
デ
ル
の
要

諦
が
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
含
め
た
三
要
因
が
コ
ー
ド
を
参
照
し
な
が
ら
変
換
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
点
は
、
既
に
説
明
し
た
。

通
信
モ
デ
ル
で
は
、
ノ
イ
ズ
の
発
生
と
い
う
変
換
の
異
状
が
感
知
さ
れ
る
と
、
変
換
作
業
を
行
う
三
要
因
の
障
害
と
し

て
処
理
さ
れ
、
三
要
因
の
い
ず
れ
に
も
問
題
が
な
け
れ
ば
変
換
の
規
則
を
司
る
コ
ー
ド
の
障
害
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
審
級

が
あ
る
。

言
語
モ
デ
ル
で
は
ど
う
か（

45
）。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
焦
点
を
あ
て
る
機
能
、
つ
ま
り
言
語
モ
デ
ル
の
「
交
話
的
機
能
」
に
は
、
確

か
に
、
ノ
イ
ズ
の
発
生
に
相
当
す
る
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
が
含
ま
れ
る
。
電
話
で
相
手
の
声
が
遠
い
と
き
や
、
沈
黙
が
長
く

続
い
た
際
の
呼
び
か
け（
例
え
ば
、「
も
し
も
し
」）は
、
相
手
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
否
か
を
確
認

す
る
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
交
話
的
機
能
」
に
は
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
保
守
、
確
認
以
外
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
た
り
、
継
続
し
た
り
、
終
結
さ
せ
る
働
き
も
含
ま
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
挨
拶
に

よ
っ
て
開
始
、
終
結
し
、
沈
黙
の
気
ま
ず
さ
を
紛
ら
わ
す
会
話
に
よ
っ
て
継
続
も
す
る
。
言
語
モ
デ
ル
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
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確
か
に
「
承
認
さ
れ
た
変
換
」
を
保
証
す
る
機
能
を
担
う
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
多
様
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

ま
た
、
話
が
通
じ
な
い
と
き
、
同
一
の
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
送
り
手
は
コ
ー
ド
に

焦
点
を
あ
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
が
あ
る
。「
〜
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」と
い
う
発
話
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

コ
ー
ド
に
対
応
す
る
「
メ
タ
言
語
的
機
能
」
に
も
、
確
か
に
、
ノ
イ
ズ
の
発
生
に
相
当
す
る
ケ
ー
ス
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

働
き
が
含
ま
れ
る
。
前
記
の
発
話
状
況
の
例
か
ら
す
る
と
、
コ
ー
ド
に
基
づ
く
正
確
な
変
換
の
不
全
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
と
解
釈
し
て
も
無
理
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
小
山
は
、
言
語
に
、
意
味
コ
ー
ド（
ラ
ン
グ
）と
言
語
使
用（
パ
ロ
ー
ル
）

の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
梃
子
に
、「
メ
タ
言
語
的
機
能
」
に
も
二
つ
の
下
位
範
疇
、
す
な
わ
ち
「
メ
タ
意
味
論
的
機
能
」

と
「
メ
タ
語
用
論
的
機
能
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
前
者
の
ケ
ー
ス
が
、
語
彙
や
言
い
回
し
の
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化

し
た
意
味
を
尋
ね
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
静
態
的
な
ラ
ン
グ
の
コ
ー
ド
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
後
者

の
ケ
ー
ス
で
は
、
例
え
ば
、
教
師
が
い
や
み
な
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
生
徒
を
ほ
め
る
状
況
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
言
語
に

よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
釈
は
、
教
師
の
表
情
、
声
調
、
そ
の
他
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
強
く
依
存
す
る
。
後
者
で
問
題
に
な

る
の
は
、
語
や
言
い
回
し
の
意
味
以
上
に
、
行
為
の
意
味
、
行
為
の
解
釈
枠
で
あ
る
。「
メ
タ
言
語
的
機
能
」
の
範
囲
を
、

辞
書
、
辞
典
に
あ
る
文
法
、
語
彙
な
ど
形
式
的
、
か
つ
静
態
的
な
意
味
の
コ
ー
ド
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
モ
デ
ル
は
、

後
者
の
例
の
よ
う
な
「
メ
タ
語
用
論
的
機
能
」
を
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
通
信
モ
デ

ル
は
、
電
気
通
信
の
数
学
的
モ
デ
ル
と
い
う
出
自
か
ら
し
て
、
当
然
、
静
態
的
な
意
味
で
の
コ
ー
ド
を
想
定
す
る
一
方
、

意
味
コ
ー
ド
以
上
の
解
釈
枠
に
つ
い
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、言
語
モ
デ
ル
の「
メ

タ
言
語
機
能
」
に
「
メ
タ
語
用
論
的
機
能
」
が
含
ま
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
コ
ー
ド
概
念
の
外
延
は
、
通
信
モ
デ
ル
の
そ
れ

よ
り
も
広
い
と
結
論
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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言
語
モ
デ
ル
の
六
つ
の
要
因
の
う
ち
、
最
も
こ
の
モ
デ
ル
に
特
徴
的
な
の
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
そ
れ
に
対
応
す
る
「
詩

的
機
能
」
で
あ
る（

46
）。「

詩
的
機
能
」
と
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
る
言
語
の
働
き
で
あ
る
。
坪
井
に

よ
れ
ば
、「
詩
的
機
能
」
は
「
反
復
作
用
に
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
身
を
指
し
示
す
機
能
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
『
地
』
で
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
フ
ィ
ギ
ュ
ア（
図
）と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
と
し
て
生
成
さ
れ
る（
テ
ク
ス
ト
化
・
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
す
る
）」（
小
山 

二
〇
〇
八
：

八
一
）過
程
で
あ
り
、
こ
の
過
程
が
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
が
「
詩
」（
韻
文
）で
あ
る
。
ま
た
、
小
山
は
、「
詩
的
機
能
」

が
「
文
法
研
究（
言
語
学
）と
文
学
研
究（
詩
学
）と
を
理
論
的
に
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
学
問
に
お
い

て
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
機
能
の
定
義
も
、
文
法（
言
語
構
造
）研
究
の
理
論
的
枠
組
と
直
接
に

つ
な
が
る
か
た
ち
で
為
さ
れ
て
い
る
」（
小
山
二
〇
〇
八
：
二
一
四
）と
指
摘
す
る
。「
テ
ク
ス
ト
化
：
テ
ク
ス
ト
の
生
成
」、

「
反
復
作
用
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
図
化
」、
お
よ
び
「
詩
学
と
言
語
学
を
統
合
す
る
言
語
理
論
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
言

語
モ
デ
ル
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

小
山
は
、「
詩
的
機
能
」
の
定
義
が
、
文
法
構
造（
ラ
ン
グ
）
と
言
語
使
用（
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
、
パ
ロ
ー
ル
）
と
の
関

係
、
つ
ま
り
言
語
理
論
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
詩
的
機
能
」
を
、「
選
択 se

le
ctio

n

」
と
「
連
結 

co
m

b
in

atio
n

」
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
二
つ
の
根
本
原
理
か
ら
説
き
起
こ
す（

47
）。

大
統
領
候
補
だ
っ
た
Ｄ
・
ア
イ
ゼ

ン
ハ
ワ
ー（E

ise
n

h
o

w
e
r, D

. 

