
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

水
　
谷
雅
彦

五

　
前
節
ま
で
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
多
く
が
、
お
し
ゃ
べ
り
や
会
話
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
十
分
な
考
察
を
な
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ぽ
、
哲
学
に
お
け
る
ほ
と

ん
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
、
会
議
に
お
け
る
議
論
や
学
者
間
の
討
論
の
よ
う
な
も
の
、
と
り
わ
け
二
者
間
の
そ
れ
を
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
の
典
型
的
な
例
、
あ
る
い
は
ひ
な
形
と
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
欠
陥
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
意
形
成
や
真

理
探
究
と
い
っ
た
外
的
な
目
的
を
も
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
に
し
て

い
る
よ
う
な
日
常
会
話
に
対
す
る
注
冒
を
し
て
い
る
論
者
が
ま
っ
た
く
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
G
・
ジ
ソ
メ

ル
と
B
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
M
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
論
考
に
着
目
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル

を
、
会
話
の
「
自
己
目
的
性
」
と
「
基
底
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

i
　
ジ
ン
メ
ル
の
「
社
交
」

ジ
ソ
メ
ル
は
、
『
社
会
学
の
根
本
問
題
』

コ
ミ
ュ

の
第
三
章
「
社
交
」
（
○
Φ
ω
Φ
＝
一
α
q
冨
δ
に
「
純
粋
社
会
学
あ
る
い
は
形
式
社
会
学
の
例
」
と
い

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

　
〇
九
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一
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（
1
8
）

う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
い
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
、
社
会
を
個
人
の
「
相
互
行
為
」
（
芝
Φ
9
ω
①
写
三
く
≡
頓
）
と
し
て
規
定
し
た
後
に
、
そ
の

最
も
純
粋
な
形
式
と
し
て
「
社
交
」
を
挙
げ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
純
粋
」
で
あ
る
の
か
。
社
会
に
お
い
て
入
間

は
、
さ
ま
ざ
ま
の
実
践
的
な
圏
的
（
内
容
）
を
も
っ
て
結
合
す
る
が
、
「
社
交
は
そ
の
純
粋
な
形
態
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
具
体
的
な
目

的
も
内
容
も
、
さ
ら
に
は
社
交
の
瞬
間
そ
の
も
の
の
外
部
に
あ
る
結
果
を
も
た
な
い
偏
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
理
由
で
あ
る
。
つ

ま
り
相
互
行
為
そ
の
も
の
を
自
己
目
的
と
す
る
よ
う
な
関
係
、
関
係
そ
の
も
の
を
楽
し
む
関
係
と
い
っ
た
こ
と
が
社
交
の
本
質
に
あ
る
の
だ
。

ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
社
交
を
空
虚
な
愚
行
で
あ
る
と
し
て
き
た
の
は
「
浅
薄
な
合
理
主
義
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で

は
そ
の
外
的
な
内
容
に
よ
っ
て
意
味
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
て
き
た
相
互
行
為
の
諸
形
式
は
、
自
巴
目
的
性
を
本
質
と
す
る
社
交
に
お
い
て
は
、

「
会
話
」
（
○
①
ω
鷲
餅
。
ン
）
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。

　
　
人
々
は
、
実
生
活
で
は
、
彼
ら
が
互
い
に
伝
え
よ
う
と
し
、
互
い
に
覇
ら
ぜ
よ
う
と
す
る
内
容
の
た
め
に
話
す
が
、
社
交
で
は
話
す
こ

　
　
と
が
自
己
目
的
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
饒
舌
と
い
う
よ
う
な
自
然
主
義
的
意
味
で
は
な
く
、
話
を
楽
し
む
芸
術
と
い
う
意
味
で
で
あ
り
、

　
　
そ
れ
に
は
独
自
の
芸
術
的
な
法
則
が
あ
る
。
純
粋
社
交
的
な
会
話
で
は
、
話
の
内
容
は
、
話
そ
の
も
の
の
活
発
な
交
換
が
生
む
魅
力
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
｝
）

　
　
不
可
欠
の
運
び
手
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

会
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
、
す
な
わ
ち
話
題
は
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
容
易
に
か
つ
頻
繁
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
お

い
て
は
、
内
容
に
よ
っ
て
形
式
が
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
式
が
内
容
を
規
定
す
る
。
こ
う
し
た
形
式
の
優
越
性
を
、
ジ
ン
メ

ル
は
「
遊
戯
形
式
扁
（
ω
℃
一
⑦
一
h
O
円
瞥
］
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ジ
ン
メ
ル
は
、
単
純
に
「
社
交
」
や
「
会
話
」
と
い
う
も
の
を
称
揚
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。

彼
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
実
の
社
交
が
実
生
活
か
ら
の
た
ん
な
る
逃
避
と
な
っ
て
形
骸
化
し
、
そ
こ
で
の
会
話
が
活
気
の
な
い
図
式

主
義
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
社
交
に
お
け
る
会
話
が
、
「
純
粋
偏
あ
る
い
は
「
形
式
」
と
い

う
語
の
も
と
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
雷
え
ば
、
カ
ン
ト
的
な
意
味



に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
会
話
に
お
い
て
現
れ
る
社
交
の
純
粋
な
諸
形
式
は
、
相
互

行
為
に
お
け
る
内
容
を
一
切
捨
象
し
た
上
で
も
残
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
相
互
行
為
一
般
の
可
能
性
の
条
件
を
形
成
し
て
い
る

と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
現
実
の
社
交
的
会
話
は
、
そ
れ
が
特
定
の
外
的
な
目
的
を
も
っ
た
相
互
行
為
、
た
と
え
ぽ
合
意
形

成
の
た
め
の
討
議
に
移
行
し
た
場
合
に
は
消
滅
す
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
内
容
を
持
っ
た
相
互
行
為
で
あ
っ
て
も
、
社
交
に
お
け
る
会
話
と

い
う
も
の
の
潜
在
的
な
可
能
性
が
な
け
れ
ぽ
成
立
し
え
な
い
。
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
社
交
的
会
話
の
純
粋
形
式
は
、
あ
ら
ゆ
る

相
互
行
為
の
基
底
に
存
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
超
越
論
的
条
件
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
”
1
一
　
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
「
交
話
」

　
機
能
主
義
社
会
人
類
学
の
始
祖
で
あ
る
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
意
昧
論
の
古
典
と
し
て
有
名
な
C
・
K
・
オ
グ
デ
ン
と
一
・
A
・
リ
チ
ャ

ー
ズ
の
『
意
味
の
身
魂
』
に
補
遺
と
し
て
収
録
さ
れ
た
「
原
始
言
語
に
お
け
る
意
味
の
問
題
」
の
第
四
章
に
お
い
て
、
「
交
話
」
（
9
簿
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

o
o
彫
工
琶
凶
。
昌
）
と
い
う
術
語
を
創
造
し
、
言
語
を
思
想
伝
達
の
手
段
と
し
て
み
る
見
解
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、

言
語
が
外
的
な
目
的
を
も
た
ず
に
「
社
交
」
（
ω
o
q
鋤
＝
簿
2
0
0
霞
ω
Φ
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
の
例
を
、
「
未
開
人
」
が
一
日
の
仕
事
を

終
え
た
後
、
焚
火
を
囲
ん
で
交
わ
す
よ
う
な
「
雑
談
」
（
o
げ
讐
）
や
「
世
間
話
」
（
α
q
。
ω
甑
O
）
に
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
客
間

に
お
け
る
儀
礼
的
な
、
し
た
が
っ
て
言
葉
の
意
味
と
は
関
係
な
く
用
い
ら
れ
る
言
語
も
、
そ
れ
と
岡
様
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ぽ
、
健
康
を
尋
ね
る
こ
と
、
天
候
の
挨
拶
、
ま
っ
た
く
分
か
り
切
っ
た
事
を
言
う
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
、
「
た
ん
な
る

社
交
性
（
Q
o
◎
O
一
四
ぴ
一
＝
け
く
）
に
お
け
る
言
語
の
機
能
を
論
ず
る
と
き
、
私
は
社
会
に
お
け
る
人
間
本
性
の
根
本
的
な
特
徴
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な

る
」
と
し
た
上
で
、
人
間
問
の
絆
が
、
た
だ
雷
葉
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
の
言
語
使
用
を
「
交
話
」
と
い
う
類

型
に
分
類
す
る
。
こ
の
「
定
額
」
に
お
け
る
言
葉
は
、
意
味
、
つ
ま
り
象
徴
的
に
そ
の
言
葉
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
意
味
を
伝
え
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
「
社
会
的
機
能
」
を
果
た
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

一
＝
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一
一
二

オ
グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
よ
る
「
話
す
と
い
う
こ
と
は
気
持
ち
の
よ
い
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
話
す
べ
き
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
場

合
で
も
何
か
襲
う
の
が
西
洋
世
界
を
通
じ
た
共
通
の
礼
儀
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
を
う
け
て
、
言
語
を
、
話
し
手
の
内
的
状
態
、
過
程
を
聞

き
手
に
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
偏
っ
た
も
の
と
し
て
退
け
る
と
と
も
に
、
言
語
を
思
考
の
表
現
の
手
段
と
し
て
み
る
こ
と
も

「
そ
の
も
っ
と
も
派
生
的
な
専
門
化
し
た
機
能
の
一
つ
を
み
る
一
面
的
な
見
解
た
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
る
。

