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情
報
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つ
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て
の
覚
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と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
複
製
」・「
プ
ロ
と
ア
マ
チ
ュ
ア
」・「
集
団
（
企
業
）
と
個
人
」
な
ど
、

質
の
面
で
も
量
の
面
で
も
そ
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
結
果
、
誰
に
で
も
音
楽
や
映
像
を
自
由
に
生

成
し
、
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
特
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
可
能
に
し
た
「
個

人
か
ら
世
界
へ
の
情
報
発
信
」
は
、
私
た
ち
の
世
界
観
を
大
き
く
変
え
た
）。

　

か
つ
て
、専
門
家
の
間
で
は
「
今
あ
る
技
術
で
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
誰
に
で
も
簡
単
に
高
度
な
技
術
が
使
え
て
し
ま
う
今
と
な
っ
て
は
、「
何
が
で
き
る
か
」
で
は
な

く
、「
何
が
し
た
い
か
」
す
な
わ
ち
「
何
を
視
た
い
（
聴
き
た
い
）
の
か
、
何
を
創
り
た
い
の
か
、
何
を

伝
え
た
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
重
要
な
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
意

味
で
も
、
音
楽
と
映
像
に
関
わ
っ
て
い
く
場
合
に
は
、
表
現
上
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
の
み
な
ら
ず
、「
人

は
な
ぜ
歌
う
の
か
、
人
は
な
ぜ
描
く
の
か
・
・
」
と
い
う
根
源
的
な
問
題
に
立
ち
返
る
姿
勢
が
必
要
と
な

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
前
提
に
、
音
楽
と
映
像
に
関
心
を
抱
き
は
じ
め
た
学
生
、

一
般
の
方
々
を
対
象
に
、
関
連
の
あ
る
様
々
な
分
野
の
知
見
を
、
私
な
り
の
視
点
で
紹
介
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
で
執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
議
論
の
視
点
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
聴
覚
と
視
覚
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
と
い

う
視
点
、
も
う
一
つ
は
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
を
比
較
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
聴
覚
と
視
覚
の
比
較
と
い

う
の
は
、
音
楽
を
聴
覚
情
報
に
、
映
像
を
視
覚
情
報
に
位
置
づ
け
て
、
そ
の
特
徴
を
比
較
抽
出
し
て
み
よ

　

は
じ
め
に

　

人
は
な
ぜ
歌
う
の
か
、
人
は
な
ぜ
描
く
の
か
（
写
真
を
撮
る
の
か
）
‥
‥

　

人
は
な
ぜ
音
楽
を
聞
く
の
か
、
人
は
な
ぜ
映
画
や
テ
レ
ビ
を
見
る
の
か
‥
‥

　

我
々
は
今
日
、
音
楽
や
映
像
が
氾
濫
す
る
世
界
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
こ
の
素
朴
か
つ
根
源
的
な
問
い

に
答
え
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
音
楽
や
映
像
の
創
作
に
携
わ
っ
て
い
る
か
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
強
い
関
心
を
も
つ
一
部
の
人
を
除
け
ば
、「
考
え
た
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
の
が
普
通
で
あ

ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
音
楽
や
映
像
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
そ
の
答
え
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
な
お
か
つ
そ
れ

が
語
ら
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
も
様
々
に
変
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
音
楽
や
映
像
と
い
う
も
の
が
、
非

常
に
広
範

0

0

な0

関
連
0

0

領
域
0

0

を
も
つ
こ
と
、
科
学
的
に
捉
え
に
く
い
具
体
的

0

0

0

な0

存
在
0

0

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
が
感
情
と
い
う
人
間
存
在
の

0

0

0

0

0

機
軸
0

0

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
多
種
多
様
で
流

動
的
な
言
説
を
生
む
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
当
然
一
つ
で
は
な
く
、
音
楽
や
映
像
に

関
心
を
も
つ
人
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
な
り
の
答
え
を
模
索
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
こ
数
年
の
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
日
常
的

な
も
の
と
な
り
、
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
に
で
も
・
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
、
情
報
を
取
り
出
す
、
又

創
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
情
報
の
流
れ
が
時
間
や
空
間
に
関
し
て
ボ
ー
ダ
レ
ス
に
な
っ
た
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バ
ラ
バ
ラ
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
事
柄
は
、
脳
科
学
の
知
見
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
、
お
か
げ
で
現
在
「
私

の
脳
」は
非
常
に
快
適
に
な
っ
た
感
が
あ
る（
も
ち
ろ
ん
、わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
‥
）。

「
脳
」
を
基
点
に
考
え
る
こ
と
で
、「
人
」
と
「
人
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
と
て

も
見
通
し
の
良
い
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
筆
を
進
め
る
原
動
力
も
そ
れ
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
芸
術
の
話
は
も
ち
ろ
ん
、
音
響
工
学
・
画
像
工
学
・
情
報
科

学
・
認
知
科
学
・
脳
科
学
ま
で
、
様
々
な
領
域
の
話
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け

広
範
な
領
域
の
議
論
を
学
術
的
に
き
ち
ん
と
書
く
こ
と
は
筆
者
の
力
量
に
あ
ま
る
も
の
で
、
厳
密
さ
を
欠

く
表
現
や
、
説
明
不
足
な
点
が
多
く
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
世
界
に
足
を

踏
み
入
れ
よ
う
と
い
う
段
階
で
あ
れ
ば
、
多
少
あ
い
ま
い
で
あ
っ
て
も
先
に
全
体
像
を
つ
か
ん
で
し
ま
う

方
が
頭
の
整
理
が
つ
き
や
す
く
、
ま
た
好
奇
心
も
湧
き
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
い
る
の

が
「
私
の
脳
」
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
が
ん
ば
っ
て
も
厳
密
さ
に
は
限
界
が
あ
る
。
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と

で
、
あ
え
て
領
域
を
広
く
す
る
方
針
を
と
っ
た
。

　
「
人
生
、
楽
し
む
程
度
に
賢
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
愉
快
な
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
大
学
に
籍

を
置
く
身
で
、
そ
う
い
う
の
は
無
責
任
だ
と
お
叱
り
を
受
け
そ
う
だ
が
、
ま
ず
は
楽
し
め
る
程
度
に
全
体

を
つ
か
ん
で
し
ま
お
う
、
と
い
う
の
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
拙
い
文
章
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
様
々
な
知
見
の
紹
介
が
、
音
楽
と
映
像
に
関
心
を
抱
き
は
じ
め
た
読
者
に
と
っ
て
の
創
造
的
な

思
索
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
、
ま
た
今
後
の
創
作
活
動
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

う
と
い
う
も
の
で
、
目
と
耳
に
つ
い
て
の
「
あ
た
り
ま
え
の
違
い
」
に
注
目
し
な
が
ら
、
音
づ
く
り
・
絵

づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
の
比
較
と
い
う
の
は
、
音
楽
と

映
像
の
入
力
・
処
理
・
出
力
に
関
わ
る
「
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
処
理
過
程
」
と
「
人
間
の
情
報
処
理
過
程
」

と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
聴
覚
情
報
と
視
覚
情
報
の
入
力
（
認
知
）
や
記
録
（
記
憶
）
に
つ
い
て
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
性
を
見
出
し
、
モ
ノ
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
科
学
的
（
認
知
科
学
的
）
な
理
解
を
深
め
よ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
二
つ
が
本
文
の
構
成
に
関
わ
る
主
な
視
点
な
の
だ
が
、
も
う
一
点
、「
は
じ
め
に
脳
あ
り
き
」

と
い
う
考
え
が
考
察
の
基
底
に
あ
る
こ
と
も
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
今
日
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
な
ど
で

も
、
脳
科
学
が
人
間
の
「
な
ぜ
」
を
あ
っ
さ
り
説
明
し
て
し
ま
う
場
面
を
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
だ
け
様
々
な
事
実
が
（
そ
こ
ま
で
言
っ
た
ら
実
も
蓋
も
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
）
一
般
に
明
か
さ
れ

て
い
る
以
上
、「
脳
の
話
」
も
交
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
個
人
的
に
な
じ
み
深
い
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
本
文
（
特
に
最
終
章
）
で
は
頻
繁
に
「
脳
の
話
」
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
筆
者
自
身
は
脳
の
研
究
を
専
門
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
「
映
像
美
学
」

が
出
発
点
で
、
現
在
の
専
門
も
認
知
科
学
を
基
礎
に
し
た
「
映
像
情
報
の
デ
ザ
イ
ン
」
で
あ
る
。
か
つ
て

映
像
の
研
究
と
い
え
ば
記
号
論
や
精
神
分
析
が
話
題
の
中
心
で
、
筆
者
は
学
生
当
時
か
ら
そ
の
難
解
さ
と

違
和
感
に
苦
し
ん
で
い
た
の
だ
が
、「
情
報
」
へ
の
関
心
か
ら
認
知
科
学
の
資
料
を
読
み
漁
っ
て
い
る
う

ち
に
、
90
年
代
に
な
っ
て
脳
研
究
の
成
果
を
あ
ち
こ
ち
で
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
来
、
筆
者
の
視
点