一
八
九
〇
〜
一
九
六
九
年
）の
選
挙
用
フ
レ
ー
ズ
、“I lik

e
 Ik

e
”

を
例
に
採
ろ
う（Ik

e

は
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
愛
称
）。
ま
ず
、
主
語
部
分
で
は
、
一
人
称
・
二
人
称
代
名
詞
の
範
疇
列
か
ら
「I

」
が
「
選
択
」
さ
れ

て
い
る
。
同
じ
く
動
詞
句
の
動
詞
部
分
で
は
、
感
情
を
表
わ
す
動
詞
の
範
疇
列
か
ら
「lik

e

」
が
「
選
択
」
さ
れ
、
目
的

語
部
分
で
は
男
性
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
の
範
疇
列
か
ら
「Ik

e

」
が
「
選
択
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
列
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に
属
す
る
要
素（
感
情
を
表
わ
す
動
詞
な
ら
、lik

e
, h

ate
, lo

ve

な
ど
）の
間
に
同
一
の
属
性（
類
似
性
）が
認
め
ら
れ
る
一

方
、
異
な
っ
た
範
疇
列
に
属
す
る
も
の（
例
え
ば
、w

e

とlik
e

）の
間
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。
範
疇
列
は
、
類
似
性 

sim
ilarity

 

や
同
一
性 e

q
u

ivale
n

ce
 

と
い
う
類
像
的 ico

n
ic 

な
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

他
方
、「
連
結
性
」
の
基
底
に
あ
る
の
は
、「
連
続
性 co

n
tig

u
ity

」
の
原
理
で
あ
る
。
実
際
の
文
に
お
い
て
、各
要
素
は
、

連
辞
軸 sy

n
tag

m
atic ax

is;  ax
is o

f co
m

b
in

atio
n

 

上
に
連
続
し
て
現
わ
れ
る（

48
）。“I lik

e
 Ik

e
”

と
い
う
文
で
も
、「I

」

「lik
e

」「Ik
e

」
の
三
語
は
各
範
疇
列
か
ら
「
選
択
」
さ
れ
た
後
に
「
連
続
」
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
同
一
範
疇
列
の
要
素（I, 

y
o

u
, w

e

な
ど
）が
、
文
に
「
連
続
」
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
要
素
が
「
選
択
」
さ
れ
て
現
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
詩
的
機
能
の
核
心
は
、
一
言
で
言
う
と
、
連
続
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
連
辞
上
に
、

類
似
性（
同
じ
も
の
の
反
復
）が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
の
指
摘
に
あ
る（

49
）。“I lik

e
 Ik

e
”

の
文
で
は
、「I

」「lik
e

」「Ik
e

」

の
間
に
二
重
母
音（/

ay/

）の
繰
り
返
し（
反
復
）が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
異
な
る
範
疇
列
か
ら
「
選
択
」
さ
れ
た
要
素
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
要
素
間
に
類
似
性
が
成
立
し
て
い
る
。
翻
っ
て
、“I h

ate
 Jo

h
n

”

の
よ
う
に
反
復
の
な
い
文
に
は
、“I 

lik
e
 Ik

e
”

に
あ
る
詩
的
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
選
択
」
さ
れ
た
要
素
間
の
類
似
性
が
希
薄
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、「
同
一
性
・
類
似
性
の
原
理
は
、
範
疇
列（
＝
選
択
軸 ax

is o
f se

le
ctio

n

）を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
原
理
が
、
連
続
性
原
理
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
連
辞
軸
上
に（「
投
射
」
さ
れ
て
）現
わ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、

連
辞
軸
上
に
同
一
な
い
し
類
似
し
た
も
の（
韻
な
ど
）が
反
復
し
て
生
起
す
る
と
き
、
我
々
は
、
詩
的
機
能
が
働
い
て
い
る

と
認
め
る
の
で
あ
る
」（
小
山 

二
〇
〇
八
：
二
一
六
―
二
一
七
）（

50
）

以
上
の
「
詩
的
機
能
」
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
小
山
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
特
長
を
、
以
下
の
よ
う
に
総
括



129 マクルーハンによるヤコブソン理解のドグマ

す
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
六
機
能
モ
デ
ル
の
焦
点
は
、
解
釈
コ
ー
ド
に
で

は
な
く
、
メ
ッ
セ
ー
ジ（
＝
テ
ク
ス
ト
）に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
所

与
の
も
の
」
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い（
前
項
で
述
べ
た
、
情
報
理
論
的（
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
的
）コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
「
所
与
の
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）。

す
な
わ
ち
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
、
上

述
の
六
つ
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
生
成
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
明
ら
か
に
し
た
。
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
六
機
能
モ
デ
ル
の
核
心
は
、
テ
ク
ス
ト（
化
）と
コ
ン
テ
ク
ス
ト（
化
）の
相
互
作
用
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る
点
に
こ
そ
あ
る（cf. S

ilve
rste

in
 &

 U
rb

an
, 1

9
9
6

）（
小
山 

二
〇
〇
八
：
二
一
七
―

二
一
八
）

こ
こ
で
言
う
「
テ
ク
ス
ト
」
と
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
、
我
々
に
認
識
可
能
な
も
の
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
理
解
・
解
釈
や
相
互
行
為
が
織
り
成
す
も
の
と
し
て
の
「
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
っ

て
、
書
物
や
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
書
か
れ
た
作
品
」
で
は
な
い（

51
）。

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
先
立
っ
て
送

り
手
の
元
で
予
め
決
ま
っ
て
い
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
所
与
の
も
の
」
で
は
な
く
、
詩
的
効
果
の
あ

る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
核
心
に
は
、
こ
の
よ
う
な
生
成
の
過
程
が
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あ
り
、
こ
れ
を
言
語
モ
デ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
言
語
モ
デ

ル
は
通
信
モ
デ
ル
と
質
的
に
異
な
る
モ
デ
ル
だ
と
言
い
得
る
。
こ
の
生
成
過
程
を
、
小
山
は
、「
テ
ク
ス
ト
化
」
と
「
コ

ン
テ
ク
ス
ト
化
」
の
相
互
作
用
と
表
現
す
る
。

で
は
、
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
過
程
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
や
そ
の
構
成
要
素
を
具
体
物
と
化
し re

ifi
catio

n

、「
持
続
す
る
も
の e

n
d

u
rin

g
 th

in
g

」
に
変
貌
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る（cf. Jak

o
b

so
n

, 1
9
6
0
 : 3

7
1

）。
よ
り
平
易
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
は
、
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト（
背
景
、
グ
ラ
ン
ド
、
地
）か
ら
浮
き
立
ち
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
区
別
さ
れ
る
フ
ィ
ギ