　
こ
の
「
再
話
」
に
お
け
る
露
語
機
能
は
、
後
に
言
語
学
者
で
あ
る
R
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
交
話
機
能
」
（
h
o
昌
。
け
δ
昌
O
｝
蚕
け
δ
器
）

と
し
て
、
言
語
の
六
機
能
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
、
こ

れ
を
言
語
の
た
ん
な
る
一
機
能
と
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
「
社
会
に
お
け
る
人
間
本
性
の
根
本
的
な
特
徴
」
を
示
し
て
い

る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
J
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
は
、
こ
の
「
交
話
」
を
、
会
話
の
始
ま
り
の
挨
拶
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
意
味
や
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
伝
達
を
第
一
の
目
的
と
し
て
は
い
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
発
話
の
あ
り
か
た
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

」
・
レ
イ
バ
…
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
挨
拶
や
天
気
へ
の
言
及
な
ど
の
発
話
は
、
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

相
互
行
為
の
開
始
と
終
了
の
フ
ェ
ー
ズ
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
話
が
相
互
行
為

の
開
始
と
終
了
の
フ
ェ
ー
ズ
に
の
み
限
定
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ぽ
、
交
話
と
い
う
も
の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
あ
る
部
分
的
な
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
だ
け
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
現

実
の
3
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
は
開
始
と
終
了
の
フ
ェ
ー
ズ
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
一
般
に
と
っ
て
よ
り
基
底
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
伝
達
で
あ
れ
、
合
意
形
成
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
個
劉
機
能
が
派
生
し
て
く
る
よ
う
な
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
・
ソ
に
と
っ
て
の
超
越
論
的
な
基
盤
が
、
そ
の
よ
う
な
空
話

の
可
能
性
の
な
か
に
胚
胎
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
…
皿
　
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
「
会
話
」

　
政
治
哲
学
者
で
あ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
も
ま
た
、
真
理
探
究
の
言
語
と
し
て
の
「
科
学
」
の
声
が
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
な

形
と
さ
れ
て
い
る
実
情
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
「
人
類
の
会
話
に
お
け
る
詩
の
声
」
と
題
さ
れ
た
論
文
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
は
、

バ
ベ
ル
の
塔
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
災
厄
で
あ
る
と
す
る
前
提
に
も
と
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
出
す
る
こ
と
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ま
り
人
間
の
言
葉
に
単
一
の
性
格
を
お
し
つ
け
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
挑
発
的
な
主
張
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
哲
学
は
、

あ
ら
ゆ
る
発
話
が
「
実
践
的
意
味
」
（
要
す
る
に
、
日
々
の
生
活
に
と
っ
て
の
必
要
に
関
わ
る
意
味
）
だ
け
を
も
っ
て
い
た
原
始
的
状
態
か
ら

人
類
が
脱
し
た
後
、
多
様
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
人
間
の
交
わ
り
を
、
「
探
求
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
理
解
し
て
お
り
、
さ
ら
に

は
多
様
な
声
の
調
停
と
い
う
装
い
を
も
ち
つ
つ
も
、
科
学
の
声
の
み
を
認
知
し
、
他
の
す
べ
て
の
声
を
そ
れ
を
基
準
に
評
価
し
て
い
る
、
と

い
う
の
が
、
そ
の
主
張
の
要
点
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
直
接
に
は
同
時
代
の
論
理
実
証
主
義
的
、
科
学
主
義
的
な
言
語
観
に
対
し
て
向
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
の
射
程
は
た
ん
に
一
時
代
の
哲
学
の
流
派
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ナ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
、
人
間
の
交
わ
り
に
お
け
る
多
様
な
声
の
「
出
会
う
場
所
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
「
探
求
」
や
「
議
論
」

で
は
な
く
「
会
話
」
（
0
8
〈
Φ
『
ω
p
甑
0
5
）
で
あ
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
会
話
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
驚
く
ほ
ど
に
ジ
ソ
メ
ル
や
マ
リ
ノ
フ
ス
キ

ー
の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
会
話
は
、
何
ら
か
の
外
的
な
目
的
を
も
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
会
話
の
参
加
者
た
ち
は
探
求
や
議
論
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
発
見
さ
れ
る
べ
き
「
真
理
」
も
証
明
さ
れ
る
べ
き

　
　
「
命
題
」
・
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
結
論
も
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
情
報
を
伝
達
し
た
り
、
説
得
し
た
り
、
論
破
し
た
り
し
て
い
る
の

　
　
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
発
話
の
適
切
さ
は
、
彼
ら
す
べ
て
が
同
じ
イ
デ
ィ
オ
ム
で
語
る
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
は
い
な
い
。
彼

　
　
ら
は
、
互
い
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
争
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
中
略
）
会
話
は
、
外
的
な
利
益
を
も
た
ら
す
た
め
の
企
て
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）
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も
、
賞
を
狙
っ
て
の
勝
負
事
で
も
、
正
典
の
解
釈
で
も
な
い
。
会
話
は
、
ぶ
っ
つ
け
本
番
の
知
的
冒
険
で
あ
る
。
会
話
と
ギ
ャ
ン
ブ
ル

　
　
に
は
類
似
点
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
勝
敗
と
い
っ
た
結
果
で
は
な
く
、
賭
け
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。
正
確
に

　
　
い
う
な
ら
ぽ
声
の
多
様
性
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
会
話
は
不
可
能
で
あ
る
。
会
話
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
空
問
が
出
会
い
、

　
　
相
互
に
承
認
し
あ
い
つ
つ
も
、
相
互
が
同
化
す
る
こ
と
を
要
求
も
予
定
も
し
な
い
あ
る
間
接
的
（
o
げ
＝
ρ
⊆
①
）
な
関
係
を
享
受
す
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
オ
ー
ク
シ
・
ッ
ト
は
、
こ
の
会
話
の
伝
統
、
会
話
の
能
力
こ
そ
が
、
人
類
を
人
類
た
ら
し
め
て
い
る
人
間
性
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
そ
れ
が
た
や
す
く
野
蛮
に
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
の
考
え
る
野
蛮
と
は
、
発
話
の
内

容
が
発
話
の
作
法
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
声
が
到
達
物
と
し
て
の
結
論
群
（
α
o
ひ
q
ヨ
吉
島
）
に
な
り
、
論
争
の

種
に
転
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
会
話
可
能
性
」
（
0
9
羅
興
里
）
三
蔓
）
を
消
滅
さ
せ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
オ
…
ク
シ
ョ

ッ
ト
が
会
話
の
破
壊
の
原
因
を
、
不
作
法
や
傲
慢
の
み
な
ら
ず
、
議
論
と
い
う
も
の
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
注
葭
に
値
す
る
。
そ
こ
で
考
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
実
践
」
の
声
と
し
て
の
政
治
と
「
科
学
」
の
声
と
に
よ
る
会
話
の
場
の
独
占
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

有
名
な
「
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
と
い
う
概
念
が
思
い
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
人

類
の
〈
会
話
〉
の
基
本
原
理
を
求
め
る
の
は
、
政
治
哲
学
者
と
し
て
は
意
外
で
あ
り
、
か
つ
奇
妙
で
あ
る
こ
と
に
「
詩
」
な
の
で
あ
る
。
本

稿
に
は
、
詩
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
理
解
の
当
否
を
論
じ
る
能
力
は
な
い
し
、
こ
れ
に
対
す
る
美
学
的
保
守
主
義
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
貼
り
（
ハ
ー
バ
…
マ
ス
の
用
語
を
借
用
す
る
な
ら
ば
「
美
的
モ
デ
ル
ネ
へ
の
退
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
）
に
つ
い
て
直
接

検
討
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
。
た
し
か
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
議
論
に
は
、
同
じ
く
保
守
主
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
」
・
リ
ッ
タ

ー
の
「
埋
め
合
わ
せ
（
補
償
）
理
論
」
（
穴
。
皇
）
①
器
鶴
ぎ
二
二
μ
①
o
「
圃
①
）
を
彷
彿
と
さ
ぜ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
「
逃
避
」
（
窃
。
暑
⑦
）
と
い

う
概
念
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
に
と
っ
て
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
検
討
も
必
要
で
は

　
〔
鱗
）

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
詩
的
書
語
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
あ
る
い
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
サ
…
ル
）
の
対
立
と
い



う
、
そ
れ
自
身
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
と
っ
て
も
重
要
な
論
点
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
措
か
ざ
る

　
　
（
2
5
）

を
え
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
場
合
と
共
通
す
る
、
会
話
の
「
遊
戯
」
的
側
面
の
指
摘
で
あ
る
。
会
話
を
門
軽
薄
な
言

葉
遊
び
」
と
み
る
見
解
に
対
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
会
話
の
卓
越
性
を
、
真
面
目
さ
と
遊
び
心
の
緊
張
関
係
に
み
て
い
る
。
会
話
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
V

お
い
て
は
、
遊
び
は
真
面
目
で
あ
り
、
真
面
目
は
遊
び
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
楽
し
い
会
話
」
の
対
概
念
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の

が
「
退
屈
」
（
げ
。
毒
）
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
通
常
、
会
話
に
お
い
て
「
退
屈
」
で
あ
る
の
は
、
ひ
と
り
の
人
物
が
発
話
タ
ー
ン