は
徐
々
に
「
は
じ
め
に
脳
あ
り
き
」
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
様
々
な
分
野
ご
と
に
、
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音
楽
と
映
像
の
歴
史

　　

１   

音
楽
と
映
像
の
領
域

　

本
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
我
々
が
普
通
に
用
い
て
い
る
「
音
楽
」
と
「
映
像
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

ま
た
、
そ
れ
を
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
と
し
て
技
術
的
に
扱
う
場
合
の
「
音
響
」
と
「
画
像
」
と
い
う
用
語
に

つ
い
て
、
辞
書
的
な
理
解
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
輪
郭
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　

音
楽 m

usic　

／　

音
響 sound

　
「
音
楽
」
と
は
、
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
「
音
を
楽
し
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
辞
書
に
は
「
音

に
よ
る
芸
術
。
拍
子
・
節
・
音
色
・
和
声
な
ど
に
基
づ
き
種
々
の
形
式
に
組
み
立
て
ら
れ
た
曲
を
、
人
声

や
楽
器
で
奏
す
る
も
の
、
楽
」（
広
辞
苑
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
芸
術
」
を
「
情
報
の
あ
り
か
た
の
ひ
と

つ
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
、「
音
に
よ
る
芸
術
」
と
し
て
の
音
楽
は
、
聴
覚
に
訴
え
る
「
情
報
」
す
な

わ
ち
「
聴
覚
情
報
」
の
一
形
態
で
あ
り
、
生
成
・
処
理
・
伝
達
・
記
録
の
対
象
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
情
報
の
発
生
源
に
は
、声
や
楽
器
の
生
音
の
他
に
も
、Ｆ＊

Ｍ
音
源
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
音
源
・
バ＊

ー
チ
ャ

ル
音
源
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
情
報
の
伝
達
に
関
し
て
も
、
直
接
的
な
伝
達
（
ラ
イ
ブ
）
以
外

に
、
有
線
放
送
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
・
Ｗ
ｅ
ｂ
・
各
種
プ
レ
ー
ヤ
な
ど
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
。
今
日
、

我
々
の
周
囲
に
は
「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
に
関
わ
る
モ
ノ
・
コ
ト
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、「
音
響
」
と
い
う
言
葉
は
「
音
」
と
同
義
で
、「
聴
覚
を
お
こ
す
空
気
中
の
粗
密
波
、
あ
る
い
は

空
気
中
の
粗
密
波
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
聴
覚
」
と
い
う
よ
う
に
二
面
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
音
と
い
う
も
の
が
、
物
理
的
な
現
象
と
し
て
も
、
ま
た
、
心
理
的
・
内
的
現
象
と
し
て
も
考
察
で
き

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
音
響
」を
我
々
の
身
近
に
あ
る
メ
デ
ィ
ア
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
場
合
に
は
、

さ
ら
に
そ
の
形
式
を
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
と
に
大
別
す
る
視
点
も
必
要
に
な
る
。
ア
ナ
ロ
グ
情
報
と
し

て
の
音
は
、
空
気
の
振
動
で
あ
る
縦
波
（
粗
密
波
）
を
機＊

械
的
・
電
磁
気
的
な
手
段
で
横
波
に
置
き
換
え

た
も
の
で
、
文
字
ど
お
り
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
（
類
似
的
な
）
連
続
波
形
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
一
方
、
デ

ジ
タ
ル
情
報
と
し
て
の
音
は
、
ア
ナ
ロ
グ
の
波
形
を
時
間
軸
上
で
細
か
く
区
切
っ
て
、
各
時
点
で
の
波
の

高
さ
を
数
値
化
し
て
並
べ
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
我
々
が
普
段
聴
い
て
い
る
Ｃ
Ｄ
に
記
録
さ
れ
た

情
報
も
、
片
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
１
秒
分
だ
け
で
、
４
万
４
千
個
も
の
数
値
デ
ー
タ
の
集
ま
り
と
な
っ
て
お
り
、

お
よ
そ
直
感
的
に
は
理
解
で
き
な
い
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
存
在
に
変
わ
り
果
て
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
補
足
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
楽
に
せ
よ
音
響
に
せ
よ
、

こ
の
音
と
い
う
も
の
が
流
れ
る

0

0

0

存
在
で
あ
っ
て
、「
時＊

間
」
の
概
念
を
抜
き
に
し
て
は
捉
え
よ
う
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵
を
描
く
の
に
時
間
制
限
は
な
い
が
、
音
楽
の
演
奏
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
絵
は
見
え
る
モ
ノ
と
し
て
持
ち
歩
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
音
楽
は
聴
こ
え
る
も
の
と
し
て

は
持
ち
歩
け
な
い
。
そ
れ
を
聴
く
に
は
動
く

0

0

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
音
は
常
に
時
間
と
と
も

に
あ
る
。
こ
れ
が
音
に
関
わ
る
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
の
宿
命
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

＊
時
間
軸
上
の
情
報

　

時
間
軸
を
必
要
と
す
る
情
報
は
、
そ
の

記
録
や
再
現
に
「
安
定
し
て
動
作
（
主
に

回
転
）
す
る
機
構
」
を
必
要
と
す
る
た
め
、

そ
の
意
味
で
の
制
約
が
多
く
、
扱
い
が
難

し
い
。
歴
史
を
遡
っ
て
も
、
音
の
記
録
は

ご
く
最
近
の
も
の
に
限
ら
れ
る
し
、
個
人

の
レ
ベ
ル
で
も
「
自
分
の
幼
少
期
の
声
」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
最
近
の
人

に
限
ら
れ
る
。

＊
機
械
的
記
録

　

波
の
形
を
そ
の
ま
ま
目
に
見
え
る
形
で

記
録
し
た
も
の
で
、
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ
ー
ド

の
溝
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
割
り
箸
に
画
鋲
」
と
い
う
簡
単
な
道
具

で
も
音
を
聴
く
こ
と
が
可
能
。

※
傷
が
つ
く
の
で
貴
重
な
レ
コ
ー
ド
で
は

試
さ
な
い
よ
う
に
‥

＊
バ
ー
チ
ャ
ル
音
源

　

物
体
の
素
材
や
形
状
の
デ
ー
タ
か
ら
、

そ
れ
が
作
り
出
す
音
を
物
理
的
に
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
す
る
と
い
う
も
の
。
架
空
の
存
在

か
ら
具
体
的
な
出
力
が
得
ら
れ
る
と
い
う

点
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
ス
の
サ
ウ
ン
ド
版
と
で
も
言
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。

＊
Ｆ
Ｍ
音
源

　

Ｆ
Ｍ
放
送
の
Ｆ
Ｍ
と
同
じ
周
波
数
変
調

（Frequency M
odulation

））
を
複
雑

な
倍
音
生
成
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
に
利
用

し
た
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
で
、
Ｐ

Ｃ
の
音
源
や
携
帯
電
話
の
音
源
と
し
て
、

現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。



Ⅱ- 10Ⅱ- 11

　

映
像 im

age　

／　

画
像 im

age

　
「
映
像
」
と
は
比
較
的
新
し
い
言
葉
で
、
辞
書
に
は
「
光
線
の
屈
折
ま
た
は
反
射
に
よ
っ
て
う
つ
し
だ

さ
れ
た
物
体
の
像
」（
広
辞
苑
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
イ
メ
ー
ジ
」
に
ま
で
幅
を
広
げ
れ
ば
、
写
真
・

映
画
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
物
体
の
像
の
み
な
ら
ず
、
不
可
視
情
報
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
や
、

「
夢
」
そ
の
他
、
頭
の
中
に
思
い
浮
か
ぶ
「
想
像
」
に
ま
で
意
味
が
広
が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
筆
者
は

先
ほ
ど
、
音
楽
を
「
聴
覚
情
報
」
の
一
形
態
と
考
え
た
。
議
論
の
構
成
が
対
称
性
を
も
つ
よ
う
、
映
像
も

同
様
に
「
視
覚
情
報
」
の
一
形
態
と
考
え
て
み
た
い
。「
情
報
」
と
い
う
概
念
は
、
本
文
の
よ
う
に
人
間

の
認
知
の
問
題
と
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
的
問
題
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
考
え
る
の
に
非
常
に
親
和
性
の
良

い
概
念
で
あ
る
。
定
義
の
難
し
い
「
映
像
」
と
い
う
言
葉
に
輪
郭
を
与
え
る
鍵
概
念
と
し
て
、
本
文
で
は

こ
の
「（
視
覚
）
情
報
」
と
い
う
概
念
を
主
軸
に
据
え
た
い
。

　