ュ
ー
ル（
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
図
）と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
可

能
に
し
て
い
る
の
が
、
上
述
の
詩
的
機
能 p

o
e
tic fu

n
ctio

n
 

で
あ
る（
小
山 

二
〇
〇
八
：
二
一
八
）

以
上
の
説
明
で
、「
詩
学
と
言
語
学
を
統
合
す
る
言
語
理
論
」
か
ら
説
き
起
こ
し
た
議
論
が
、「
テ
ク
ス
ト
化
：
テ
ク
ス

ト
の
生
成
」、「
反
復
作
用
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
図
化
」
と
繋
が
る
。
詩
の
特
徴
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト

か
ら
顕
著
に
浮
き
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
が
、
類
似
し
た
単
位
の
繰
り
返
し

の
意
味
で
の
「
反
復
」、
す
な
わ
ち
「
同
一
性
・
類
似
性
の
原
理
が
連
結
軸
の
上
に
現
わ
れ
る
」
事
態
で
あ
る
。
類
像
性 

ico
n

ic 

（
あ
る
い
は
そ
の
極
端
な
現
わ
れ
と
し
て
の
同
一
性
）の
原
理
に
基
づ
く
「
反
復
」
が
テ
ク
ス
ト
を
構
成
し
、
テ
ク

ス
ト（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）が
地
と
し
て
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
図
化
す
る
。
言
語
モ
デ
ル
の
核
心
に
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理

学
の
図
―
地
の
原
理
を
基
礎
に
し
た
、
テ
ク
ス
ト
化
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
の
相
補
的
な
過
程
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
要
因
に
限
れ
ば
、
通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
は
ほ
ぼ
同
一
と
見
做
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

小
山
ら
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
で
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
所
与
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
構
築
さ
れ
て
い
く
点
を
指
摘
し
、
通
信
モ
デ
ル
と
の
異
質
性
を
主
張
し
た（

52
）。

こ
こ
ま
で
の
議
論

で
言
語
モ
デ
ル
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
、導
管
モ
デ
ル
と
規
定
さ
れ
る
通
信
モ
デ
ル
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
異
な
る
以
上
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
に
お
い
て
、
両
者
の
連
続
性
を
想
定
す
る
の
は
誤
り
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
来
事
モ
デ
ル（
現
代
言
語
人
類
学
に
お
け
る
「
出
来
事
モ
デ
ル
」）

通
信
モ
デ
ル
で
開
示
さ
れ
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
に
関
す
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
解
は
、
そ
の
後
、
ハ
イ
ム

ズ
、
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
ら
に
よ
っ
て
現
代
言
語
人
類
学
の
「
出
来
事
モ
デ
ル
」
に
引
き
継
が
れ
、
発
展
し
て
い
く
。
す

な
わ
ち
、
出
来
事
モ
デ
ル
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、
出
来
事 e

ve
n

t 

を
中
心
に
概
念
化
が
進
む（

53
）。

ま
ず
、
ハ
イ
ム
ズ
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
の
六
つ
の
要
因
を
踏
ま
え
つ
つ
、
言
語
人
類
学
者
な
ど
に
よ
る
経

験
的
な
研
究
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
出
来
事
の
構
成
要
因
と
し
て
以
下
の
七
つ
の
要
因
を
同
定
す
る

（
54
）。

す
な
わ
ち
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者 p

articip
an

ts : 

送
り
手
と
受
け
手
、
話
し
手
と
聞
き
手
、
な
ど
」「
接
触

回
路
と
そ
の
使
用
様
式 ch

an
n

e
ls an

d
 th

e
ir m

o
d

e
s o

f u
se : 

発
話
、
書
記
、
身
振
り
、
笛
、
な
ど
」「
コ
ー
ド co

d
e

：

言
語
的
、
非
言
語
的
、
音
楽
的
な
ど
を
含
む
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
る
環
境 se

ttin
g

」「
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形

態
と
ジ
ャ
ン
ル th

e
 fo

rm
s o

f m
e
ssag

e
s, an

d
 th

e
ir g

e
n

re
s : 

単
一
の
形
態
素
か
ら
な
る
文
か
ら
複
数
の
文
ま
で
」「
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
内
容 to

p
ics an

d
 co

m
m

e
n

ts

」「
出
来
事
そ
の
も
の
」
の
七
つ
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
で
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
概
念
は
上
記
の
要
因
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ム
ズ
の
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モ
デ
ル
の
登
場
に
よ
っ
て
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
な
く
「
出
来
事
」
を
中
心
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
概
念
化
す
る

可
能
性
が
拓
か
れ
た
。
こ
こ
で
言
う
「
出
来
事
」
に
は
、
言
語
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
授
受
行
為
に
限
ら
ず
、
笑
い
、
楽
器

の
音
、
顔
つ
き
、
動
作
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
出
来
事
」
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
指
し
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
ら
を
「
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た（
社
会
文
化
的
な
意
味
づ
け
が
可
能
な
）出
来
事
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

同
時
に
、
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
創
り
出
す
の
で
あ
る（

55
）。

ハ
イ
ム
ズ
の
出
来
事
モ
デ
ル（

56
）は

シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
に
継
承
さ
れ
、
記
号
論
的
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
体
系

化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
来
事
モ
デ
ル
は
、「
言
わ
れ
た
こ
と
」（
言
及
指
示
的
側
面
）と
「
為
さ
れ
た
こ
と
」（
非
言
及

指
示
的
・
社
会
指
標
的
・
相
互
行
為
的
側
面
）の
二
側
面
で
の
「
テ
ク
ス
ト
化
」
と
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
の
連
鎖
を
概

念
化
し
た
モ
デ
ル
に
更
新
さ
れ
る（

57
）。

そ
も
そ
も
理
論
的
に
は
無
限
の
解
釈
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
な
ま
の
出
来
事
」
が
、
社
会
文
化
的
に
意
味
を
持
つ
出
来

事
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
あ
る
出
来
事
が
意
味
の
あ
る
出
来
事
に
な
る
に
は
、
ま
ず
、
出
来
事
を
包

含
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
前
提
的
、
ま
た
は
創
出
的
に
指
し
示
さ
れ
る
こ
と（
＝「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」）が
必
要
で
あ
る
。

日
常
生
活
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
出
来
事
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
間
に
、
ま
と
ま
り
や
つ
な
が
り
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
や
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
て
い
る
原
理
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
類
像

化
作
用 ico
n

izatio
n

」、
す
な
わ
ち
「
詩
的
機
能
」
で
あ
る
。「
類
像
化
作
用
」
が
働
く
お
か
げ
で
、
通
常
、
出
来
事
に
よ

る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
喚
起
が
偶
然
性
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
な
ま
の
出
来
事
」
は
、相
互
行
為
の
「
モ