を
独
占
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
こ
れ
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
言
説
空
間
（
論
議
世
界
ご
（
環
三
く
①
誘
Φ
o
｛
隻
ω
o
o
q
噌
ω
Φ
）
の
出

会
う
場
と
し
て
の
会
話
の
場
が
、
特
定
の
、
た
と
え
ぽ
科
学
の
「
声
」
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
指
す
も
の
と
し
て
使

用
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
「
言
説
空
間
」
と
い
う
語
の
本
来
の
論
理
学
的
意
味
か
ら
す
れ
ぽ
、
複
数
の
そ
れ
の
混
在
は
、
命
題
の
意
味
や

真
理
値
の
｝
義
的
決
定
を
不
可
能
に
し
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
の
取
り
違
え
」
と
い
っ
た
誤
解
の
原
因
と
も
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
（
あ
く
ま

で
勝
手
な
想
像
で
は
あ
る
が
）
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
な
ら
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
．
．
ω
鷺
四
〇
7
ω
鼠
臨
、
．
は
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
で
は
な
く
、

す
く
な
く
と
も
「
会
話
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
は
「
言
語
遊
戯
」
と
し
て
こ
そ
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
つ
ど
の
必
要
性
に
応
じ
て
単
数
の
諸
説
空
間
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

く
、
「
生
産
的
」
な
、
つ
ま
り
は
外
的
霞
的
に
と
っ
て
目
的
合
理
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
現
実
の
社
会
に
お
い
て
必
須
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
複
数
の
言
説
空
問
の
共
在
と
い
う
こ
と
を
、
た
ん
に
そ
う
し
た
一
義
的
な
言
説
空
間
の
存
在

か
ら
の
逸
脱
と
し
て
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
そ
う
し
た
一
義
的
雷
説
空
聞
の
成
立
に
先
だ
っ
て
存
在
す
る
よ
り
基
底
的
な

も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
み
た
、

ジ
ン
メ
ル
や
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
会
話
に
関
す
る
議
論
、
す
な
わ
ち
会
話
の
基
底
性
に
関
す
る
教
説
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
思

　
（
2
7
）

わ
れ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）
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さ
て
、
以
上
で
紹
介
し
た
三
人
の
理
論
は
、
外
的
な
目
的
を
も
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
自

身
を
心
的
と
し
た
「
会
話
」
の
自
己
目
的
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
会
話
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
基

底
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
の
議
論
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
に
対
す
る
、
こ
れ
ま
で
の

哲
学
的
考
察
の
偏
向
を
鋭
く
突
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
三
者
と
も
、
そ
う
し
た
「
会
話
㎏

と
い
う
も
の
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
関
す
る
実
証
的
な
検
討
を
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
逆
に
、
会
話
概
念
の
超

越
論
的
な
性
格
に
関
す
る
十
分
な
立
論
を
す
る
に
も
い
た
っ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
探
求
の
方
向
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
現
実
に
遂
行
さ
れ
る
会
話
と
い
う
現
象
と
、
い
わ
ぽ
超
越
論
的
な
理
念
と
し
て
の
会
話
の
区
別
も
必
須
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
探
求
が
同
時
に
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
会
話
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
究
は
、
会
話

分
析
を
は
じ
め
と
す
る
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
証
的
研
究
か
ら
養
分
を
も
ら
い
つ
つ
、
そ
れ
に
対
す
る
理
論
的
方
向
づ
け
を
与

え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幽IN

　
最
終
節
と
な
る
本
節
で
は
、
あ
く
ま
で
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
み
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
の
実
桐
に
近
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
D
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
の
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
．
．
＞
Z
8
0
0
興
鴛
σ
q
9
ゴ
①
簿
o
h
円
覧
露
喜
ω
、
．
と
い
う
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
の
論
文
は
、
本
稿
が
求
め
て
き
た
会
話
の
基
礎
理
論
と
し

て
、
お
そ
ら
く
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
も
っ
と
も
有
効
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、

R
・
B
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
の
喜
劇
『
恋
敵
臨
（
§
6
空
く
巴
ω
）
の
登
場
人
物
で
あ
る
マ
ラ
プ
ロ
ッ
プ
夫
入
が
頻
繁
に
お
こ
な
う
言
い
間
違
い
の

一
例
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
女
は
「
あ
だ
名
を
上
手
に
つ
け
る
こ
と
篇
（
三
8
琴
座
鑛
㊦
ヨ
。
葺
。
胤
①
営
夢
簿
）
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、



「
碑
文
を
上
手
に
撹
乱
さ
せ
る
こ
と
」
（
三
8
脅
鑓
轟
Φ
9
Φ
暮
○
暁
②
営
鐙
9
）
と
雷
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
言
い
間
違
い
」
を
意
味
す

る
英
語
の
．
9
巴
鋤
胃
。
営
。
。
旨
、
と
い
う
単
語
も
、
こ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
「
言
い
間
違
い
」
が
、

遍
在
し
て
い
る
（
魯
δ
9
8
器
）
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

円
滑
に
進
む
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
な
ぜ
瞬
時
に
「
正
し
く
」
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
少
々
遠
回
り
し
て
、
論
文
集
『
真
理
と
解
釈
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
「
根
元
的
解
釈
」
（
鑓
臼
鍵
＝
簿
興
買
①
葺
け
δ
郎
）
と
「
善
意
解
釈
（
寛
容
、
寛
大
）
の
原
理
」
（
自
涜
9
覚
①
9
9
震
碁
）
の
議
論
に
言
及
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
師
ク
ワ
イ
ソ
の
理
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
こ
の
議
論
を
か
ん
た
ん
に
説
明
す
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。
相
手
の
発
話
を
理
解
す
る
際
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
相
手
の
信
念
と
相
手
の
発
話
の
言
語
的
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の

信
念
と
意
味
の
間
に
は
相
互
依
存
関
係
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
理
解
の
際
に
信
念
の
理
解
と
言
語
の
理
解
の
間
に
循
環
が
発
生
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
循
環
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
こ
で
は
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
は
、
全
く
未
知
の
言
語
（
正
確
に
は
言
語
で
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
不
明
の
も
の
）
を
使
用
す
る
相
手
に
出
会
っ
た
と

き
（
こ
れ
は
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
き
た
「
コ
ー
ド
の
共
有
」
が
全
く
無
い
場
合
で
あ
る
と
も
い
え
る
）
に
、
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
必
然
的
に
も
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
態
度
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
相
手
の
話
し
て
い
る
こ
と
が
「
真
」
で
あ
る

と
考
え
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
善
意
解
釈
の
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
善
意
は
可
能
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
有
効
な
理
論
を
獲
得
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
る
な
ら

　
　
ば
大
き
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
真
と
み
な
さ
れ
た
文
相
互
の
対
応
関
係
を
確
立

　
　
し
え
て
い
な
い
う
ち
は
、
誤
り
を
犯
す
と
い
う
こ
と
す
ら
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
豊
暑
脚
は
わ
れ
わ
れ
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
他

　
　
者
を
理
解
し
た
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分
に
お
い
て
他
者
が
正
し
い
と
考

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
え
ざ
る
を
え
な
い
。
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こ
こ
で
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
「
理
論
」
と
い
う
語
の
使
用
法
に
は
少
々
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
山
田
さ
ん
の
「
家
は
不
幸

の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
。
」
と
い
う
文
（
正
確
に
は
文
で
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
不
明
な
音
声
）
が
発
話
さ
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ

う
。
い
わ
ゆ
る
真
理
条
件
的
意
味
論
に
お
い
て
は
、
聞
き
手
は
こ
こ
か
ら
轟
山
田
さ
ん
の
一
家
は
不
幸
の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
』

が
真
で
あ
る
の
は
、
山
田
さ
ん
の
一
家
が
不
幸
の
ズ
ソ
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
場
合
そ
の
場
合
に
限
る
」
と
い
う
T
－
文
を
生
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
聞
き
手
が
、
こ
の
T
－
文
を
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
文
の
真
理
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
知
識
の
体
系
、
し
か
も
再

帰
的
に
利
用
さ
れ
、
同
様
の
τ
－
文
を
無
限
に
産
出
し
う
る
よ
う
な
体
系
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
（
こ
こ
で
の
「
知
識
」
が
、
「
言
語
」
に
関
す
る
知
識
に
限
定
さ
れ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
）
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
こ

の
体
系
が
、
意
味
の
「
理
論
」
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
聞
き
手
は
、
発
話
さ
れ
た
「
N
毒
鳥
。
ぎ
」
が
（
い
わ
ゆ
る
門
文
字
通
り
扁
に
）
「
ズ
ン

ド
こ
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
す
る
「
理
論
」
を
、
こ
の
発
話
を
聞
く
前
に
は
も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
聞
き
手
に

と
っ
て
の
「
事
前
理
論
」
（
鷲
6
吋
ひ
Φ
o
蔓
）
と
よ
ぶ
。
し
か
し
、
発
話
を
聞
い
た
瞬
間
に
、
こ
の
理
論
の
適
用
が
解
釈
に
不
整
合
や
齪
酷
を

も
た
ら
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
理
論
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
作
成
さ
れ
る
の
が
「
即
時
（
当

座
）
理
論
扁
（
℃
霧
ω
ぎ
σ
q
昏
①
o
曙
）
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
場
合
に
は
「
N
受
血
。
ぎ
」
は
日
本
語
の
「
ど
ん
底
」
と
解
釈