さ
て
、「
画
像
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、こ
れ
は
「
像
」
を
工
学
的
な
対
象
と
し
て
扱
う
場
合
の
用
語
で
、

「
２
次
元
平
面
上
に
濃
淡
あ
る
い
は
色
が
分
布
し
た
も
の
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
デ
ィ
ア
に

関
連
し
て
画
像
を
考
え
る
場
合
に
は
、
音
響
の
場
合
と
同
様
、
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
の
２
つ
の
形
式
の

区
別
が
必
要
と
な
る
。
ア
ナ
ロ
グ
情
報
と
し
て
の
画
像
は
、
フ
ィ
ル
ム
や
印
画
紙
で
言
え
ば
銀
粒
子
の
分

布
と
し
て
、
ま
た
Ｃ
Ｒ
Ｔ
や
液
晶
で
言
え
ば
画
面
を
ジ
グ
ザ
グ
に
走
る
電
圧
の
強
弱
分
布
と
し
て
表
さ
れ

る
。
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
し
て
の
画
像
は
、
画
面
を
微
小
領
域
に
区
切
っ
た
画
素
（
電
光
掲
示
板
で

言
え
ば
電
球
）と
い
う
単
位
を
用
い
て
、そ
の
画
素
ご
と
の
輝
度
ま
た
は
色（
Ｒ
Ｇ
Ｂ
３
値
の
組
み
合
わ
せ
）

の
デ
ー
タ
を
縦
横
に
配
列
す
る
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
、
縦
の
画
素
数
×
横

の
画
素
数
×
３
個
の
数
値
デ
ー
タ
の
集
合
と
し
て
表
さ
れ
、
例
え
ば
「
30
万
画
素
（640

×480

）」
と

呼
ば
れ
る
サ
イ
ズ
の
画
像
の
場
合
、640

×480

×3

＝921,600

個
の
数
値
デ
ー
タ
の
集
合
と
な
る

（
約
１
Ｍ
Ｂ
、
非
圧
縮
で
は
フ
ロ
ッ
ピ
ー
に
１
枚
が
限
度
）。
さ
ら
に
動
画
像
と
な
れ
ば
、
一
般
的
に
は
１

秒
あ
た
り
30
枚
の
静
止
画
が
時
間
軸
に
沿
っ
て
１
コ
マ
１
コ
マ
連
続
し
て
並
ぶ
か
た
ち
を
と
る
た
め
、
そ

の
デ
ー
タ
量
は
（
同
一
時
間
・
非
圧
縮
で
）
音
楽
の
160
倍
と
、
膨
大
な
デ
ー
タ
と
な
る
。

　

今
日
我
々
は
、
音
楽
や
映
像
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
簡
単
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
デ
ー

タ
量
と
処
理
ス
ピ
ー
ド
は
直
感
的
な
理
解
の
域
を
越
え
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
写
真
は
、

た
っ
た
１
枚
で
す
ら
、（
圧
縮
し
な
け
れ
ば
）
文
字
デ
ー
タ
換
算
で
本
数
冊
分
に
匹
敵
す
る
の
で
あ
る
。

膨
大
な
量
の
デ
ー
タ
の
生
成
・
処
理
・
記
録
が
簡
単
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
高
度
に
発
達
し
た
今
日

の
メ
デ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
日
頃
か
ら
強
く
意
識
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
電
力

の
供
給
が
途
絶
え
た
途
端
に
「
た
だ
の
箱
」
に
な
っ
て
し
ま
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
手
作
業
で
は
再
現
の
し

よ
う
が
な
い
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
、
そ
れ
が
今
日
の
音
楽
と
映
像
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
音
楽
と
映
像
、
聴
覚
と
視
覚
、
音
響
と
画
像
、
そ
し
て
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
、
重
要
な
キ
ー

ワ
ー
ド
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
題
に
入
ろ
う
。
広
く
浅
く
、
舌
足
ら
ず
の
説
明
ば
か
り
に
な
り
そ
う
で

あ
る
が
、
無
理
を
承
知
で
大
き
な
テ
ー
マ
か
ら
斬
り
込
ん
で
み
た
い
。
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２　

芸
術
の
は
じ
ま
り

　

音
楽
と
映
像
は
そ
の
誕
生
以
来
、
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
音
や
画
像
は
い
つ
の
時
代
か
ら
我
々
に
身
近
な
存
在
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
類
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
枝
分
か
れ
し
た
時
代
で
あ
れ
ば
約
５
０
０
万
年
前
、
現
代
人
と
同
じ
Ｄ
Ｎ
Ａ

を
持
つ
ホ＊

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
は
じ
ま
り
と
い
う
意
味
で
は
約
２
０
万
年
前
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
年
代

の
遺
跡
に
は
ま
だ
絵
画
の
よ
う
な
も
の
の
痕
跡
は
な
い
。
現
在
ま
で
の
調
査
で
は
、
石
に
刻
ま
れ
た
模
様

程
度
の
痕
跡
が
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ロ
ン
ボ
ス
洞
窟
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
約
８
万
年
前
。
壁
画
と

い
う
レ
ベ
ル
の
痕
跡
で
あ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ョ
ー
ベ
洞
窟
で
発
見
さ
れ
た
約
３
万
５
千
年
前
の
も
の
が

最
も
古
い
。
ち
な
み
に
、
３
万
年
前
ま
で
共
存
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
ネ＊

ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
跡
か

ら
は
、
石
器
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
壁
画
の
よ
う
な
「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
メ
モ
リ
ー
」
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

　

高
度
な
言
語
と
抽
象
的
な
思
考
で
「
予
見
と
計
画
」
を
行
い
、
外
の
世
界
に
様
々
な
情
報
の
痕
跡
を
残

す
「
脳
」、
す
な
わ
ち
現
生
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
「
脳
」
の
誕
生
を
も
っ
て
、
音
楽
と
映
像
の
起
源
と

考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
石
」
か
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
に
刻
ま

れ
た
情
報
か
ら
し
か
推
察
の
し
よ
う
が
な
い
遠
い
過
去
の
話
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
の
考
察
の
多
く
は
推
察
の
域
を
出
な
い
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
現
代
の

よ
う
な
便
利
な
メ
デ
ィ
ア
が
存
在
し
な
い
時
代
の
精
神
活
動
を
推
察
す
る
こ
と
は
、
創
造
の
原
点
を
考
え

る
と
い
う
意
味
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
内
容
、
伝
達
の
仕
組
み
、
さ
ら
に
社
会

に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
を
お
お
ま
か
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

３   

音
楽
の
起
源

　
　

太
古
の
昔
、
人
が
出
会
っ
た
で
あ
ろ
う
「
音
楽
」
あ
る
い
は
「
音
」
を
、
こ
こ
で
は
以
下
の
四
つ
に

分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
人
や
動
物
の
音
声
、
雨
や
風
な
ど
の
自
然
の
音
、
人
の
道
具
が

つ
く
り
だ
す
音
、
そ
し
て
幻
聴
と
い
う
当
人
に
し
か
聴
こ
え
な
い
内
的
な
音
の
四
つ
で
あ
る
。

　

音
声
（
動
物
・
人
間
）

　

動
物
の
音
声
を
、
単
純
に
外
敵
の
存
在
を
知
ら
せ
る
音
あ
る
い
は
食
料
の
存
在
を
知
ら
せ
る
音
と
見
な

せ
ば
、
そ
れ
は
ヒ
ト
と
い
う
生
物
の
個
体
維
持
の
た
め
の
シ
グ
ナ
ル
に
止
ま
る
も
の
で
、
そ
の
レ
ベ
ル
で

は
音
楽
の
起
源
と
し
て
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
人
間
が
こ
れ
を
真
似
る
と
な
る
と
話
は
変
わ
っ
て
く

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
真
似
る
」
と
い
う
行
為
は
「
複
製
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
反
復
」

と
い
う
音
楽
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
前
段
階
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

反
復
さ
れ
る
音
声
は
一
定
の
リ
ズ
ム
や
音
程
を
伴
う
こ
と
で
十
分
音
楽
と
な
り
得
る
。「
ワ
ン
ワ
ン
・・
」

「
ケ
ロ
ケ
ロ
・
・
」
な
ど
、
擬
声
語
の
反
復
が
そ
の
ま
ま
歌
詞
と
な
る
例
は
多
く
、
そ
れ
を
子
供
た
ち
が

好
ん
で
口
ず
さ
む
様
子
を
み
れ
ば
、
動
物
の
声
態
模
写
が
音
楽
の
起
源
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

＊
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

　