デ
ル
」
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
指
し
示
し（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
）、
指
し
示
さ
れ
た
「
モ
デ
ル
＝ty

p
e

」
に
よ
っ
て
、
そ

の
「
現
れ=

to
k

e
n

」
と
し
て
指
し
返
さ
れ
る（
＝
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
る
）こ
と
で
、
社
会
文
化
的
に
意
味
を
な
す
「
相
互
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行
為
の
テ
ク
ス
ト in

te
ractio

n
al te

x
t

」
を
創
り
出
す（

58
）。

そ
し
て
、
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
「
相
互
行
為
の
テ
ク
ス
ト
」

は
、
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
創
出
す
る
と
同
時
に
、
出
来
事
以
前
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
変
容
さ
せ

る
。
こ
う
し
て
、
あ
る
出
来
事
を
契
機
に
、「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
と
「
テ
ク
ス
ト
化
」
の
過
程
が
次
々
と
連
鎖
的
に
生

起
し
て
い
く
の
で
あ
る（

59
）。

ハ
イ
ム
ズ
、
お
よ
び
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
の
出
来
事
モ
デ
ル
か
ら
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
と
同
形
の
「
テ
ク

ス
ト
化
」
と
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
の
相
補
的
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
出
来
事
に
お
け
る
「
コ
ン

テ
ク
ス
ト
化
」
と
「
テ
ク
ス
ト
化
」
の
連
鎖
の
過
程
が
よ
り
明
示
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
パ
ー
ス
を
文
脈
に
解
釈
す
る
と
き
、
言
語
モ
デ
ル
と
出
来
事
モ
デ
ル
に
は
正
統
な
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る

が
、
両
モ
デ
ル
と
通
信
モ
デ
ル
の
間
に
は
連
続
性
を
認
め
ら
れ
な
い
、
と
結
論
で
き
る
。

２
―
３

通
信
モ
デ
ル
と
言
語
モ
デ
ル
を
関
連
付
け
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
理
解
の
是
非
を
判
断
し
よ
う
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
批
判
の
焦
点
は
、
そ
の
「
構
造
主
義
」
的
性
質
に
あ
っ
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
ソ
シ

ュ
ー
ル
を
筆
頭
に
し
た
「
構
造
主
義
者
」
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
通
時
態
と
共
時
態
の

区
別
を
評
価
す
る
一
方
、
両
者
の
関
係
性
の
考
察
が
欠
如
し
て
い
る
点
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
欠
如
が「
図
と
地
」

の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
理
解
不
足
に
由
来
す
る
と
主
張
し
た
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、「
構
造
主
義
者
」
た
ち

が
「
図
と
地
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
な
い
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
議
論
が
通
時
態
と
共
時

態
の
一
方
に
特
化
し
た
も
の
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で
歴
史
性
を
欠
き
、
共
時
態
に
特
化
し
た（
視
覚
的
、
左
脳
的
な
）も



134

の
に
な
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う
「
構
造
主
義
」
と
は
、
図
と
地
の
理
解
の
欠
如
に
起
因
す
る
、
あ
る
種
の
還
元
主
義

と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

小
山
は
、
シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
が
共
時
的
形
式
主
義
の
代
表
で
あ
る
生
成
文
法
を
否
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
注
意
を

促
す（

60
）。

シ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ン
は
、
形
式
を
機
能
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
、
機
能
を
無
視
し
て
形
式
の
み
を

研
究
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
現
代
の
文
法
論
の
や
り
方
を
一
貫
し
て
批
判
し
、
形
式（
象
徴
）と
機
能（
指
標
）の
相
関
の
理

論
化
こ
と
こ
そ
が
、
文
法
論
の
責
務
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
極
端
に
走
ら
ず
、
ま
た
単
な
る
折
衷
を
超
え
た
統
合
の

理
論
を
可
能
に
し
た
の
が
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
そ
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
経
由
し
た
パ
ー
ス
の
記
号
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
パ
ー
ス
の
記
号
論
の
な
か
で
類
像
、
指
標
、
象
徴
の
三
分
類
に
特
に
注
目
し
た
点
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
例
え
ば
、ソ
シ
ュ
ー
ル
の
文
法
論
の
機
軸
で
あ
る
連
辞
と
範
疇
列
が
指
標
性
と
類
像
性
で
説
明
で
き
た
よ
う
に
、

パ
ー
ス
の
記
号
論
、
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
す
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
理
論
は
高
度
に
包
括
的
な
理
論
だ
と
言
え
る
。
そ
し

て
、
包
括
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
が
記
号
の
一
機
能
の
研
究
に
特
化
し
た
他
の
理
論
と
一
線
を
画
す
点
は
、

強
調
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

パ
ー
ス
の
記
号
論
を
基
礎
に
す
る
と
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
議
論
の
還
元
主
義

的
性
質
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
か
ら
は
共
時
態
の
研
究
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の

文
法
論
か
ら
は
文
法
形
式
の
研
究
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
神
話
分
析
か
ら
は
静
態
的
神
話
構
造
の
研
究
に
特
化
す
る

傾
向
を
指
摘
で
き
る
。
三
者
に
共
通
す
る
の
は
象
徴
の
研
究
へ
の
特
化
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
包
括
的
な
体
系
性
を
欠
く
点

で
三
者
は
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
文
法
論
は
、
そ
の
形
式
的
性
格
で
通
信
モ
デ
ル
と
極
め
て
親
和

性
が
高
い
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
集
団
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
入
ら
な
い
点
に
つ
い
て
も
は
や
贅
言
は
不
要
だ
ろ
う
。
ヤ
コ
ブ
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ソ
ン
の
言
語
モ
デ
ル
は
、
特
定
の
機
能
、
あ
る
い
は
位
相
へ
の
特
化
と
は
逆
の
、
包
括
的
な
体
系
性
を
備
え
て
い
た
。

「
構
造
主
義
」
批
判
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
議
論
は
パ
ー
ス
の
記
号
論
の
な
か
で
整
理
で
き
る
。
パ

ー
ス
の
記
号
論
を
基
礎
に
す
る
と
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
「
構
造
主
義
」
の
範
囲
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
、
レ

ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、「
構
造
主
義
」
と
通
信
モ
デ
ル
を
関
連
付
け
る
点
に
も
問
題
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
「
構
造
主
義
者
」
に
含
め
る
こ
と
に
も
、
そ
の
言
語
モ
デ
ル
を
通
信
モ
デ
ル
と
関
連
付
け
る
こ

と
に
も
妥
当
性
は
見
出
せ
な
い
。
パ
ー
ス
の
記
号
論
を
前
提
に
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
立
論
で
は
、

「
構
造
主
義
」
や
通
信
モ
デ
ル
と
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
の
関
連
性
は
立
証
で
き
な
い
。

三
章
―
ま
と
め

こ
こ
ま
で
の
論
考
で
、
少
な
く
と
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
理
解
す
る
意
味
で
の
「
構
造
主
義
者
」
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
含
め

る
の
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

構
造
主
義
批
判
に
お
け
る
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
勇
み
足
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
訳
に
い
か
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
の
勇
み
足
に
よ
っ
て
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
の
本
質
が
看
過
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
確
か
に
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
ヤ
コ