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
論
、
つ
ま
り
「
『
山
田
さ
ん
の
～
家
は
不
幸
の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
』
が
真
で
あ
る
の
は
、
山
田

さ
ん
の
一
家
が
不
幸
の
ど
ん
底
に
落
と
し
込
ま
れ
た
場
合
そ
の
場
合
に
限
る
」
と
い
う
T
－
文
を
生
成
す
る
理
論
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
も
し
こ
の
即
階
理
論
が
発
話
者
の
も
っ
て
い
る
理
論
と
幸
運
に
も
「
一
致
」
（
よ
り
正
確
に
は
必
要
な
程
度
の
門
近
似
」
）
し
た
と

す
る
な
ら
ぽ
、
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ひ
と
ま
ず
成
功
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
「
根
元
的
解
釈
」
と
い
う
発
想
か
ら
す
れ
ぽ
、
「
事
前
理

論
」
の
一
致
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
は
特
殊
な
条
件
の
も
と
で
讐
あ
り
え
る
」
こ
と
だ
と
し
て
も
、
原
理
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
双
方
の
「
即
時
理
論
偏
が
、
そ
の
つ
ど
の
発
話
を
リ
ソ
ー
ス
の
ひ
と
つ
と
し
な
が
ら

改
訂
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
近
似
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
説
が
、
本
稿
に
と
っ
て
も
つ
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
コ
ー
ド
の
事
前
の
共

有
を
前
提
に
す
る
コ
ー
ド
モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
「
事
前
理
論
」
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
に
と
っ
て

の
事
前
の
「
認
知
環
境
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
話
し
手
の
発
話
を
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
改
変
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
「
即
時
理
論
」
が

う
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
先
に
扱
っ
た
ス
ペ
ル
ベ
ル
＆
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
関
連
性
理
論
」
と
の
類
似
点
を
見
い
だ
す
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
論
点
は
、
こ
の
理
論
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
規
則
」
と
「
意
図
」
と
い
う
、
先

に
未
解
決
で
あ
っ
た
問
題
を
、
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
、
規
則
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
見
解
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
論
文
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
規
約
」
の
結
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
天
恵
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
規
則
に
支
配
さ
れ
た
反
復
を
、
き
わ
め
て
頻
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
利
用
し
は
す
る
が
、
要
求
は
し
な
い
。
扁
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
彼
の
い
う
「
理
論
」
、
す
な
わ
ち
、
文
の
真
理
条
件
を

満
た
し
、
か
つ
再
帰
的
に
利
用
さ
れ
う
る
知
識
の
体
系
は
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
無
限
の
T
－
文
を
産
出
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
や
は
り

ひ
と
つ
の
讐
規
則
」
の
体
系
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
あ
る
特
定
の
人
物
が
、
仮
に

「
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
『
ズ
ン
ド
コ
』
は
す
ぐ
れ
た
戯
曲
だ
」
と
い
う
発
話
を
し
た
場
合
、
聞
き
手
は
、
も
し
そ
の
人
物
が
過
去
に
「
山
田
さ
ん

の
一
家
は
不
幸
の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
」
と
い
う
発
話
を
し
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ぽ
、
「
誰
そ
れ
の
言
う
『
ズ
ン

ド
コ
』
は
、
日
本
語
に
お
け
る
『
ど
ん
底
』
を
意
味
す
る
。
」
と
い
う
事
前
に
獲
得
さ
れ
た
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
話

を
理
解
す
る
の
だ
と
言
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
な
ら
ぽ
、
こ
の
疑
問
に
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ

て
「
事
後
の
」
利
用
を
可
能
に
す
る
限
り
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
該
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
、
必
ず

「
前
も
っ
て
」
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
「
発
話
者
A
の
言
う
『
ズ
ン
ド
こ
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
日
本
語
に
お
け
る
『
ど
ん
底
』
を
意
味
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
が
、
発
話
者
と
聞
き
手
の
双
方
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
は
し

な
い
、
と
い
う
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
否
定
す
る
の
は
、
「
話
し
手
あ
る
い
は
解
釈
者
の
体
系
的
な
知
識
や
能
力

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）
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は
、
解
釈
の
遂
行
に
先
立
っ
て
学
習
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
規
約
（
O
O
昌
く
①
継
馬
O
口
）
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
前
提
な
の

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
『
ズ
ソ
ド
こ
は
、
す
ぐ
れ
た
戯
曲
だ
」
と
い
う
当
該
の
発
話
を
聞
く
前
に
、
同
じ
発
話
者
に
よ

る
「
山
田
さ
ん
の
一
家
は
不
幸
の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
」
と
い
う
発
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
「
誰
そ
れ
が
、
今
こ
こ

で
言
う
『
ズ
ン
ド
こ
は
、
日
本
語
に
お
け
る
『
ど
ん
茅
戸
を
意
味
す
る
扁
と
い
う
解
釈
を
成
立
さ
せ
る
即
時
理
論
は
、
よ
り
容
易
に
獲
得

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
然
的
な
要
請
で
は
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
ま
た
、
サ
ー
ル
の
（
さ
ら
に
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
）
考
え
る
よ
う
な
「
誠
実
性
急
劉
」
の
よ
う
な
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド

ソ
ン
は
、
舞
台
の
上
で
の
役
者
の
「
火
事
だ
！
」
と
い
う
発
話
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
台
本
に
書
か
れ
た
台
詞
で
あ
っ
た
場
合
、

蕎
語
行
為
論
は
、
こ
れ
を
門
通
常
の
字
義
通
り
の
発
話
に
寄
生
す
る
も
の
」
と
し
て
処
理
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
役
者
の
発
話
は
、
役
者

が
ほ
ん
と
う
に
そ
う
思
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
「
不
誠
実
」
な
発
話
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
レ
ー
ゲ
が
正
し
く
み
て
と
っ
た
よ

う
に
、
自
然
言
語
の
な
か
に
は
、
そ
の
機
能
が
た
だ
何
か
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
言
葉
や
記
号
、
つ
ま
り
「
主
張
記
号
」
の
よ
う

な
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
本
当
に
劇
場
が
火
事
に
な
っ
て
お
り
、
役
者
は
舞
台
の
上
か
ら
観
客
に
警
告
を
発
し
よ
う
と
し

て
い
た
と
す
る
。
だ
が
、
彼
は
重
大
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
こ
の
役
者
が
直
面
す
る
困
難
は
、

わ
れ
わ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
と
き
に
す
く
な
く
と
も
原
理
的
に
は
直
面
し
て
い
る
は
ず
の
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ま
り
、
発
話
が
「
誠
実
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
よ
う
な
規
約
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
意
図
」
の
問
題
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
意
図
」
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
初
期
の
行
為
論
以
来
の
中
心
概
念
の
ひ
と
つ
で

あ
る
だ
け
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
慎
重
な
考
察
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な
雷
明
が
あ
る
。

　
　
話
し
手
に
と
っ
て
の
事
前
理
論
は
、
解
釈
者
の
事
前
理
論
が
何
で
あ
る
と
彼
が
信
じ
て
い
る
か
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
し
手
の
即
時
理
論
は
、
彼
が
解
釈
者
に
使
わ
せ
る
よ
う
に
意
図
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。



　
　
話
し
手
は
、
自
分
の
言
葉
を
聞
き
手
が
解
釈
す
る
と
き
、
話
し
手
が
意
図
し
て
い
る
仕
方
で
聞
き
手
が
解
釈
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
を
意
図
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
話
し
手
は
、
彼
が
意
図
し
て
い
る
と
お
り
に
聞
き
手
が
彼
を
解
釈
す
る
こ
と
に
成
功
す

　
　
る
だ
ろ
う
、
と
信
じ
る
適
切
な
理
由
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
話
し
手
と
聞
き
手
の
双
方
は
、
話
し
手
が
こ
う
し
た
意
図
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
＞

　
　
も
っ
て
話
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
、
双
方
の
即
時
理
論
の
二
致
」
を
も
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
成
功
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
の
こ
の

言
明
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
、
ス
ペ
ル
ベ
ル
＆
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
場
合
と
岡
様
の
「
発
話
者
の
意
図
の
再
現
（
伝
達
）
モ
デ

ル
」
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
い
だ
か
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
も
し
第
三
節
で
ス
ペ
ル
ベ
ル
＆
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
対
し
て

述
べ
た
批
判
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
も
あ
て
は
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
た
と
え
コ
ー
ド
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
規
則
（
規
約
）
モ

デ
ル
が
も
っ
て
い
た
硬
直
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
を
脱
し
て
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、

い
ま
だ
「
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
会
話
の
場
面
で
や
っ
て
い
る
こ
と
」
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
伝
達
モ
デ
ル
を
脱
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
理
論
と
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
即
時
理
論
の
一
致
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
ら

ず
し
も
話
者
の
意
図
の
聞
き
手
に
よ
る
再
現
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
さ
ら
に
は
そ
の
一
致
さ
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
成
立
」

に
と
っ
て
必
然
的
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
見
解
を
救
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
ま
ず
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
即
事
理
論
の
漸
近
的
接
近
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
一
致
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
発
話
者
の

「
意
図
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
存
在
が
聞
き
手
に
と
っ
て
必
然
的
に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
遂