近
年
の
発
掘
調
査
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に

よ
っ
て
、
我
々
と
同
じ
人
類
は
約
20
種
ほ

ど
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
中
で

生
き
残
っ
た
唯
一
の
種
が
、大
き
な
脳（
約

1300cc

）
を
持
ち
、
高
度
な
言
語
を
操

る
（
言
語
遺
伝
子
と
言
わ
れ
るFO

X
P2

が
大
き
く
関
与
す
る
）
現
生
の
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

＊
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人

　

約
30
万
年
前
に
枝
分
か
れ
し
た
我
々
に

最
も
近
い
存
在
と
言
わ
れ
る
。
氷
期
を
生

き
抜
い
た
優
秀
な
狩
猟
民
で
、
脳
も
我
々

と
同
レ
ベ
ル
だ
が
、
複
雑
な
言
語
が
操
れ

な
か
っ
た
ら
し
く
、
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

　

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
跡
か
ら
は

壁
画
の
類
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら

が
絵
を
描
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
。
ち
な
み
に
、
進
化
の
隣
人
で
あ
る
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
ペ
ン
を
渡
せ
ば
、
落
書

き
程
度
の
行
為
は
す
る
。
も
と
も
と
こ
の

種
の
問
題
は
、
ど
こ
か
で
一
線
を
画
し
た

い
と
い
う
我
々
の
発
想
の
ほ
う
に
無
理
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。



Ⅱ- 14Ⅱ- 15

こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

人
を
と
り
ま
く
環
境
に
存
在
す
る
様
々
な
音
声
は
、
反
復
に
よ
っ
て
そ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が
意
識
化
さ

れ
、
言
語
表
現
の
素
材
と
な
る
。
人
の
脳
が
リ
ズ
ム
を
意
識
す
る
最
初
の
体
験
は
、
そ
う
し
た
音
声
の
反

復
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　

自
然
の
音

　

風
・
水
・
火
・
木
。
人
や
動
物
の
音
声
以
外
の
自
然
の
音
は
、
通
常
は
単
な
る
ノ
イ
ズ
と
し
て
無
視
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
夜
間
な
ど
視
覚
刺
激
の
少
な
い
時
間
に
な
る
と
、
様
々
な
感
情
を
呼
び
覚
ま

す
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
く
る
。

　

風
は
空
気
の
動
き
で
あ
り
、
樹
間
・
建
物
の
す
き
間
・
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
空
洞
で
直
接
的
に
突
発
的
な

音
を
発
生
さ
せ
る
。

　

水
は
雨
音
・
川
の
流
れ
の
音
・
波
の
音
と
し
て
持
続
的
・
周
期
的
な
音
を
つ
く
る
。

　

火
は
空
気
を
対
流
さ
せ
て
ゴ
ー
と
い
う
持
続
的
な
音
を
だ
す
と
と
も
に
、
と
き
に
パ
チ
パ
チ
と
い
う
薪

の
音
、
ガ
サ
ッ
と
い
う
炭
の
は
ぜ
る
音
を
出
す＊

。

　

木
は
風
や
水
や
火
の
力
で
間
接
的
に
音
を
つ
く
る
。
雨
に
打
た
れ
る
葉
は
打
楽
器
、
幹
や
枝
の
空
洞
は

管
楽
器
、
長
い
蔓
は
弦
楽
器
と
そ
の
表
現
は
多
彩
で
あ
る
。

　

風
の
神
、
水
の
神
、
火
の
神
、
あ
る
い
は
ま
た
神
の
宿
る
樹
木
が
登
場
す
る
神
話
は
世
界
中
い
た
る
と

こ
ろ
に
存
在
す
る
。
お
そ
ら
く
原
始
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
太
陽
や
月
と
同
様
に
そ
れ
ら
は
重
要
な
意
味

を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
奏
で
る
音
は
神
秘
的
な
感
情
を
と
も
な
っ
て
人
々
の
耳
に
届
い
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

道
具
が
つ
く
り
だ
す
音

　

人
が
使
い
は
じ
め
た
道
具
は
、
本
来
の
使
用
目
的
以
外
に
、
音
を
発
す
る
遊
び
や
祭
礼
の
道
具
と
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
は
本
来
の
機
能
を
除
外
す
る
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
現
代
の
楽
器
の
原
型
と
な
る
。

す
な
わ
ち
‥

 

棒
・
器 

↓   

打
楽
器
（Percussion Instrum

ents

）

 

管
・
瓶 

↓　

管
楽
器
（W

ind Instrum
ents

）

 

弓　
　

 

↓　

弦
楽
器
（String Instrum

ents

）　　
　

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
発
明
は
、
原
始
の
音
楽
の
発
展
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
一
定
の
音
程
（
周
波
数
）
で
音
が
鳴
る
楽
器
、
す
な
わ
ち
「
楽
音
」
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
の

で
き
る
楽
器
を
扱
う
に
は
、
ま
ず
「
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
周
波
数
を
同
定
す
る
能＊

力
が
必
要
で
あ
り
、

さ
ら
に
音
程
の
差
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
「
音
階
」
と
い
う
も
の
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
聴
覚
が
そ
れ
な

り
の
分
解
能
を
も
つ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
太
鼓
と
音
声
に
よ
る
リ
ズ
ム
だ
け
の
音
楽
に
加
え
、
よ

り
深
化
し
た
能
力
や
知
識
・
技
術
が
こ
こ
で
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
幼
児
の
音
楽
能
力
の
発
達
を
観
察

す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
リ
ズ
ム
感
、
そ
し
て
音
程
感
の
順
に
そ
の
能
力
は
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。

管
楽
器
や
弦
楽
器
の
誕
生
の
背
景
に
は
、
飛
躍
的
な
聴
覚
系
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
能
力
：
メ
デ
ィ
ア
と
人
間

　

メ
デ
ィ
ア
の
性
能
と
人
間
の
能
力
に
つ

い
て
は
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
規
定
し
た

か
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
す

な
わ
ち
、
聴
覚
の
分
解
能
が
楽
器
の
音
程

ス
テ
ッ
プ
幅
を
決
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も

楽
器
の
音
程
間
隔
が
人
間
の
聴
覚
の
音
程

分
解
能
を
規
定
し
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ

の
向
き
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
「
人
間
は
寒
さ
ゆ
え
に
衣

服
を
身
に
つ
け
た
の
か
、
そ
れ
と
も
衣
服

を
身
に
ま
と
っ
た
た
め
に
寒
さ
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
と
も

似
て
い
る
。
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
の
欠
損

が
文
化
と
い
う
松
葉
杖
を
必
要
と
し
た
の

か
（
岸
田
秀
）、
そ
れ
と
も
過
剰
と
し
て

の
文
化
が
人
間
の
内
な
る
自
然
を
破
壊
し

た
の
か
（
丸
山
圭
三
郎
）。
と
り
あ
え
ず

こ
こ
で
は
「
物
事
の
因
果
関
係
に
は
常
に

逆
の
発
想
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
逆

転
の
発
想
が
視
界
を
明
る
く
す
る
こ
と
も

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た

い
。
メ
デ
ィ
ア
を
つ
く
っ
た
の
は
人
間
だ

が
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
人
間
が
現

在
の
か
た
ち
に
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
と

見
通
し
が
よ
く
な
る
こ
と
も
多
い
。

＊
「
火
」
の
存
在

　

落
雷
や
火
山
の
噴
火
、
あ
る
い
は
ガ
ス

の
自
然
発
火
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
火
は
自

然
現
象
と
し
て
は
身
近
な
も
の
で
は
な
い
。

　

む
し
ろ
そ
れ
は
、「
人
が
つ
け
て
、
人

が
見
守
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
風
や

水
と
は
違
っ
た
意
味
で
「
人
を
安
心
さ
せ

る
音
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
焚
き

火
の
経
験
が
あ
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
音
と
光
と
匂
い
と
暖
か
さ
は
と
て
も

心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
。
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幻
聴
（
怪
音
）・
内
な
る
音

　

幻
聴
（
幻
覚
）
と
は
、
物
理
的
に
空
間
に
音
響
が
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
人
の
耳
に
は
「
も

の
音
」
が
聴
こ
え
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
（
音
は
「
聴
こ
え
て
く
る
」
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
本
人
が
幻

聴
と
気
付
い
て
い
な
い
場
合
も
多
い
）。

　

科
学
の
時
代
に
生
き
る
現
代
人
は
「
幻
」
と
い
う
も
の
を
、
非
合
理
的
な
も
の
、
精
神
的
な
病
の
な
せ

る
も
の
と
し
て
意
識
下
に
封
じ
こ
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
神
々
と
の
交
流
」
が
生
活
の
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
た
太
古
の
人
々
の
世
界
観
で
は
、
こ
の
「
幻
聴
」
も
音
楽
的
行
為
の
契
機
と
な
り
得
る
重
要
な