ブ
ソ
ン
理
解
は
不
十
分
だ
っ
た
。
し
か
し
、
通
信
モ
デ
ル
批
判
の
焦
点
、
お
よ
び
通
信
モ
デ
ル
へ
の
批
判
が
図
と
地
の
発

想
に
基
づ
く
詩
的
言
語
の
追
究
に
向
か
っ
た
点
に
注
目
す
る
と
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
発
言
か
ら
は
、
言
語
理
論
に
対
す
る

無
理
解
の
み
な
ら
ず
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
理
論
と
の
類
似
性
、
お
よ
び
パ
ー
ス
の
記
号
論
と
通
底
す
る
思
想
さ
え
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
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マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
、
通
信
モ
デ
ル
を
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
・
モ
デ
ル
」
と
表
現
し
、
批
判
し
た
理
由
は
、
こ
の
モ
デ
ル
が
、

送
り
手
が
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
導
管
輸
送
に
特
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
を
創
出
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
主
題
を
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
＝
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
等
式
の
保
証
に
切
り
詰
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
マ

ク
ル
ー
ハ
ン
が
、
送
り
手
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
の
意
義
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
か
ら
の
影

響（
＝「
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」）の
理
解
に
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
影
響
は
潜
在
的
で
、
直
接
的
な

検
証
で
は
接
近
で
き
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
住
ま
い
、
環
境
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
か
ら
常
に
影
響
を
受
け
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
人
間
は
、
新
旧
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
一
方
が
地
と
な
り
、
他
方
が
図
化
す
る
転
換
期
を
除
き
、
メ
デ
ィ
ア
環
境

の
存
在
に
さ
え
気
づ
か
な
い
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
徴
は
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
自
ず
と
図
化
し
た
様
子

を
範
例
に
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
対
し
て
こ
と
ば
に
よ
る
間
接
的
な
接
近
を
図
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ

ィ
ア
研
究
は
、
環
境
に
埋
没
し
た
人
間
が
こ
と
ば
を
「
正
し
く
」
操
る
こ
と
で
環
境
を
超
越
す
る
と
い
う
意
味
で
の
、
人

間
の
復
権
を
基
調
に
し
て
い
る
の
で
あ
る（

61
）。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う
詩
人
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、「
言
語
と
文
化
の
全
体
性
を
、
個
人
的
才
能
が
か
か
わ
り
を

持
つ
べ
き
統
一
さ
れ
た
地
」（M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

1

）と
見
做
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
認
識
を
欠
く
者
に
詩
人

の
資
格
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
者
の
発
言
に
は
詩
の
機
能
も
期
待
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
詩
的
言
語
に
よ
る
文
化
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
顕
在
化
を
志
向
し
な
い
す
べ
て
の
詩
論
は
、「
地
を
欠
い
た
図
」、ま
た
は「
左
脳
的
」と
糾
弾
さ
れ
る
。
逆
に
、「
統

一
さ
れ
た
地
」
か
ら
の
超
越（
＝
図
化
）を
図
り
、
そ
の
企
て
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
実
践
す
る
者
に
は
詩
人
の
資
格
が
賦
与

さ
れ
る
、
そ
し
て
、「
図
と
地
」
の
接
合
関
係
を
言
語
化
す
る
議
論
の
み
が
詩
論
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
詩
論
を
追
究
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
に
詩
人
た
る
こ
と
を
課
し
た
。
そ
の
著
書
に
ち
り
ば
め
ら
れ

た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
は
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
超
越
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
「
テ
ク
ス
ト
」
を

め
ざ
す
こ
と
ば
の
群
な
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
、
テ
ク
ス
ト
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
顕
著
に
浮
き
上
が
る
こ
と
で
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
形
式
的
な
構
造
化
を
地
と
し
て
観
察
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
を
想
起
す
れ
ば
、
両
者

の
思
想
に
類
似
性
を
認
め
る
の
は
難
し
く
な
い
。
ま
た
、マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、「
所
与
の
も
の
」
で
は
な
く
、

詩
的
効
果
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
生
成
さ
れ
る
こ
と
ば
と
解
釈
す
れ
ば
、
通
信
モ
デ
ル
へ
の
批
判
に
お
い
て
、
両
者
の

焦
点
は
同
じ
一
点
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

テ
ク
ス
ト
の
構
成
原
理
に
つ
い
て
も
、
両
者
の
思
想
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、「
類
像
性 

ico
n

ic

」
の
原
理
に
基
づ
く
「
反
復
」
を
テ
ク
ス
ト
の
構
成
原
理
と
し
て
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
図
と

地
の
「
界
面
」
で
形
成
さ
れ
る
関
係
を
「
イ
コ
ン
的 ico

n
ic

」（M
cL

u
h

an
 &

 P
o

w
e
rs 1

9
8
9
 : 2

3

）と
表
現
し
て
い
た
。「
図

と
地
」
を
「
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
化
の
要
件
に
こ
と

ば
の
「
類
像
性 ico

n
ic

」
を
挙
げ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
実
際
、“T

h
e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ssag

e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は

メ
ッ
セ
ー
ジ
」）は
、“T

h
e
 m

e
ssag

e
 is th

e
 m

e
ssag

e
.”

（「
メ
ッ
セ
ー
ジ
は（
＝
）メ
ッ
セ
ー
ジ
」）、
お
よ
び
こ
の
テ
ー
ゼ

を
自
明
の
も
の
と
す
る
通
念
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
し
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
化
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ

ー
ジ
」
が
詩
的
言
語
た
り
う
る
の
は
、
ま
ず
、
批
判
の
対
象
と
な
る
通
信
モ
デ
ル
を“m

e
ssag

e
”

と“m
e
ssag

e
”

の
「
同

一
性
」（
＝M

M

）に
基
づ
く
テ
ー
ゼ
で
総
括
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
連
辞
の
「
連
続
性
」
と
選

択
の
「
同
一
性（
類
似
性
）」
の
点
で
こ
の
テ
ー
ゼ
と
同
形（
＝M

M

）で
あ
り
な
が
ら
、”m

e
ssag

e
”

を“m
e
d

iu
m

”

に
置

き
換
え
る
操
作
で
、
当
初
の
意
味
を
図
化
さ
せ
つ
つ
反
転
さ
せ
る
詩
的
効
果
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
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以
後
、“T

h
e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ssag

e
.”

が
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン（
＝M
M

）の
代
名
詞
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

“T
h

e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ssag

e
.”

の
テ
ー
ゼ
は
、
程
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
触
覚
的
性
質
を
表
現
す
る

“T
h

e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

assag
e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
」）に
変
形
し
た（

62
）。

一
九
六
九
年
のC

ou
n

terbla
st

（『
カ

ウ
ン
タ
ー
ブ
ラ
ス
ト
』）に
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
明
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
人
工
物
が
散
在
す
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
と
、
そ

こ
か
ら
及
ぼ
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
乱
雑
さ
表
現
す
る“T

h
e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ss ag

e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
収
拾
の
つ
か

な
い
時
代
」）が
見
ら
れ
る（

63
）。

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
前
年
の
論
考（

64
）

に
登
場
す
る
三
つ
の
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
、“T

h
e
 

m
e
d

iu
m

 is th
e
 m

assag
e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
マ
ッ
サ
ー
ジ
」）、“T

h
e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

ass ag
e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
大
衆

の
時
代
」）、“T

h
e
 m

e
d

iu
m

 is th
e
 m

e
ss ag

e
.”