行
に
お
い
て
実
際
に
存
在
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
君
の
意
図
は
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
「
解
釈
」
が
明
示
的
に
せ
よ
暗
示
的
に
せ
よ
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
「
意
図
」
は
顕
在
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
原
理

的
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
無
き
「
再
現
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
発
話
者
の
実
際
の
「
意
図
」
（
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

コ
＝
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し
て
）
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
「
不
「
致
賦
を
あ
る
種
の
讐
失
敗
」
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
立
破
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ぽ
、
何
気
な
い
（
つ
ま
り
、
意
図
ら
し
き
意
図
が
当
人
に
と
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
）
発
話
や
し
ぐ
さ
で
あ
っ
て
も
、
聞
き
手
が

そ
の
意
味
を
「
解
釈
」
し
た
い
と
思
う
な
ら
ぽ
、
た
し
か
に
発
話
者
の
意
図
と
い
う
も
の
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
さ
し
あ
た
っ
て
は
聞
き
手
の
事
前
理
論
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
が
不
可
能
な
場
合
は
た
だ
ち
に
劉
の
即
時
理
論
の
生

成
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
聞
き
手
は
そ
の
「
解
釈
扁
を
明
示
的
な
仕
方
で
表
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
以
降
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
続
け
る
に
あ
た
っ
て
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
そ
し
て
多
く
の
場
合
そ
う
で
あ
ろ
う
）
。
逆
に
、
あ

か
ら
さ
ま
な
意
図
の
顕
在
化
的
追
及
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
す
く
な
く
と
も
会
話
の
流
れ
を
阻
害
す
る
だ
ろ
う
。
「
不
幸
の
ズ
ン

ド
コ
」
と
い
う
表
現
は
、
「
発
話
者
一
流
の
ユ
ー
モ
ア
の
発
露
」
と
み
る
解
釈
か
ら
「
発
話
者
が
（
事
故
に
よ
っ
て
不
幸
に
陥
っ
た
一
家
と
い

う
）
事
態
の
重
大
性
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
不
謹
慎
な
表
現
」
と
い
う
非
難
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
追
及
の
町
能
性
を
も
つ
。
あ

る
い
は
精
神
分
析
家
な
ら
ぽ
、
こ
の
「
雷
い
間
違
い
偏
を
喜
々
と
し
て
無
意
識
の
存
在
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

う
し
た
追
及
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
必
要
は
、
少
な
く
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
会

話
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
会
話
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
の
は
、
発
話
者
の
「
本
当
の
意
図
」
が
何
で
あ
れ
、
た
だ
「
『
山
田

さ
ん
の
一
家
は
不
幸
の
ズ
ン
ド
コ
に
落
と
し
込
ま
れ
た
漏
が
真
で
あ
る
の
は
、
山
田
さ
ん
の
一
家
が
不
幸
の
ど
ん
底
に
落
と
し
込
ま
れ
た
場

合
そ
の
場
合
に
限
る
偏
と
い
う
T
－
文
を
生
成
す
る
即
蒋
理
論
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
「
不
～
致
」
に
起
因
す
る
齪
酷
が
、
そ
の
ま
ま
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
の
灘
館
に
な
る
場
合
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
ぼ
し
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
こ
そ
が
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
き
も
し
た
。
し
か
し
即
事
理
論
の

一
致
と
い
う
こ
と
を
、
発
話
者
の
意
図
の
復
元
の
成
功
と
み
な
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
功
と
み
な
す
こ
と
は
、
そ

れ
を
外
部
的
な
観
察
者
（
あ
る
い
は
全
能
の
神
）
の
視
点
か
ら
措
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ゴ
ー
ル
と
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ



る
に
す
ぎ
ず
、
そ
も
そ
も
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
に
が
完
全
な
コ
致
」

で
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
が
言
う
「
個
々
の
発
話
が
も
つ
、
複
数
の
意
図
の
、
〈
た
め
に
V
（
ぎ
o
a
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

8
）
連
鎖
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
法
外
な
要
求
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
も
、
後
に
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
、
〔
善
意
解
釈
の
原
理
に
つ
い
て
論
じ
た
初
期
の
論
文
に
お
い
て
述
べ
た
〕
不
一
致
を
最
小
化
す
る
、
な
い
し
一
致
を
最
大
化

　
　
す
る
と
い
う
表
現
は
混
乱
し
た
理
想
で
あ
る
。
解
釈
が
目
指
す
の
は
一
致
で
は
な
く
理
解
で
あ
る
。
私
の
論
点
は
つ
ね
に
、
理
解
は
、

　
　
適
切
な
種
類
の
一
致
へ
と
向
か
う
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
確
保
さ
れ
う
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
「
適
切
な
種
類
」
な
る
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
何
が
特
定
の
信
念
を
保
持
す
る
適
切
な
理
由
を
構
成
す
る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
り
た
や
す
い
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ソ
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
発
話
者
の
意
図
の
聞
き
手
に
よ
る
再
現

と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
理
論
で
は
、
言
語
行
為
論
や
関
連
性
理
論
に
代
表
さ
れ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
意
図
の
伝
達
モ
デ
ル
」
が
も
っ
て
い
た
、
「
発
話
者
の
意
図
の
特
権
性
」
の
よ
う
な
こ
と
が
・
王
張
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ゴ
ー
ル
と
し
て
の
「
成
功
」
と
い
う
外
部
的
観
点
か
ら
示
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
合
理
的
説
明
で
は
な
く
、
お
れ
わ
れ
が
会
話
を
基
底
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
、
日
常
に
お
い
て
た
い
て
い
は

「
う
ま
く
や
っ
て
い
る
」
（
匹
。
＜
Φ
二
葉
Φ
ε
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
記
述
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
原
理
的
に
は
ク
リ
プ
キ
流
の
「
暗
闇
の
中
で
の
跳
躍
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
に
も
か
く
に
も
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
も
っ
と
も
有
効
な
説
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
こ
と
の
確
認
を
も
っ

て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
学
」
に
い
た
る
迂
遠
な
道
の
次
な
る
段
階
が
、
「
う
ま

く
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
基
づ
い
て
い
る
、
あ
る
種
の
「
限
定
合
理
性
」
（
げ
〇
二
昌
像
①
島
　
屑
餌
け
圃
O
旨
蝉
＝
け
冤
）
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

一
二
三
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（
3
8
）

き
か
と
い
う
課
題
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
示
唆
し
て
お
く
こ
と
で
卓
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
註

（
1
8
）
　
ω
冨
野
釣
ρ
知
O
こ
§
ミ
〉
葛
鰹
儀
ミ
の
◎
N
ミ
潟
壁
奪
ミ
ミ
黛
ミ
ミ
N
§
叙
O
霧
ミ
冴
ら
、
～
ミ
斜
芝
巴
8
門
岱
①
○
門
ξ
8
さ
一
露
O
（
目
O
嵩
）
讐
Q
o
¶
α
O
塗
。
（
清
水
幾

太
郎
訳
隅
社
会
学
の
根
本
問
題
幅
、
岩
波
文
庫
、
…
九
七
九
）

（
1
9
）
　
凡
ミ
3
ψ
0
餅

（
2
0
）
　
ζ
鯵
一
ぎ
◎
≦
ω
罫
じ
ご
‘
6
7
Φ
℃
円
◎
⊆
①
ヨ
。
噛
ζ
①
義
勇
ひ
q
ぎ
℃
「
一
段
三
江
く
Φ
ぴ
9
。
謎
墨
ひ
q
ρ
ぎ
”
○
鷺
Φ
鈍
○
営
．
卸
包
。
｝
日
鴛
鳥
ω
”
一
。
》
．
（
①
鳥
の
曜
！
§
Q
ミ
ミ
ミ
博
蝿

　
ミ
ミ
鳴
§
ミ
郵
属
の
ミ
魯
ミ
く
ミ
寄
ミ
黛
Q
ミ
Q
ミ
ト
§
鵯
、
薦
こ
も
ミ
N
漣
N
ミ
お
ミ
ミ
ミ
ミ
、
ぎ
9
～
§
ら
偽
ミ
硲
ミ
S
雰
ミ
噌
湘
。
露
H
①
⊆
α
q
㊦
卿
猟
㊦
ぴ
q
9
。
コ
℃
国
鼻

　
6
③
O
（
目
り
ト
⊃
ω
γ
℃
℃
●
Q
。
O
㌣
ω
H
①
’
（
石
橋
幸
太
郎
訳
讐
葱
味
の
意
味
㎞
、
新
…
泉
社
、
二
〇
〇
　
）

（
2
1
）
　
ピ
《
o
屡
こ
4
ミ
隠
6
ミ
ミ
軌
ミ
ミ
ミ
～
§
ミ
勘
ミ
鋤
譜
頓
ミ
ミ
参
○
簿
ヨ
ぴ
蹴
爵
の
⊆
’
甘
く
Φ
曇
芝
牢
Φ
ω
ω
し
㊤
Φ
。
。
も
．
障
メ

（
2
2
）
　
び
9
く
①
び
磨
0
9
≡
鐸
婦
三
〇
簿
ぞ
①
男
ニ
コ
。
甑
。
訂
ω
鼠
勺
7
9
。
酵
圃
0
0
9
ゴ
ヨ
§
同
§
．
ぎ
」
（
魯
〔
δ
ジ
》
こ
出
自
。
鼠
ρ
涛
．
鼠
こ
螢
コ
伍
ズ
①
ざ
と
．
知
；
ミ
ミ