音
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
あ
る
い
は
激
し
い
舞
踏
な
ど
に

よ
る
ト
リ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、
意
識
下
か
ら
自
動
的
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る
言
葉
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
拾
い
あ

げ
る
作
業
が
時
と
場
所
に
よ
っ
て
は
当
然
の
ご
と
く
行
わ
れ
て
い
る
。
人
の
創
造
活
動
を
語
る
際
に
は
こ

の
「
意
識
下
か
ら
わ
き
上
が
る
音
」
も
無
視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
幻
聴
と
は
異
な
る
が
、
聴
覚
か
ら
で
は
な
く
他
の
感
覚
器
官
（
た
と
え
ば
視
覚
）
か
ら
感
じ
と

る
「
内
な
る
音
」・「
内
な
る
リ
ズ
ム
」
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
柱
が
林
立
す
る
寺
院
の
中
を
、

一
点
を
見
つ
め
た
ま
ま
歩
い
て
み
る
。
空
間
に
並
ん
だ
複
数
の
柱
が
見
る
者
の
移
動
に
伴
っ
て
一
斉
に
そ

の
相
対
的
位
置
関
係
を
変
え
る
。
そ
の
時
視
覚
は
、
ま
さ
に
音
楽
的
な
リ
ズ
ム
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
が
「
建
築
と
は
凍
れ
る
音
楽
で
あ
る
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
空
間
的
・
視
覚
的
な
秩
序
は
、
そ

れ
を
見
る
者
の
動
き
に
よ
っ
て
、
時
間
的
な
リ
ズ
ム
す
な
わ
ち
音
楽
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

４  

映
像
の
起
源

　

映
像
と
い
う
よ
り
、
画
像
の
起
源
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
イ
メ
ー
ジ

と
い
う
原
語
で
幅
広
く
そ
れ
を
捉
え
て
み
た
い
。
音
楽
の
起
源
と
同
様
、
四
つ
に
分
類
し
て
み
た
。

　

影
（
人
・
動
物
・
植
物
）

　

影
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
代
理
を
す
る
も
の
（
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
）
と
し
て
最
も

原
始
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
に
よ
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
生
成
さ
れ
る
平
板
な
形
で
あ
る
が
、
絵
画

や
写
真
の
よ
う
に
対
象
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
こ
と
が
影
と
そ
の
主
と
の
心
理
的
距
離
を
縮

め
る
。影
踏
み
と
い
う
遊
び
も
、影
が
そ
の
主
に
最
も
近
い
代
理
物
で
あ
る
と
い
う
心
理
的
な
前
提
に
よ
っ

て
成
立
し
て
お
り
、「
イ
メ
ー
ジ
を
所
有
す
る
こ
と
は
そ
の
対
象
そ
の
も
の
を
所
有
す
る
こ
と
に
等
し
い
」

と
い
う
映
像
に
対
す
る
人
の
根
源
的
な
心
象
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

自
然
の
造
形
（
そ
こ
に
想
像
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
） 

　

動
か
な
い
岩
石
や
樹
の
幹
、
徐
々
に
形
を
変
え
る
雲
、
流
れ
る
水
、
ゆ
ら
ぐ
炎＊

・
煙
な
ど
、
自
然
が
偶

然
に
つ
く
り
だ
す
造
形
は
、
あ
る
と
き
は
動
物
の
形
で
あ
っ
た
り
、
人
の
顔
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
神

や
仏
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
り
と
、
様
々
で
あ
る
。

＊
炎
：
囲
炉
裏
と
テ
レ
ビ

　

人
が
管
理
す
る
も
の
と
し
て
の
炎
は
、

ま
た
別
の
意
味
で
も
映
像
の
起
源
と
し
て

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
囲
炉

裏
。
そ
の
炎
は
夜
間
の
居
住
空
間
の
照
明

と
し
て
、
そ
し
て
空
間
の
「
中
心
」
と
し

て
そ
こ
に
集
う
人
々
の
ま
な
ざ
し
を
集
め

る
機
能
を
も
つ
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば

1960

年
代
以
降
の
テ
レ
ビ
で
あ
り
、「
空

間
の
力
関
係
を
決
定
づ
け
る
」
と
い
う
映

像
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
の
側
面
の
起
源
と
言

え
よ
う
。
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特
に
、
岩
石
の
表
面
や
樹
木
の
表
面
な
ど
の
場
合
は
、
外
輪
郭
だ
け
で
な
く
、
全
体
の
形
が
そ
れ
と
似

て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
実
体
と
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
点
で
、
影
よ
り
も
独
立
性
の
高
い
イ

メ
ー
ジ
と
な
る
。
人
は
そ
う
し
た
も
の
に
対
し
「
そ
こ
に
霊
的
な
力
が
宿
っ
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
そ
の

対
象
と
神
秘
的
な
力
で
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
考
え
が
ち
で
あ
り
、
そ
こ
に
呪
術
や
信
仰
の
対
象
と
し
て

の
「
像
」
の
起
源
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　

道
具
が
つ
く
り
だ
す
イ
メ
ー
ジ

　

日
常
的
な
道
具
を
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
で
考
え
る
場
合
、
大
き
く
２
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
は
筆
記
具
と
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
の
頭
と
手
を
使
っ
て
像
を
生
成
す
る
た
め
の
道
具

で
、
も
う
一
つ
は
鏡＊

や
針
穴
な
ど
自
動
的
に
像
を
形
成
す
る
道
具
で
あ
る
。

　

前
者
に
は
大
地
や
岩
を
引
っ
掻
い
て
描
く
た
め
の
棒
や
鋭
利
な
鉱
物
、
ふ
り
か
け
て
形
に
す
る
砂
（
砂

絵
）
や
顔
料
、
植
物
か
ら
と
っ
た
染
料
と
そ
れ
を
塗
る
筆
・
刷
毛
の
類
の
組
み
合
わ
せ
、
と
い
っ
た
も
の

が
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
我
々
が
用
い
る
各
種
の
画
材
の
原
型
で
あ
る
。

　

後
者
は
水
を
張
っ
た
器
（
水
鏡
）、
磨
き
上
げ
た
金
属
（
銅
鏡
）、
そ
し
て
室
内
に
外
界
の
倒
立
像
を
つ

く
る
針
穴
と
暗
い
部
屋
（
カ
メ
ラ
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
）
な
ど
で
、
こ
れ
は
後
に
写
真
機
に
発
展
す
る
も
の
と

な
る
。
ち
な
み
に
音
の
場
合
は
、
音
を
反
射
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
壁
面
や
、
音
を
封
じ
込
め
る
（
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
）
壷
や
瓶
な
ど
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
像
の
場
合
の
鏡
や
針
穴
空
間
と
ち
が
っ
て
、

録
音
機
に
発
展
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
（
単
に
そ
う
解
釈
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
）。

　

描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
と
ら
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
原
始
の
心
象
で
は
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
主
（
対
象
）

と
神
秘
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
像
が
対
象
か
ら
霊＊

的
な
力
を
写
取
る
と
考
え
ら
れ
た
り
、
代
理
物
と
し

て
の
像
に
対
し
て
行
う
行
為
が
現
実
に
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
た
り
す
る
場
合
が
多
い
。
日
本
に
写
真
術
が

伝
わ
っ
た
幕
末
、「
写
真
を
撮
る
と
魂
が
抜
か
れ
る
」
と
い
う
迷
信
が
流
布
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、

現
代
人
の
感
覚
に
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
（
平
気
で
写
真
を
踏
ん
だ
り
破
い
た
り
で
き
る
人
は
少
な
い
）。

　

幻
覚
・
夢

　

通
常
、
視
覚
に
は
視
野
と
い
う
限
界
が
あ
っ
て
、
映
像
は
そ
の
外
か
ら
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
り
は
し

な
い
（
音
と
は
違
う
）
が
、
幻＊

覚
と
夢
は
唯
一
「
勝
手
に
見
え
て
く
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
か

ら
解
き
放
た
れ
た
脳
活
動
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
り
、「
内
な
る
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
。

　

人
は
よ
く
「
夢
は
経
験
が
あ
る
が
幻
覚
は
経
験
が
な
い
」
と
言
う
が
、
入
眠
幻
覚
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
眠
り
に
落
ち
か
け
た
時
、
あ
る
い
は
睡
魔
と
戦
っ
て
い
る
時
に
人
は
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
ま
ま
に

幻
覚
を
見
て
い
る
こ
と
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
超
自
然
の
存
在
と
し
て
話
題
に
な
る
妖
怪
や
幽
霊
も
、
そ

の
９
割
以
上
が
幻
覚
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
夢
や
幻
覚
と
い
う
も
の
も
、
異
界
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
大
切
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

起
源
の
問
題
と
し
て
は
余
談
に
な
る
が
、
幻
覚
や
夢
は
、
今
日
我
々
が
普
通
に
映
像
を
見
る
と
い
う
場

合
に
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
映
像
に
は
「
知
覚
」
と
「
想
像
」
の
両
方
が
作
用
し
て
お
り
、
こ
の
「
想