（「
メ
デ
ィ
ア
は
収
拾
の
つ
か
な
い
時
代
」）の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
先
行
す
る
テ
ー
ゼ
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
際
限
の
な
い
テ
ク
ス
ト
化
を
行
う
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
戦
略
か
ら
は
、
単
な

る
こ
と
ば
遊
び
以
上
の
、
類
像
性
へ
の
執
着
が
読
み
取
れ
る
。

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
通
信
モ
デ
ル
と
も
、
通
信
モ
デ
ル
へ
の
局
地
的
な
異
議
申
し
立
て
と
も
異
質
な
、
ま
っ
た
く
新
し

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
を
構
想
し
た
。
そ
の
意
図
が
詩
的
言
語
を
追
究
す
る
詩
論
に
収
斂
す
る
こ
と
は
既
に

述
べ
た（

65
）。

本
稿
で
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
理
解
の
是
非
を
論
じ
た
結
果
、
図
ら
ず
も
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

の
詩
論
が
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

両
者
の
類
似
性
を
論
う
こ
と
の
可
否
は
、
文
献
学
的
に
は
、
ま
ず
は
パ
ー
ス
の
受
容
か
ら
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
の
文
献
表
に
は
パ
ー
ス
の
名
前
を
見
つ
け
ら
れ
な
い（

66
）。

図
と
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
授
け
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
性
の
哲
学
が
時
代
の
空
気
と
し
て
両
者
を
つ
な
い
だ
可
能

性
も
、
今
後
の
検
証
課
題
と
し
て
残
る
。
そ
し
て
、
図
と
地
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
認
識
対
象
と
認
識
主
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体
の
そ
れ
ぞ
れ
が
図
と
地
の
構
え
を
持
つ
と
し
た
廣
松
渉（
一
九
三
三
〜
一
九
九
四
年
）の
哲
学
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。
ま
た
、
パ
ー
ス
に
基
づ
く
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
解
釈
か
ら
導
か
れ
た
「
テ
ク
ス
ト
」
の
概
念
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
や

は
り
同
時
代
の
Ｒ
・
バ
ル
ト（B

arth
 R

. 

一
九
一
五
〜
一
九
八
〇
）ら
の
仕
事
を
避
け
て
は
通
れ
ま
い
。

本
稿
で
は
、
主
に
論
理
の
次
元
で
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
類
似
性
に
逢
着
し
た
。
両
者
を
繋
い
だ
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
問
う
な
ら
ば
、
次
に
や
る
べ
き
は
、
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
ま
で
の
時
代
の
空
気
を
再
現
す
る
作
業
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
し
ば
た　

た
か
し
・
北
海
学
園
大
学
教
授
）
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﹈

（
1
）
柴
田
（
二
〇
一
三
）

（
2
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
物
理
学
教
授
だ
っ
た
Ａ
・
ソ
ー
カ
ル
（S

o
k

al, A
. 

一
九
五
五
年
〜
）
が
起
こ
し
た
学
問
上
の
事
件
。
一
九
九

六
年
、
ソ
ー
カ
ル
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
家
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
奉
じ
る
科
学
論
者
が
使
用
す
る
科
学
用
語
の
誤
り

を
揶
揄
す
る
目
的
で
、
科
学
的
に
は
で
た
ら
め
な
用
語
を
散
り
ば
め
た
論
文
を
作
成
し
、
文
化
研
究
の
学
術
誌
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
テ
ク

ス
ト
』
誌
（S

ocia
l T

ext, D
u

k
e
 U

n
ive

rsity
 P

re
ss

）
に
投
稿
し
た
。
当
該
論
文
の
掲
載
号
が
公
刊
さ
れ
た
後
、
論
文
の
で
た
ら
め
振

り
を
暴
露
し
、
同
誌
の
査
読
体
制
、
お
よ
び
科
学
用
語
の
安
易
な
援
用
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
科
学
者

と
科
学
論
者
と
の
間
の
論
争
（
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
勃
発
し
た
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
エ
ン
ス
・
ウ
ォ
ー
ズ
）
が
再
燃
し
た
。

（
3
）
単
な
る
主
観
的
な
「
意
図
」
の
再
現
を
意
味
す
る
の
で
も
な
い
点
で
は
、
Ｗ
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（D

ilth
e
y
, W

. 

一
八
三
三
〜
一
九
一
一
）

に
継
承
さ
れ
た
解
釈
学
と
も
通
底
す
る
と
考
え
る
。cf. 

安
酸
（
二
〇
一
四
：
一
六
六
―
一
六
九
）。

（
4
）
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
理
解
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
早
稲
田
大
学
人
間
科
学
学
術
院
の
古
山
宣
洋
教
授
か
ら
御
指
摘
が
あ
っ
た
。

（
5
）M

cL
u

h
an

 (1
9
6
4
 : 2

4
2
)

（
6
）M

cL
u

h
an

 (1
9
6
4
 : 2

6
7
)

。
同
様
の
記
述
は
、
晩
年
の
著
書
に
も
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、M

cL
u

h
an

, M
. &

 M
cL

u
h

an
, 

E
. (1

9
8
8
 : 8

6
-9

1
) ;  M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs (1

9
8
9
 : 7

5
-7

6
)

。

（
7
） 「
ア
メ
リ
カ
の
応
用
数
学
者
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
電
気
工
学
と
数
学
を
学
び
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
大
学
院
で
電
気
回
路

理
論
を
研
究
。 

一
九
四
一
年
よ
り 

五
七
年
ま
で
ベ
ル
電
話
研
究
所
に
勤
め
、
四
八
年
同
僚
の 

Ｗ
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
と
共
著
で
『
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
数
学
的
理
論
』
を
発
表
し
た
。
こ
の
本
の
な
か
で
彼
は
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
概
念
を
使
っ
て
情
報
量
を
定
義
し
、
現
代
の

情
報
理
論
の
基
礎
を
築
い
た
。 

五
七
年
よ
り
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
技
術
研
究
所
教
授
」（
ブ
リ
タ
ニ
カ
・
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
）h

ttp
 : //

jap
an

.e
b

.co
m

/
rg/

article
-0

5
3
0
1
1
0
0

（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
日
取
得
）

（
8
）S

h
an

n
o

n
 &

 W
e
ave

r (1
9
4
9
 : 5

)
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（
9
）S

h
an

n
o

n
 &

 W
e
ave

r (1
9
4
9
 : 3

)

（
10
）S

h
an

n
o

n
 &

 W
e
ave

r (1
9
4
9
 : 9

9
)

（
11
）「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
初
出
は
、
一
九
五
八
年
の
全
米
教
育
放
送
者
協
会
の
年
次
大
会
の
基
調
講
演
と
さ
れ
て
い
る
。cf. 