　
9
饗
ミ
N
ミ
執
§
ミ
切
鳴
ぎ
ミ
。
鳩
、
§
壽
ミ
ー
ミ
く
ぎ
Q
私
幣
ミ
ミ
㌧
§
”
竃
。
露
。
ジ
箸
』
静
心
G
。
。
。
．

（
2
3
）
　
○
巴
お
ω
7
0
夢
鼠
；
鵠
ミ
ご
㌣
～
ミ
悩
晦
ミ
ミ
ミ
、
ミ
8
§
ミ
O
ミ
ミ
勢
吻
δ
節
鼠
興
葺
歪
8
H
O
G
Q
｝
（
お
①
N
）
｝
P
一
リ
メ
（
島
津
格
他
訳
隅
政
治
に
お
け
る
合
理
主

　
義
臨
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
八
）

（
2
4
）
　
リ
ッ
タ
ー
の
「
補
償
（
埋
め
合
わ
せ
）
理
論
」
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
藤
野
寛
『
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
問
題
圏
”
岡
　

　
性
批
判
の
暫
学
㎞
、
勤
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
。

（
2
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
水
谷
雅
彦
「
伝
達
・
対
話
∵
会
話
一
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ソ
の
メ
タ
自
然
誌
へ
む
け

　
て
」
、
谷
泰
編
璽
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
窃
然
誌
㎞
、
新
曜
社
、
　
一
九
九
七
。

（
2
6
）
　
中
金
聡
は
、
「
オ
…
ク
シ
3
ッ
ト
の
会
話
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
そ
も
そ
も
「
真
面
目
／
不
真
而
霞
」
「
真
剣
／
遊
び
漏
の
二
分
法
を
栢
対
化
す
る
よ
う
な

　
視
点
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
扁
と
い
う
卓
抜
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
申
金
勲
績
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
㎞
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

　
～
九
九
五
、
～
七
二
頁
。
ま
た
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
こ
こ
で
門
子
供
は
会
話
の
達
人
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し

　
て
は
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
金
玉
的
に
み
て
も
子
供
は
会
話
上
手
で
は
な
く
、
一
定
時
間
以
上
会
話
を
持
続
さ
せ
る
能
力
は
、

　
す
く
な
く
と
も
小
学
生
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
進
化
的
、
あ
る
い
は
発
達
的
観



　
点
を
導
入
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
示
唆
す
る
だ
け
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

（
2
7
）
　
井
上
達
夫
は
、
『
共
生
の
作
法
一
会
話
と
し
て
の
正
義
－
出
、
払
子
社
、
一
九
八
六
、
に
お
い
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
会
話
に
関
す
る
理
論
か
ら
そ
の

　
保
守
主
義
的
含
意
を
は
ぎ
と
り
、
そ
れ
を
新
た
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
「
正
義
」
概
念
の
構
築
に
接
合
す
る
と
い
う
野
心
的
な
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿

　
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
へ
の
着
目
も
、
当
初
は
こ
れ
に
示
唆
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
「
接
合
」
、
つ
ま
り
「
会
話
の
作
法
」

　
（
島
8
0
歪
ヨ
。
｛
o
o
響
く
興
ω
p
鉱
。
已
の
な
か
に
「
共
生
の
作
法
」
と
し
て
の
正
義
の
可
能
性
が
胚
胎
し
て
い
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
義
と

　
可
能
性
を
否
定
し
え
な
い
ま
で
も
若
干
拙
速
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
現
在
の
と
こ
ろ
の
正
直
な
感
想
で
あ
る
。
な
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ

　
は
、
ま
だ
「
会
話
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
会
話
に
関
す
る
実
証
的
、
理
論
的
な
探
求
は
途
に

　
つ
い
た
ぽ
か
り
で
あ
り
、
正
義
や
倫
理
を
少
な
く
と
も
直
接
語
る
こ
と
は
、
（
倫
理
学
を
専
攻
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
／
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ

　
そ
）
い
ま
し
ば
ら
く
は
禁
欲
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
え
て
、
現
段
階
で
の
見
通
し
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
、
「
会
話
」
の
場
は
、
い
ま
だ
「
共
生
」

　
の
場
で
は
な
い
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
確
か
に
「
共
在
」
の
場
で
は
あ
り
、
「
会
話
」
と
「
共
在
」
と
い
う
両
概
念
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

　
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
手
が
か
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
偶
然
性
が
支
配
す
る
門
共
在
」
と
正
義
の
場
と
し
て
の
「
共
生
」
の
間
隙

　
は
大
き
い
。
「
共
在
」
概
念
に
関
し
て
は
、
木
村
大
治
『
共
在
感
覚
ー
ア
フ
リ
カ
の
二
つ
の
社
会
に
お
け
る
雷
撃
的
相
互
行
為
か
ら
…
』
、
京
都
大
学
学
術

　
出
版
会
、
二
〇
〇
四
、
を
参
照
。

（
2
8
）
　
O
p
く
己
ω
o
P
U
‘
》
Z
8
①
U
①
噌
窪
ρ
α
q
①
壼
Φ
簿
o
h
閏
月
欝
O
ゲ
ω
”
ヨ
…
い
①
℃
o
門
ρ
国
．
（
①
9
γ
寄
ミ
詠
口
§
“
ミ
§
旨
越
ミ
職
。
§
じ
u
冨
巳
く
≦
Φ
貫
H
㊤
。
。
9
℃
O
・
心
。
。
ω

　
－
濠
①
．
こ
の
未
だ
著
作
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
論
文
の
存
在
と
意
義
は
、
冨
田
恭
彦
「
論
語
行
為
論
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
ス
」
、
岩
波
講
座
現
代
思

　
想
4
『
言
語
論
的
展
開
』
、
一
九
九
三
、
に
教
え
ら
れ
た
。

（
2
9
）
　
U
餌
く
己
・
・
o
P
】
）
こ
さ
ミ
ミ
鳶
硫
§
ミ
寄
ミ
討
§
気
§
譜
愚
蕊
ミ
凡
§
旧
Ω
費
窪
α
8
℃
屋
ω
ω
』
O
O
一
（
同
㊤
。
。
心
）
も
」
り
S
（
野
本
和
幸
他
訳
『
真
理
と
解
釈
』
、

　
蛍
草
書
房
、
｝
九
九
～
）
。
こ
の
、
．
o
プ
母
野
流
、
と
い
う
語
に
倫
理
的
含
意
が
全
く
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
議
論
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
倫
理
的
概
念
で
は
な
く
、
理
解
の
可
能
性
の
条
件
を
示
す
超
越
論
的
概
念
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
か
つ

　
て
デ
リ
ダ
が
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
向
け
た
批
判
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
「
カ
へ
の
善
意
志
」
と
い
う
形
而
上
学
の
現
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
と
同

　
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
の
か
否
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ
リ
ダ
の
ガ
ダ
マ
ー
批
判
に
関
し
て
は
、

　
閃
。
「
ひ
q
ρ
や
（
蛮
誘
ひ
q
．
）
”
鍵
鳳
い
§
職
§
§
§
越
ミ
職
§
”
乏
琴
Φ
一
院
霊
亀
く
①
日
岡
α
q
一
目
り
。
。
蒔
．
（
轡
田
収
他
訳
『
テ
ク
ス
ト
と
解
釈
幅
、
産
業
図
書
、
～
九
九

　
〇
）
、
お
よ
び
（
2
5
）
に
挙
げ
た
拙
論
を
参
照
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
倫
理
学
（
下
）

＝
孟



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
号

二
六

（
3
0
）
　
U
餌
＜
δ
ω
9
ピ
σ
こ
匙
’
亀
黛
N
O
O
一
．
戸
b
。
謬
9

（
3
1
）
　
§
猟
P
ミ
O
．
本
来
な
ら
ぽ
、
本
稿
に
お
い
て
は
言
語
行
為
論
に
関
す
る
…
節
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
註

　
（
2
5
）
で
挙
げ
た
拙
論
で
展
開
し
て
お
い
た
の
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
行
論
の
必
要
上
、
そ
の
一
部
分
を
、
い
さ
さ
か
長
く
は
な
る
が
（
若

　
干
の
加
筆
訂
正
の
上
）
引
用
し
て
お
く
。
ま
た
、
同
論
文
で
は
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
言
語
行
為
論
と
解
釈
学
に
対
す
る
批
判
を
扱
っ
た
が
、
そ
の
趣
旨
は
、

　
会
話
の
実
相
に
罵
る
理
論
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
解
釈
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
と
デ
イ

　
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
理
論
の
類
縁
性
と
い
う
驚
く
べ
き
論
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
森
本
浩
～
隅
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
一
「
雷
語
」
な
ん
て
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
㎞
、
N
H
K
出
版
、
二
〇
〇
四
、
に
お
い
て
明
晰
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
後
に
知
っ
た
。
岡
書
は
、
本
稿
と
同
じ
く
、
論
文
．
、
＞
　
Z
凶
8