像
」
の
部
分
が
（
無
自
覚
的
に
付
加
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
）
幻
覚
や
夢
と
同
類
な
の
だ
。
映
像
を
見
る

＊
幻
覚

　

ペ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（1952

）
に
よ
る

側
頭
葉
の
電
極
刺
激
実
験
も
そ
う
だ
が
、

外
界
か
ら
の
電
磁
気
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
、

「
光
」
の
み
な
ら
ず
「
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
」

が
浮
か
ぶ
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
近
年
の
脳

研
究
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

心
霊
ス
ポ
ッ
ト
と
言
わ
れ
る
場
所
が
地
質

的
に
磁
場
の
変
動
が
大
き
い
場
所
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
最
近
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

脳
科
学
に
よ
る
種
明
か
し
が
進
ん
で
し

ま
う
と
、
世
の
中
若
干
味
気
な
い
。

＊
鏡

　

鏡
の
存
在
は
ま
た
別
の
意
味
で
も
重
要

で
あ
る
。
Ｊ
・
ラ
カ
ン
（1936

）
流
に

言
え
ば
、
人
と
し
て
の
出
発
点
は
こ
の
鏡

像
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
自

分
自
信
の
鏡
像
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
最

も
関
心
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
。

＊
霊
的
な
力

　

例
え
ば
、
ボ
デ
ィ
ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
を
画
像
と
考
え
れ

ば
、
そ
の
起
源
は
装
飾
品
と
同
様
、
壁
画

よ
り
古
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
ア
マ
ゾ
ン
の
源
流
域
に
暮
ら
す

人
々
の
暮
ら
し
か
ら
も
想
像
で
き
る
の
だ

が
、
彼
ら
の
暮
ら
し
の
中
で
は
、
特
に
祭

事
に
お
い
て
「
精
霊
の
姿
を
真
似
る
」
あ

る
い
は
「
精
霊
が
宿
る
」
と
い
っ
た
意
味

づ
け
で
ボ
デ
ィ
ー
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
遊
び
で
あ
る
と
同

時
に
呪
術
的
な
行
為
な
の
だ
。
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
先
住
民
が
描
く
砂
絵
「
蟻
男
」
な

ど
も
、
雨
乞
い
神
事
に
関
わ
る
な
ど
、
極

め
て
呪
術
的
な
画
像
で
あ
る
。「
描
く
」

と
い
う
行
為
に
は
そ
う
し
た
霊
的
な
存
在

が
関
わ
る
と
い
う
心
象
が
つ
き
ま
と
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
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と
い
う
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
我
々
は
カ
メ
ラ
の
枠
の
外
を
勝
手
に
想
像
し
て
「
確
か
に
そ
ん
な
風
景

を
見
た
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
例
え
ば
テ
レ
ビ
に
映
し
だ
さ
れ
る
風
景
も
、
枠
の
外
は
こ
ち
ら
の
勝

手
な
想
像
な
の
で
あ
る
（
テ
レ
ビ
で
見
た
場
所
に
実
際
に
行
っ
て
、
思
い
描
い
て
い
た
風
景
と
の
違
い
に

愕
然
と
し
た
と
い
う
経
験
が
誰
に
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）。

　

映
像
の
面
白
さ
は
「
覚
醒
し
た
ま
ま
夢
が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
点
に
も
あ
る
。
無
自
覚
的
に
わ
き
上
が

る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
は
、
現
代
の
我
々
に
も
身
近
な
存
在
な
の
で
あ
る
。　

　

５   

先
史
時
代

　

ラ
ス
コ
ー
・
ア
ル
タ
ミ
ラ
・
シ
ョ
ー
ベ
の
洞
窟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
史
時
代
の
生
活
は
氷＊

河
期

の
ピ
ー
ク
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
洞
窟
の
中
を
拠
点
と
し
て
い
た
。

　

音
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
石
琴
ら
し
き
石
片
の
セ
ッ
ト
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
音
楽
が
何
ら
か

の
か
た
ち
で
奏
で
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。「
楽
器
」
の
存
在
か
ら
「
音
」
は
直
接
再

現
可
能
だ
が
、
音
律
や
音
階
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
出
ず
、
ま
た
「
楽
譜
」
に
相
当
す
る

も
の
が
な
い
た
め
、「
音
楽
」
は
再
現
の
し
よ
う
が
な
い
。

　

画
像
に
関
し
て
は
、
そ
の
時
代
の
洞
窟
遺
跡
か
ら
数
々
の
壁
画
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
約
３
万
年
前
に

は
、
明
ら
か
に
人
間
が
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
を
操
作
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
壁
画
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
自
ら
の
存
在
証
明
で
あ
ろ
う
「
手
形
」（
現
代
の
子
供
た
ち
の
遊
び
に
も
そ
れ
と
よ
く
似

た
行
為
が
観
察
さ
れ
る
）、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
状
の
線
や
丸
・
三
角
な
ど
の
抽
象
的
な
図
形
に
よ
る
幾
何
学

模
様
、
狩
猟
・
食
の
対
象
で
あ
っ
た
動
物
（
生
命
維
持
）、
そ
し
て
、
通
常
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ

る
裸
婦
像
（
種
族
保
存
）
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
自
意
識
や
抽
象
的
思
考
の
痕
跡
を
外
の
世
界
に
残

す
と
い
う
人
間
の
最
大
の
特
徴
が
、
生
命
維
持
と
種
族
保
存
と
い
う
生
物
と
し
て
の
２
大
条
件
と
並
ん
で

遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
が
、
現
代
の
画
像
が
担
っ
て
い
る
よ
う
な
「
情
報
の
伝
達
」
に
関
わ
っ
た
か
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
言
語
の
様
態
も
含
め
て
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
洞
窟

の
壁
画
で
も
、
そ
こ
に
は
「
枠
」
や
「
順
序
」
が
な
く
、
画
像
と
し
て
独
立
し
た
世
界
を
構
成
す
る
た
め

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（
も
の
の
見
方
）
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
「
シ
ス
テ
ム
」
が
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。
通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
要
素
間
を
関
係
づ
け
る
「
シ
ス
テ
ム
」

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
痕
跡
が
希
薄
で
あ
る
以
上
そ
れ
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
画
像
と
い

う
よ
り
、
き
わ
め
て
遊
び
に
近
い
行
為
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
彼
ら
の
残
し
た
画
像
に
は
、
今
日
我
々
が
あ
ま
り
意
識
し
な
い
意
味
が
含
ま
れ

て
い
る
（
ら
し
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
先
史
時
代
は
、
遊
び
も
生
産
も
呪
術
も
未＊

分
化
の
時

代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
絵
を
描
く
こ
と
も
音
を
出
す
こ
と
も
、
遊
び
の
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、

呪
術
的
な
行
為
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
を
操
る
こ
と
で
、
外
部
に
対
す
る
恐
怖
に
抵
抗
し
、
外
敵

や
超
越
的
な
存
在
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
先

史
時
代
の
画
像
や
音
と
は
、
人
と
人
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら

＊
氷
河
期

　

現
在
壁
画
が
見
つ
か
っ
て
い
る
先
史
時

代
の
遺
跡
は
氷
河
期
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
て

い
た
約
２
万
年
前
（
そ
の
当
時
を
氷
期
、

現
在
は
間
氷
期
と
言
わ
れ
る
）
頃
の
も
の

が
多
く
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
東
ア

フ
リ
カ
（
我
々
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
発

祥
し
た
場
所
）
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
フ
ラ

ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
南
ア
フ
リ
カ
の
も
の

で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
大
陸
で
は
そ
の
当
時
の
人
類

痕
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
、
我
々
の
祖
先
が

ベ
ー
リ
ン
ジ
ア
（
お
そ
ら
く
地
続
き
で

あ
っ
た
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
）
を
越
え
て
ア

メ
リ
カ
大
陸
へ
と
拡
散
し
た
の
は
、
氷
期

の
終
わ
り
、「
北
の
回
廊
」
と
呼
ば
れ
る

氷
河
の
裂
け
目
が
北
ア
メ
リ
カ
に
生
じ
て

以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

我
々
は
優
れ
た
言
語
能
力
に
基
づ
く
予

見
と
計
画
に
よ
っ
て
、
極
寒
の
時
期
を
乗

り
越
え
た
。
肌
の
色
は
様
々
で
あ
る
が
、

人
類
拡
散
の
ル
ー
ト
を
遡
れ
ば
、
同
じ
Ｄ

Ｎ
Ａ
を
も
っ
た
生
物
に
行
き
当
た
る
。

＊
未
分
化

　