B
e
n

e
d

e
tti &

 D
e
H

art e
d

s. (1
9
9
7
 : 3

1
) 

（
12
）
柴
田
（
二
〇
一
三
：
九
―
一
二
）

（
13
）
ゴ
ー
ド
ン
（
ゴ
ー
ド
ン 1

9
9
7

＝2
0
0
1
 : 2

0
9

）
に
よ
れ
ば
一
九
七
三
年
で
あ
る
。

（
14
）M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs (1

9
8
9
 : x

i, x
iii)

（
15
）
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
フ
ラ
イ
は
、
と
も
に
「
地
を
欠
い
た
図
」
と
い
う
左
脳
的
思
考
に
囚
わ
れ
て
い
る
。

cf. M
cL

u
h

an
(1

9
8
8
 : 8

7
-9

1
）

（
16
）
柴
田
（
二
〇
一
三
：
一
四
六
―
一
四
八
）

（
17
）M

cL
u

h
an

 (1
9
6
4
 : 3

)

。 

ま
た
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。「
も
し
『
話
し
こ
と
ば
の
内
容
は
何
か
』
と
問
わ

れ
た
な
ら
ば
、『
そ
れ
自
体
は
非
言
語
的
な
、
実
際
の
思
考
過
程
』
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
」( M

cL
u

h
an

 1
9
6
4
 : 8

)

。
こ
の
記
述
か
ら
、

最
も
原
初
的
な
「
発
明
」
は
「
話
し
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
話
し
こ
と
ば
が
西
欧
に
特
有
の
「
発
明
」
で
は
な
い
と
こ
ろ

か
ら
話
し
こ
と
ば
を
含
め
た
四
つ
の
区
分
を
立
て
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
援
用
す
る
「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
」
は
、
専
ら
ル
ビ
ン
の
「
図
と
地
」
の
知
見
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心

理
学
一
般
の
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。cf. 

柴
田
（
二
〇
一
三
：
一
五
〇
）

（
19
）
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
書
に
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
語
が
頻
出
す
る (e

.g
. M

cL
u

h
an

 &
 W

atso
n

 (1
9
7
0
 : 5

4
) ;  M

c-

L
u

h
an

 &
 N

e
vitt (1

9
7
2
 : 1

2
2
))

。『
地
球
村
』( M

cL
u

h
an

 &
 P

o
w

e
rs 1

9
8
9
 : 2

1
)

で
は
、
共
約
不
可
能
な
二
つ
の
集
合
、
ま
た
は
集
合

の
認
識
方
法
を
表
現
す
る
た
め
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
語
を
積
極
的
に
使
用
し
つ
つ
、
Ｔ
・
ク
ー
ン
（K

u
h

n
, T

. 

一
九
二
二
〜
一
九
九
六
年
）

が
、
や
は
り
「
図-

地
」
の
発
想
を
十
分
に
理
解
せ
ず
、
文
化
的
地
を
欠
い
た
図
と
し
て
し
か
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
語
を
使
用
し
て
い
な
い
点

で
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
使
用
す
る
「
触
覚
的
」
の
語
に
は
、
い
わ
ゆ
る
触
覚
的
な
も
の
の
意
味
に
加
え
て
、
視
覚
と
聴
覚
の
二
元
論
を
調

停
す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
特
定
の
感
覚
様
相
に
還
元
で
き
な
い
側
面
を
持
つ
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
「
触
覚
」



144

を
「
余
計
な
も
の
」
と
指
摘
し
た
門
林
（
二
〇
〇
五
）
の
慧
眼
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

（
21
）
柴
田
（
二
〇
一
一
：
三
四
―
三
七
）、
柴
田
（
二
〇
一
三
：
一
二
―
一
八
）

（
22
）
柴
田
（
二
〇
一
一
：
九
〇
―
九
九
）、
柴
田
（
二
〇
一
三
：
一
〇
五
―
一
五
〇
）

（
23
）=

S
au

ssu
re

, F
. d

e
. C

ou
rse in

 G
en

era
l L

in
gu

istics, E
d

ite
d

 b
y
 C

h
arle

s B
ally

 an
d

 A
lb

e
rt S

e
ch

e
h

ay
e
 in

 co
llab

o
ratio

n
 w

ith
 

A
lb

e
rt R

e
id

lin
g

e
r, T

ran
slate

d
 w

ith
 in

tro
d

u
ctio

n
 an

d
 n

o
te

s b
y
 W

ad
e
 B

ask
in

, N
e
w

 Y
o

rk
 : M

cG
raw

-H
ill, 1

9
5
9
 : 8

1
. 

（
24
）
ハ
イ
ム
ズ(H

e
im

s 1
9
9
1=

2
0
0
1
 : 3

9
6
)

を
参
照
し
た
。 

（
25
）Jak

o
b

so
n

 (1
9
6
0
a : 3

5
3
, 3

5
7
)

（
26
）Jak

o
b

so
n

 (1
9
6
0
a : 3

5
6
)

（
27
）
柴
田
（
二
〇
一
三
：
二
六
―
三
一
）

（
28
）Jak

o
b

so
n

 (1
9
6
0
b

 : 4
9
5
-9

6
)

（
29
）S

h
an

n
o

n
 &

 W
e
ave

r (1
9
4
9
 : 1

1
6
)

（
30
）
柴
田
（
二
〇
一
三
：
二
六
―
三
一
）cf. 

柴
田
（
二
〇
〇
八
）、
柴
田
（
二
〇
一
〇
）

（
31
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
六
二
）

（
32
）
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
言
語
構
造
の
機
軸
を
、
連
辞(sy

n
tag

m
)

と
パ
ラ
ダ
イ
ム(p

arad
ig

m
)

に
分
類
し
た
が
、
前
者
は
連
続
的
関
係
性

の
指
標
性
に
、
後
者
は
同
一
的
・
類
似
的
関
係
性
の
類
像
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
ス
の
記
号
論
の
射
程
内
に
あ
る
と
理
解

で
き
る
。 cf. 