　
】
）
①
舜
嵩
ぴ
q
①
ヨ
㊦
纂
。
｛
晦
宮
け
書
冨
．
．
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
　
　
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
嚥
矢
と
す
る
禅
語
行
為
論
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
自
身
は
そ
う
意
漏
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
現
代
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
ケ
…
シ
ョ
ン
を
論
ず
る
際
に
は
避
け
て
と
お
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
言
語
行
為
論
が
ひ
と
つ
の
理
論
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

　
　
　
ョ
ン
研
究
に
寄
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
議
論
を
よ
り
体
系
的
に
展
開
し
た
サ
ー
ル
の
功
績
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
体

　
　
　
融
化
の
過
程
で
、
サ
ー
ル
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
少
々
曖
昧
に
「
規
約
（
慣
習
と
（
o
§
く
。
箕
圃
。
巳
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
明
確
に
規
則
（
巴
巳
。
）
と

　
　
　
呼
び
変
え
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
意
味
の
使
朋
規
愚
説
を
換
骨
藝
課
し
て
書
語
行
為
論
と
結
び
つ
け
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
オ
ー
ス

　
　
　
テ
ィ
ン
が
「
規
約
」
と
い
う
語
に
込
め
た
「
危
う
さ
」
あ
る
い
は
「
原
理
的
な
侵
犯
可
能
性
」
と
い
う
性
格
を
無
視
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

　
　
　
シ
ュ
タ
イ
ン
／
ク
リ
プ
キ
の
い
わ
ゆ
る
「
規
則
に
従
う
こ
と
扁
に
関
す
る
パ
ラ
ギ
ッ
ク
ス
を
安
く
見
積
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程

　
　
　
で
書
語
行
為
論
は
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
と
桐
似
の
伝
達
モ
デ
ル
と
し
て
の
性
格
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
サ
…
ル
は
、
音
声
行
為
・
用
語
行
為
・
黄
味
行
為
か
ら
な
る
発
語
行
為
（
ざ
。
毎
。
コ
鴛
，
《
邸
§
）
と
い
う
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
播
て
、

　
　
　
音
声
行
為
、
醜
語
行
為
と
な
ら
ん
で
新
た
に
命
題
行
為
（
｛
）
四
，
o
圃
）
o
ω
…
鉱
§
鉱
難
9
）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
網
い
る
。
こ
れ
は
、
発
語
内
の
力
を
も
つ

　
　
　
発
語
内
行
為
（
圃
一
一
〇
〇
⊆
甑
8
㊤
蔓
㊤
9
）
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
指
示
や
述
語
づ
け
を
行
う
行
為
で
あ
り
、
意
味
行
為
と
い
う
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

　
　
　
概
念
の
曖
昧
さ
を
払
拭
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
…
ル
に
よ
れ
ば
、
発
語
内
の
力
を
も
た
な
い
命
題
行
為
と
発
語
内
行

　
　
　
為
と
が
、
発
話
者
の
意
図
に
も
と
づ
い
て
連
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
べ
き
意
味
が
発
生
す
る
の
で
あ
り
（
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
男
（
巳

　
　
　
と
い
う
形
式
で
表
す
。
F
は
発
語
内
の
力
の
機
能
表
示
装
撮
を
、
P
は
命
題
表
現
を
示
す
。
）
、
こ
の
連
結
に
お
い
て
接
着
剤
の
役
割
を
は
た
す
の
が

　
　
　
規
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
寒
露
を
伝
達
す
る
発
語
行
為
と
力
を
伝
達
す
る
発
語
内
行
為
と
い
う
区
別
は
不
要
に



な
り
、
い
か
な
る
規
則
を
適
用
す
る
か
に
つ
い
て
の
意
図
（
志
向
）
を
含
め
た
発
話
者
の
意
図
（
志
向
）
の
み
が
、
伝
達
内
容
の
決
定
の
中
核
に
す

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
サ
ー
ル
が
、
コ
ー
ド
モ
デ
ル
流
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
ら
な
い
で
す
む
の
は
、
こ
こ
で
の
規
則
の
適
用
が
、
ア
メ
リ
カ
ン

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
お
け
る
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
の
規
則
（
敵
陣
の
エ
ン
ド
ゾ
ー
ン
に
ラ
ン
ま
た
は
パ
ス
で
ボ
ー
ル
を
も
ち
こ
め
ば
、
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
と
な

り
、
六
点
が
与
え
ら
れ
る
）
の
よ
う
な
構
成
的
規
則
の
体
系
と
し
て
の
制
度
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
の

解
決
は
、
現
実
に
「
成
功
扁
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
（
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
の
）
伝
達
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
実
的
説
明

と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
の
可
能
性
の
条
件
の
提
示
と
し
て
は
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

（
こ
れ
は
、
M
・
ダ
メ
ッ
ト
が
論
じ
た
コ
ミ
ェ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ゲ
ー
ム
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
批
判
に

も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
】
）
鋤
く
達
ω
o
P
U
こ
魯
凸
竃
譜
N
O
O
一
も
』
①
ご

　
ま
ず
、
構
成
的
規
則
の
体
系
と
し
て
の
制
度
と
い
う
考
え
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
諸
規
則
の
集
合
と
し
て
の
生
活
形
式
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
概
念
を
思
い
出
さ
せ
る
が
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
慣
習
（
規
約
）
概
念
を
規
則
と
よ
び
か
え
た
場
合
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
概
念
が
も
っ
て
い
た
あ
る
種
の
微
妙
さ
、
特
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
母
語
で
表
現
さ
れ
た
場
合
の
ω
震
甲

。
房
官
巴
（
言
語
－
遊
戯
）
が
も
つ
精
妙
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
ム
に
は
一
義

的
な
目
的
な
ど
設
定
不
能
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ω
且
Φ
H
な
の
だ
と
も
い
え
る
が
、
サ
ー
ル
が
好
ん
で
と
り
あ
げ
る
例
は
、
チ
ェ
ス
で
あ
っ
た
り
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
で
あ
っ
た
り
、
勝
利
と
い
う
敵
味
方
双
方
に
共
有
さ
れ
た
一
義
的
な
目
標
（
E
・
ゴ
フ
マ
ソ
流
に
い
え
ば
「
支
配
的
か
つ
主
要
な
関

与
」
）
の
存
在
す
る
ゲ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
真
摯
に
勝
利
を
追
求
し
な
い
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
当
然
の
よ
う
に
ゲ
ー
ム
そ
の
も
の
か
ら
排
除
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
勝
利
の
追
求
と
い
う
勝
負
決
定
型
ゲ
ー
ム
の
暗
黙
の
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
「
不
誠
実
」
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ

り
、
サ
ー
ル
の
い
う
「
誠
実
性
規
則
縣
に
違
反
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
、
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

何
事
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
会
議
の
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
そ
こ
に
は
一
義
的
な
目
標
や
目
的
な
ど
存
在
し
て
な
い
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
誠
実
性
規
則
」
と
は
、
そ
も
そ
も
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
「
違
反
」
す
る

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
な
に
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
な
ぜ
勝
負
型
ゲ
ー
ム
で
は
勝
利
の
追
求
が
暗
黙
の
規
則
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
な
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

本
質
的
な
理
由
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
ゲ
ー
ム
そ
の
も
の
が
や
っ
て
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
観
客
に
と
っ
て
も
面
白
く
な
く
な
る
か
ら
、
す
な
わ

ち
本
来
面
白
い
も
の
で
あ
る
は
ず
の
ゲ
ー
ム
と
し
て
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
た
と
え
ぽ
祖
父
が
幼
い
孫
と
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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倫
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二
八

　
　
　
し
て
い
て
意
図
的
に
負
け
て
や
る
と
い
う
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ゲ
ー
ム
は
本
質
的
に
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
ゲ
ー
ム
が
擬

　
　
似
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
孫
は
勝
利
追
求
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
み
、
祖
父
は
ま
た
そ
れ
と
は

　
　
全
く
別
の
楽
し
み
を
得
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
孫
が
少
し
く
成
長
し
て
祖
父
が
「
本
気
」
あ
る
い
は
門
真
面
冒
」
で
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
つ
よ
う
に
な

　
　
　
る
ま
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
は
継
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
双
方
が
別
の
冒
的
を
も
っ
て
別
の
ゲ
…
ム
を
し
て
い
る
、
と
い
う

　
　
記
述
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
勝
負
事
と
し
て
の
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
と
い
う
点
で
は
「
異
常
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
事

　
　
態
は
、
祖
父
と
孫
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
横
か
ら
見
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
も
、
じ
つ
に
微
笑
ま
し
い
も
の
と
も
な
り
う
る
。
実

　
　
際
、
成
長
し
た
孫
が
「
本
気
扁
で
な
い
祖
父
と
の
ゲ
ー
ム
に
飽
き
る
の
は
、
祖
父
の
門
不
誠
実
」
そ
の
も
の
を
嫌
悪
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
し

　
　
　
た
「
不
誠
実
」
が
ゲ
ー
ム
を
、
ひ
い
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
面
白
く
な
く
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
面
白
さ
扁
を
サ
…
ル
は
説
曙
す
る

　
　
　
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
伝
達
行
為
に
限
定
し
て
し
ま
う
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
発
話
内
行
為
の
遂
行
が
発

　
　
話
者
の
特
定
の
心
理
状
態
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
伝
達
の
条
件
と
し
て
の
門
誠
実
性
条
件
」
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
よ
く
、
さ
ら
に
そ
の