今
日
我
々
は
、
様
々
な
物
事
を
科
学
的

に
区
分
け

0

0

0

し
て
考
え
て
い
る
が
、
現
代
人

の
意
識
下
に
も
そ
う
し
た
未
分
化
な
原
始

的
心
象
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
事
実
で
あ
る
。
現
に
子
ど
も
た
ち
の
会

話
に
も
「
言
魂
の
発
想
」（
声
に
出
さ
れ

た
言
葉
が
超
現
実
的
な
力
を
も
っ
て
他
に

影
響
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
発
想
）
が
見
て

と
れ
る
。
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人
と
動
物
、
あ
る
い
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
意
味
で
の
神＊

々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

６　

エ
ジ
プ
ト
文
明

　

い
わ
ゆ
る
４
大
文
明
の
時
代
、
紀
元
前4000

年
以
降
の
話
と
な
る
と
、
現
存
す
る
様
々
な
遺
産
か
ら

当
時
の
状
況
は
あ
る
程
度
推
察
で
き
る
。
な
か
で
も
エ
ジ
プ
ト
に
残
さ
れ
た
多
く
の
遺
産
は
、
人
間
の
関

心
が
「
生
と
死
」、「
天
と
地
」、「
神
・
人
間
・
動
物
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
混
沌
と
し
て
い
た
先
史
時
代
の
精
神
か
ら
は
大
き
な
跳
躍
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
生
と
死
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
墓
や
ミ
イ
ラ
、「
天
と
地
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
巨
大
な
建
造
物
、
神
々
の

関
係
を
表
わ
す
壁
画
（
神
の
表
現
は
半
身
獣
）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
根
源
的
な
「
象
徴
（
シ
ン
ボ
ル
）」

で
あ
り
、
人
々
の
心
に
「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
概
念
が
芽
生
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
核
と
す

る
シ
ン
ボ
ル
操
作
で
、
人
々
が
共
有
で
き
る
「
世
界
観
」
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
の
誕
生
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
よ
る
情
報
の
伝
達
と
い
う
側
面
で
も
歴

史
上
大
き
な
飛
躍
が
見
ら
れ
る
。
形
に
関
す
る
共
通
の
理
解
と
視
覚
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
意

味
す
る
象
形
文
字
と
記
録
・
伝
達
媒
体
パ
ピ
ル
ス
の
存
在
、
そ
し
て
、
リ
ズ
ム
や
音
階
の
シ
ス
テ
ム
な
ど

音
楽
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
意
味
す
る
数
々
の
楽
器
（
ナ
イ
ル
の
象
徴
で
あ
る
葦
で
つ
く
っ
た

葦
笛
、
器
を
２
枚
重
ね
た
シ
ン
バ
ル
状
の
打
楽
器
や
太
鼓
、
ハ
ー
プ
や
ギ
タ
ー
の
よ
う
な
形
状
の
弦
楽
器

な
ど
）
の
存
在
。
エ
ジ
プ
ト
文
明
期
に
は
明
ら
か
に
情
報
の
伝
達
に
関
わ
る
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
が
誕
生
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
象
形
文
字
は
、
先
史
時
代
の
リ
ア
ル
な
壁
画
と
異
な
り
、
情
報
の
記
録
・
伝
達
を
目
的
と
し
た
最

初
の
も
の
と
し
て
飛
躍
的
な
発
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
約6000

の
記
号
の
う
ち
、
約800

程
度

が
音
声
を
伴
な
う
と
言
わ
れ
、
こ
の
形
と
音
声
と
が
同
時
に
結
び
付
く
言
語
こ
そ
が
、
視
聴
覚
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
点
で
あ
り
、
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
音
楽
と
映
像
の
関
係
の
原
点
で
も
あ
る
の
だ
。
我
々

は
「
言
語
」
と
い
う
も
の
を
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
し
て
な
お
ざ
り
に
し
が
ち
で
あ
る
が
、
形
と
音
声
の

両
方
を
同
時
に
も
つ
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
の
は
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
養
老
孟
司
流

に
言
え
ば
、
そ
れ
は
聴
覚
と
視
覚
を
結
ぶ
脳
の
連
合
野
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
。

　

時＊

間
の
概
念
・
空
間
の
概
念
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
成
立
そ
し
て
聴
覚
と
視
覚
の
連
合
、

音
楽
と
映
像
が
世
界
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
く
準
備
が
整
っ
た
。

　

７   

ギ
リ
シ
ャ
文
明

　

紀
元
前1000

年
ご
ろ
か
ら
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
は
、
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
と
い
っ
た
空
間

芸
術
は
も
ち
ろ
ん
、
神
話
・
演
劇
と
い
っ
た
物
語
り
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
時
間
芸
術
も
登
場
し
て
く
る
。

　

こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
「
体
系
的
思
考
」
と
神
話
に
代
表
さ
れ
る
「
物
語
り
」
の

登
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
人
間
」
あ
る
い
は
「
主
体
」
と
い
う
概
念
の
発
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

＊
神
・
メ
デ
ィ
ア
・
人

　

音
楽
・
映
像
、
い
ず
れ
も
人
類
の
起
源

に
ま
で
遡
れ
ば
、
非
日
常
的
に
神
々
の
世

界
と
交
感
す
る
た
め
の
媒
体（
メ
デ
ィ
ア
）

と
し
て
の
意
味
あ
い
が
強
い
。

　

日
本
の
芸
能
で
言
う
「
道
」
の
概
念
も
、

そ
れ
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
」

の
域
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

＊
時
間
と
空
間

　

時
間
と
空
間
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
哲

学
・
現
象
学
と
い
っ
た
領
域
に
限
ら
ず
、

自
然
科
学
・
社
会
科
学
の
領
域
で
も
様
々

な
議
論
が
あ
る
が
、
一
つ
簡
潔
に
言
え
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
人
間
の
聴
覚
と
視
覚
に

関
わ
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人

の
脳
の
情
報
処
理
系
で
は
こ
の
２
大
派
閥

が
大
き
く
そ
の
思
考
に
関
与
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
垂
直
思
考
・
通
時
的
思
考
・
機

能
主
義
な
ど
の
時
間
を
基
軸
と
し
た
思
考

は
「
聴
覚
主
義
」
的
で
あ
り
、水
平
思
考
・

共
時
的
思
考
・
構
造
主
義
な
ど
物
事
を
空

間
的
に
捉
え
る
思
考
は
「
視
覚
主
義
」
的

で
あ
る
と
言
え
る
。
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る
。
エ
ジ
プ
ト
文
明
が
、
神
の
視
点
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
形
に
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
文
明

は
、
人
間
の
目
か
ら
見
た
主
体
的
な
世
界
観
で
そ
れ
ら
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
が
今
日
の
芸＊

術
観
に
結

び
付
く
作
品
を
生
ん
だ
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
に
は
芸
術
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

も
あ
り
（
図
書
分
類
で
「
780
ス
ポ
ー
ツ
」
が
「
700
芸
術
」
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
、
芸
術
の
方
が

上
位
概
念
）、
今
日
我
々
が
一
般
に
「
芸
術
」
と
呼
ぶ
、
様
々
な
領
域
の
土
台
が
で
き
あ
が
る
。

　

音
楽
に
関
し
て
補
足
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
音
律
（
５＊

度
の
周
波
数
比
が
２

：

３
と
い
う

規
則
で
楽
器
を
調
律
す
る
）
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
現
在
我
々
が
一
般
に
西
洋
音
階

と
し
て
用
い
て
い
る
ド
レ
ミ
の
音
階
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
奏
で
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　　

８   

キ
リ
ス
ト
教
文
化

　

ギ
リ
シ
ャ
以
後
、
今
日
に
受
け
継
が
れ
る
音
楽
・
絵
画
の
最
も
大
き
な
流
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部

分
を
支
配
し
た
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
下
で
成
熟
す
る
。
時
代
が
近
代
に
至
る
ま
で
、
音
楽
も
絵
画
も
そ
の

テ
ー
マ
・
内
容
は
宗
教
と
と
も
に
あ
り
、
今
日
で
言
う
「
芸
術
家
」
も
、
事
実
上
は
宗
教
の
た
め
の
、
あ

る
い
は
特
権
階
級
の
た
め
の
「
お
抱
え
職
人
」
で
あ
っ
た
と
言
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

音
楽
の
伝
達
と
記
録
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
発
展
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
系
統
立
っ
た
音
階
（
教
会

調
と
い
う
現
在
の
我
々
に
一
番
馴
染
み
深
い
音
階
も
そ
の
一
つ
）
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
複
数
の
旋
律
を

重
ね
る
和
声
の
技
法
が
完
成
し
た
こ
と
、
そ
し
て
記
譜
法
の
原
型
が
完
成
し
た
こ
と
が
、
歴
史
的
に
大
き

な
出
来
事
で
あ
る
。
音
律
に
関
し
て
も
、
和
声
の
響
き
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
音
律
か
ら
純