小
山
（
二
〇
〇
八
：
一
五
九
）

（
33
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
一
五
八
―
一
五
九
）、
小
山
（
二
〇
〇
九
：
六
三
）

（
34
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
一
五
七
、一
六
一
）

（
35
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
一
六
一
―
一
六
二
）

（
36
）
小
山
（
二
〇
〇
九
：
六
〇
―
六
一
）

（
37
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
一
以
下
）。
坪
井
（
二
〇
一
三
：
七
七
以
下
）
も
参
照
し
た
。

（
38
）
以
下
、
各
モ
デ
ル
の
見
出
し
に
あ
る
（
）
内
の
表
記
は
、
小
山
に
よ
る
呼
称
。

（
39
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
四
）、
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
〇
）
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（
40
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
四
―
二
〇
五
）、
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
〇
）。
ヤ
コ
ブ
ソ
ニ
ア
ン
に
よ
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
批
判
を
紹
介
す

る
以
上
、
本
来
な
ら
ば
、
正
統
な
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
派
の
言
い
分
も
紹
介
し
均
衡
を
取
る
べ
き
だ
が
、
両
論
の
併
記
は
本
稿
の
力
の
範
囲

を
超
え
る
た
め
、
上
記
の
点
を
留
意
す
べ
き
こ
と
を
記
す
に
留
め
る
。
同
様
に
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の「
構
造
主
義
」の
分
類
に
つ
い
て
も
、

一
般
的
理
解
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
論
の
出
発
点
に
お
け
る
公
平
性
の
判
断
は
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
造
主
義
人
類
学
の
祖
と
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
さ
ら
に
、
言
語
構
造
に
言
語
学
の
焦
点
を
導
い
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
と
も
か

く
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
を
構
造
主
義
者
に
含
め
る
の
に
は
飛
躍
が
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の「
意
図
」が
、
こ
の
よ
う
な
一
般
理
解
を
覆
し
、

構
造
主
義
の
内
包
の
改
変
と
外
延
の
拡
大
に
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、
や
は
り
、
議
論
に
均
衡
を
図
る
な
ら
ば
、
チ
ョ
ム
ス
キ

ー
の
理
解
を
前
提
に
改
変
の
是
非
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
作
業
も
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
た
め
、
判
断
を
留
保
す
べ
き
点
の

み
記
す
。

（
41
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
七
）

（
42
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
七
）、
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
〇
）

（
43
）Jak

o
b

so
n

 (1
9
6
0
a : 3

5
5
)

（
44
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
〇
七
）

（
45
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
一
―
二
一
三
）

（
46
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
四
）、
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
一
）

（
47
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
五
）

（
48
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
六
）

（
49
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
六
―
一
七
）

（
50
）「
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、『
詩
的
機
能
』
は
音
声
面
だ
け
で
な
く
、
意
味
の
面
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の“I lik

e
 

Ik
e
.”

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
感
情
の
主
体
（
＝I−

）
が
、
感
情
動
詞
（
＝li−

k
e

）
に
も
、
感
情
の
対
象
（I−

k
e

）
に
も
繰
り

返
し
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
の
主
体（
＝
有
権
者
）と
、
感
情
の
対
象（
＝
大
統
領
選
挙
候
補
者
）と
の
間
に
、「
好

む
」
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
一
体
感
を
生
み
出
す
よ
う
な
効
果
が
創
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る(cf. Jak

o
b

so
n

, 1
9
6
0
 

: 3
5
7
)

」（
小
山 

二
〇
〇
八 : 

二
一
五
）。C

f.

の
出
典
は
文
献
表
のJak

o
b

so
n

, R
. (1

9
6
0
a) 

と
同
じ
。
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（
51
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
八
（
脚
注
一
四
））。

（
52
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
一
八
）、
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
一
）

（
53
）
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
一
―
八
二
）

（
54
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
二
〇
）

（
55
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
二
一
）

（
56
）
本
節
の
前
半
で
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
応
す
る
関
説
的
機
能
と
は
、
従
来
、
関
説
さ
れ
る
第
三
人
称
を
あ
ら
わ
す
も

の
で
あ
り
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
モ
デ
ル
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
文
脈
的
意
味
と
指
示
言
及
対
象
（re

fe
re

n
t

）
の
双
方
を
含
む
概
念
だ
っ
た
。

ハ
イ
ム
ズ
は
、
そ
の
点
を
指
摘
し
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
場
面
（situ

atio
n

）
と
話
題
内
容
（to

p
ic

）
に
分
割
す
る
こ
と
で
、
ヤ
コ
ブ

ソ
ン
の
モ
デ
ル
を
修
正
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
修
正
と
は
、
よ
り
正
確
な
再
現
の
た
め
で
は
な
く
、
出
来
事
を
記
述
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
出
来
事
モ
デ
ル
は
、
言
語
モ
デ
ル
の
修
正
版
で
は
あ
っ
て
も
、
通
信
モ
デ
ル
の
修
正
版
で
は
あ
り

え
な
い
。
ハ
イ
ム
ズ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
池
上
嘉
彦
（
一
九
三
四
年
〜
）
の
解
説
（
池
上 

一
九
九
二
：
一
八
二
）
が
あ
る
が
、
小

山
は
池
上
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
、
お
よ
び
ハ
イ
ム
ズ
の
理
解
に
は
批
判
的
で
あ
る
（e

.g
. 

小
山 

二
〇
〇
八
：
一
五
四
）。

（
57
）
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
一
―
八
二
）

（
58
）
小
山
（
二
〇
〇
八
：
二
二
三
）

（
59
）
坪
井
（
二
〇
一
三
：
八
二
） 

（
60
）
小
山
（
二
〇
〇
九
：
六
〇
）

（
61
）「
技
術
決
定
論
」
を
、
人
間
の
働
き
か
け
の
契
機
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
な
ら
ば
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研

究
を
そ
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。cf. 

柴
田
（
一
九
九
九
：
八
二
）

（
62
）C

f. M
cL

u
h

an
, M

. &
 F

io
re

, Q
. (1

9
6
7
) T

h
e M

ed
iu

m
 is th

e M
a

ssa
ge, B

an
tam

 B
o

o
k

s, N
e
w

 Y
o

rk
, L

o
n

d
o

n
, T

o
ro

n
to

.

（
63
）M
cL

u
h

an
 (1

9
6
9
 : 2

3
)

（
64
）M

cL
u

h
an

 (1
9
6
8
 : 9

)

（
65
）
柴
田
（
二
〇
一
三
：
一
三
一
―
一
五
〇
）

（
66
）
ト
ロ
ン
ト
大
学
の
ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
希
少
資
料
文
庫
（T

h
o

m
as F

ish
e
r R

are
 B

o
o

k
 L

ib
rary

）
に
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
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の
現
存
す
る
蔵
書
（
死
後
、
一
部
が
焼
失
）
が
保
存
さ
れ
、
目
録
が
公
開
さ
れ
て
い
る
（h

ttp
:/

/
fi

sh
e
r.lib

rary
.u

to
ro

n
to

.ca/
site

s/

fi
sh

e
r.lib

rary
.u

to
ro

n
to

.ca/
fi

le
s/

m
clu

h
an

F
A

-ju
n

e
2
0
1
4
.p

d
f ; 

二
〇
一
四
年
一
一
月
二
七
日
取
得
）。
同
目
録
か
ら
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ

ン
の
著
書
と
し
て
、F

u
n

d
a

m
en

ta
ls of la

n
gu

a
ge, 1

9
7
1 

の
み
が
確
認
で
き
、
パ
ー
ス
に
関
す
る
著
書
（G

allie
, W

. B
., P

eirce a
n

d
 

p
ra

gm
a

tism
, 1

9
5
2

）
は
あ
る
も
の
の
、
パ
ー
ス
自
身
の
著
書
は
見
当
た
ら
な
い
。