　
　
底
に
あ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
を
可
能
に
し
て
い
る
条
件
に
つ
い
て
は
語
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
2
）
　
こ
の
こ
と
は
、
「
麗
の
こ
と
を
世
界
一
愛
し
て
る
よ
」
、
「
櫨
で
し
ょ
」
、
「
ほ
ん
と
う
だ
よ
」
、
「
激
つ
き
！
」
、
「
い
や
ほ
ん
と
に
ほ
ん
と
だ
よ
！
」
、

　
「
櫨
！
㎏
と
い
う
欝
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
が
、
欝
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
原
理
的
に
は
永
遠
に
続
く
と
い
う
事
例

　
を
考
え
れ
ば
、
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
言
語
行
為
論
に
お
け
る
規
鋼
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
わ
れ
わ

　
れ
が
必
然
的
に
か
か
げ
る
「
普
遡
親
仁
楽
要
求
」
と
い
う
概
念
へ
と
転
換
さ
せ
た
ハ
…
バ
…
マ
ス
の
理
論
に
お
い
て
も
、
妥
当
要
求
の
ひ
と
つ
で
あ
る

　
「
誠
実
性
要
求
」
（
O
㊦
貯
§
ぴ
q
讐
鳶
）
毎
。
ε
は
、
コ
意
思
疎
通
性
要
求
」
や
「
真
理
牲
要
求
」
、
「
正
当
性
要
求
」
と
い
っ
た
他
の
妥
当
要
求
と
は
異
な
り
、

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
の
内
部
に
お
い
て
は
そ
の
妥
当
性
を
遡
嘉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
〈
討
議
〉

　
と
く
対
話
V
H
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
…
シ
ョ
ン
倫
理
学
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
挑
判
的
視
角
」
、
噸
理
想
漏
第
六
二
〇
号
、
一
九
八
五
、
お
よ
び

　
「
批
判
と
反
省
日
理
論
的
反
省
の
実
践
的
限
界
と
ハ
…
パ
…
マ
ス
」
、
岩
波
講
座
現
代
思
想
8
『
撹
汎
理
論
隔
、
一
九
九
閥
を
参
照
願
う
。

　
　
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
系
は
、
い
わ
ゆ
る
語
勘
弁
的
な
規
則
の
ほ
と
ん
ど
が
道
徳
的
規
則
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
、
あ
る
い
は
こ
う

欝
っ
て
よ
け
れ
ば
、
多
く
の
語
用
論
的
規
則
の
研
究
が
、
そ
の
な
か
に
一
定
の
「
倫
理
扁
を
密
輸
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
と
つ
な
が
る

　
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
語
用
論
的
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
丁
寧
さ
扁
（
護
摩
㊦
器
ω
ω
）
の
研
究
の
成
果
は
、
冗
談
で
は
な
く
、
特
定
の
文
化
の
な
か

　
で
過
ご
す
た
め
の
「
マ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
」
と
し
て
湿
婆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ぽ
、
じ
ご
き
≦
！
℃
．
卸
ピ
①
く
ぎ
ω
9
y
ω
’
¢
三
く
Φ
三
巴
ω
ぎ
い
鋤
一
薦
二
9
。
領
①



　
α
ω
P
α
q
①
　
℃
O
澤
Φ
嵩
Φ
ω
ω
℃
『
Φ
昌
O
旨
窪
餌
．
一
『
O
O
O
身
｝
国
．
（
①
伽
’
γ
O
ミ
の
職
§
的
§
職
ぎ
ミ
§
塁
勲
O
m
ヨ
再
置
ひ
q
Φ
¢
三
く
曾
ω
圃
叶
団
勺
『
Φ
ω
ω
－
H
き
Q
◎
讐
を
見
ら
れ
た

　
い
。
こ
の
研
究
は
ま
た
、
規
約
（
規
則
）
概
念
に
依
拠
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
た
な
ら
ば
、
規
約
（
規
則
）
の
数
の
イ
ン
フ
レ
と
で
も
よ
ぶ

　
べ
き
事
態
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
の
証
左
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
3
）
　
】
）
国
く
賦
ω
o
P
P
》
愚
。
亀
餅
お
○
。
ゆ
O
■
置
卜
。
．

（
3
4
）
　
U
鋤
く
置
ω
o
P
U
‘
魯
■
織
野
卜
。
O
O
押
ロ
。
卜
。
刈
N

（
3
5
）
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
倫
理
的
」
必
要
で
あ
り
、
会
話
的
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
「
な
あ
な
あ
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
た
と
え

ば
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
言
う
「
実
践
的
」
問
題
が
語
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
撹
判
的
追
及
扁
が
「
必
要
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

　
い
。

（
3
6
）
　
U
鋤
く
こ
ω
o
P
U
■
｝
愚
．
9
計
お
。
。
9
0
．
愈
。
。
e
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
初
期
の
「
行
為
論
」
と
の
す
り
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
は
行
為
と

意
図
の
「
共
同
性
」
、
つ
ま
り
は
「
集
合
的
追
慕
扁
論
な
ど
と
の
関
連
の
指
摘
な
ど
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
措
か
ざ
る
を
え
な
い
。

（
3
7
）
　
U
鋤
く
箆
ω
o
P
U
‘
愚
．
織
黛
野
。
O
O
押
O
．
×
圃
×
．

（
3
8
）
　
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
が
「
思
い
と
語
り
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
F
・
P
・
ラ
ム
ジ
ー
の
不
確
実
性
と
い
う
条
件

下
で
の
確
率
理
論
に
基
づ
く
意
思
決
定
理
論
を
援
用
し
て
い
る
。
U
9
。
く
置
ω
o
戸
O
‘
o
》
9
計
b
。
O
O
H
も
」
O
P
な
お
、
こ
の
論
文
は
、
人
間
以
外
の
、
つ
ま

　
り
言
語
を
用
い
る
こ
と
の
な
い
生
物
（
あ
る
い
は
人
工
知
能
）
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
考
察

　
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
残
さ
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
み
ず
た
に
・
ま
さ
ひ
ご
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
授
／
倫
理
学
）
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like　“with　logos　heart　is　bewildered”．　The　fact　that　it　reaches　the　point　where　logos

positively　has　the　meaning　of　“rational”　is　the　achievement　of　the　philosophers．

With　consciousness　of　limited　characteristic　of　human　recognition，　logos，　left　from

the　human　storyteller，　was　objectified　and　came　to　have　a　more　abstract　notion．

With　the　eariy　Greek　philosophers，　probably　the　position　of　logos　and　mythos　was

reversed．　But，　even　in　that　case，　they　did　not　arrive　at　this　new　idea　of　logos　by

denying　mythos．

　　This　survey　of　early　Greek　literature　and　philosophy　leads　to　the　conclusion，

that　there　are　two　ways　before　Plato　in　which　we　can　tell　the　truth．　With　mythos

we　tell　the　truth　which　is　transmitted　by　way　of　the　memory．　This　type　of　truth　is

what　is　rnemorable　or　to　be　memorized　（aletheia　in　Greek），and　it　appears　in　the

conversation　which　intends　to　report　to　others　what　they　see　or　hear．　With　logos

we　can　recognize　and　teil　the　truth　which　lies　behind　the　appearance．　This　type　of

truth　is　a　permanent　cohesive　principle　which　presents　a　systematic　interpretation

of　our　manifold　world．　The　two　systems　which　tell　truths　had　coexisted　without

denying　or　expelling　each　other．　Xenophanes，　for　example，　criticized　traditional

myths，　but　it　is　for　the　contents　of　the　myth，　not　for　the　form　of　myth，　that　he

reproached　poets．　Tlterefore　the　claim　“philosophy　ceases　to　be　myth　in　order　to

become　philosophy”　is　wrong，　which　we　show　from　the　linguistic　consideration　of

Greek　words　mythos　and　logos．
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　　The　last　half　of　this　paper　begins　by　taking　up　theories　of　Simmel，　Malinowski，

Oakeshott　as　examples　of　the　positions　that　focus　on　conversation　in　daily　life．

Their　theories　regard　ordinary　conversation　as　“self－purposive”　or　“autotelic”

communication　and　distiRguished　frorn　the　communication　with　extrinsic　purposes

such　as　consensus　building　or　inquiry　into　truth．　They　not　only　point　out　that　such

a　conversation　has　its　own　intrinsic　purposes，　but　also　argue　that　this　nature　of

conversation　shows　such　self－purposiveness　as　the　nature　of　conversation　is　one　of

the　most　fundamental　characteristics　of　communication　in　general．
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　　Then，　1　go　on　to　tal〈e　up　Davidson’s　arguments　based　on　the　concepts　of　the

“Radical　lnterpretation”　and　the　“Princip｝e　of　Charity”　as　the　philosophical　theory

most　suitable　for　such　real　aspects　of　conversational　communication．　ln　particular

I　exarnine　Davidson’s　discussion　on　“malapropism”．　Davidson　avoids　the　diffi－

culties　associated　with　so－called　the　“Code　Model”　on　communication　by　denying

the　inevitability　of　conventions　in　communication，　and　even　overcome　the　“Trans－

mission　Model”　in　which　success　in　communication　depends　on　the　representation

of　speaker’s　intentions　by　the　hearer．　At　this　point，　it　is　confirmed　that　communica－

tion　is　carried　out　within　bounded　rationality．
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