正
律
（
３
度
の
周
波
数
比
を
４

：

５
と
す
る
）
そ
し
て
中
全
音
律
へ
、
さ
ら
に
転
調
に
お
け
る
和
声
の
濁

り
を
解
消
す
る
た
め
に
、
最
終
的
な
妥
協
点
で
あ
る
平
均
律
（
す
べ
て
の
半
音
程
の
周
波
数
比
を
一
定
）

へ
と
変
遷
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
代
、
音
楽
の
発
展
に
関
わ
っ
た
主
た
る
楽
器
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
誕

時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
オ
ル
ガ
ン
で
あ
っ
た
（
我
々
に
馴
染
み
の
深
い
ピ
ア
ノ

が
ほ
ぼ
現
在
の
形
に
完
成
す
る
の
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
時
代
す
な
わ
ち
18
世
紀
後
半
で
あ
る
）。
オ
ル

ガ
ン
と
い
う
楽
器
が
多
声
部
音
楽
と
和
声
の
技
法
を
生
み
、
そ
れ
が
音
律
の
再
構
成
を
進
め
、
そ
れ
が
ま

た
楽
器
の
構
成
を
変
え
た
。
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
と
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は
相
互
に
影
響
し
合
い
つ
つ
、
お
互
い
を

再
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
よ
う
。

　

絵
画
に
関
し
て
も
同
様
で
、
画
家
は
宗
教
画
を
描
く
た
め
の
職
人
（
正
式
な
画
家
に
は
資
格
が
必
要
と

さ
れ
た
）
で
あ
り
、
画
像
は
そ
の
「
文
法
・
辞
書
」
と
も
言
え
る
様
式
の
決
ま
り
事
に
忠
実
に
描
か
れ
る

こ
と
で
、
文
盲
の
人
々
に
宗
教
的
な
物
語
り
を
伝
え
る
た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
図
像
学

（Iconology

）
と
い
う
言
葉
も
あ
る
ほ
ど
で
、
こ
の
時
代
の
絵
画
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
今

日
の
我
々
の
絵
画
観
と
は
か
な
り
異
な
る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ダ
ビ
ン
チ

の
頃
に
は
透
視
遠
近
法
も
確
立
し
、
写
実
的
な
空
間
の
描
写
が
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
視
覚
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
安
定
期
を
む
か
え
て
い
た
。

　

さ
て
補
足
に
な
る
が
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
場
合
、
記
録
と
し
て
残
る
資
料
の
豊
富
さ
と
今
日
へ

の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
、
我
々
は
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
歴
史
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
が
多
い
。

＊
５
度
の
音
程

　

例
え
ば
ド
と
ソ
の
音
程
間
隔
で
あ
る
。

こ
の2

:3

と
い
う
比
率
は
、
ド
の
３
倍

音
と
ソ
の
２
倍
音
が
同
じ
周
波
数
の
音
に

な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
音
程
が

調
和
す
る
（
俗
に
言
う
ハ
モ
る
）
の
は
周

波
数
が
そ
う
い
う
単
純
な
整
数
比
に
な
る

場
合
に
限
ら
れ
る
。

　

現
代
の
楽
器
が
主
に
用
い
て
い
る
平
均

律
は
、
１
オ
ク
タ
ー
ブ
（
周
波
数
比
で
２

倍
）
の
間
を
等
比
的
に
12
等
分
し
て
得
ら

れ
る
も
の
で
、
ギ
タ
ー
の
１
フ
レ
ッ
ト
分

（
ピ
ア
ノ
で
言
え
ば
白
鍵
と
黒
鍵
の
間
）

は
約 1

:1.06 

と
い
う
周
波
数
比
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
音
律
で
も
ド
と
ソ
の
間
隔

は
ほ
ぼ2

:3 

に
な
る
。

＊
「
芸
術
」
に
つ
い
て

　
「
芸
術
」
と
い
う
用
語
は
、
定
義
が
難

し
い
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え

ず
「
美
を
創
造
・
表
現
し
よ
う
と
す
る
人

間
活
動
、
お
よ
び
そ
の
作
品
」
と
い
う
一

般
的
・
辞
書
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、

深
く
掘
り
下
げ
た
い
読
者
は
、
模
倣
論
・

均
斉
論
・
表
出
論
・
現
象
論
・
異
化
論
と

い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
文
献
を
探
し
て
み

る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、そ
れ
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
芸
術
が
「
野
蛮
な
も
の
」「
劣
っ
た
も
の
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
音
楽
の
場
合
で
も
、
西
洋
音
楽
以
外
に
も
様
々
な
民
族
の
様
々
な
旋
法
に
よ
る
音
楽
が
あ
り＊

、
そ

れ
ぞ
れ
に
優
れ
た
側
面
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
文
化
」
に
優
劣
は
な
い
、「
慣
れ
」
が
異
文
化
に
対
す
る
違
和
感
を
作
り
出
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

９   

複
製
と
大
衆
芸
術
の
幕
開
け

　

時
代
は
前
後
す
る
が
、
１
５
世
紀
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
術
の
発
明
に
よ
っ
て
文
字
や
楽
譜
、

図
版
の
大
量
複
製
が
可
能
に
な
る
と
、
社
会
に
は
様
々
な
変
化
が
お
こ
り
は
じ
め
た
。
複
製
が
大
量
に
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
文
字
が
身
近
に
な
り
、
そ
れ
を
読
み
た
い
と
い
う
欲
望
が
芽
生
え
、
文
盲
率
が

減
り
、
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
体
制
が
変
わ
る
。
そ
し
て
文
字
の
代
役
も
兼
ね
て
い
た
絵
画
は
、

そ
れ
自
身
の
目
的
へ
と
解
放
さ
れ
た
。
多
種
大
量
な
情
報
の
流
通
は
、
人
々
の
知
識
を
豊
富
に
す
る
だ
け

で
な
く
、
表
現
形
式
と
思
想
の
一
般
化
・
標
準
化
を
促
進
し
、
さ
ら
に
印
刷
媒
体
特
有
の
表
現
ス
タ
イ
ル

と
思
想
を
生
む
。
印
刷
物
と
い
う
情
報
の
伝
達
媒
体
が
、
人
間
の
思
考
回
路
と
社
会
の
構
造
を
変
え
る
と

い
う
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
初
の
メ
デ
ィ
ア
革
命
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
メ
デ
ィ
ア
は
単
な
る
伝
達
手
段

で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
間
の
思
考
回
路
や
社
会
の
構
造
に
影
響
し
、
ま
た
表
現
の
内
容
そ
の
も
の

に
も
影
響
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
万
年
筆
を
ワ
ー
プ
ロ
に
変
え
る
こ
と
で
、
で
き
あ
が
る
文
章
の
表
情

が
変
わ
る
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
は
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
の
「
脳
の
状
態
」
と
密
に
関
係
す
る
。

　

10  

ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ
ア
時
代

　

第
２
の
メ
デ
ィ
ア
革
命
は
19
世
紀
中
頃
の
写
真
術
の
発
明
か
ら
で
あ
る
。
写
実
を
売
り
物
に
し
た
多
く

の
職
業
画
家
は
職
を
失
い
、
あ
る
い
は
写
真
家
と
い
う
職
を
生
み
、
あ
る
い
は
抽
象
芸
術
家
を
生
む
。
こ

こ
で
も
メ
デ
ィ
ア
が
人
と
社
会
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
の
ご
と
く
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　

19
世
紀
末
に
は
映
画
の
技
術
、
さ
ら
に
20
世
紀
の
は
じ
め
に
蓄
音
技
術
、
そ
し
て1930

年
代
に
映

画
が
ト
ー
キ
ー
化
さ
れ
て
、
原
始
以
来
別
々
に
し
か
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
音
楽
と
映
像

は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
共
同
作
業
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
同
じ
こ
ろ
ラ
ジ
オ
放
送
も
開
始
さ
れ
て
お
り

（N
H
K
,1925

）、1950

年
代
に
は
テ
レ
ビ
も
登
場
し
た
（N

H
K
,1953

）。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
規
制
の
か
か
る
一
時
期
を
除
い
て
は
、
表
現
の
内
容
は
自
由
で
多
種

多
様
な
も
の
と
な
る
。
ア
ナ
ロ
グ
電
波
に
よ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
が
到
来
し
、
出
来
事
は
リ
ア
ル
タ

イ
ム
に
伝
え
ら
れ
、
地
球
上
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
異
文
化
が
紹
介
さ
れ
る
。
時
間
と
空
間
の
ボ
ー
ダ
ー
が
あ

い
ま
い
に
な
る
世
界
で
、
音
楽
と
映
像
も
、
ご
く
日
常
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
（
全
盛
期
と
い
う
意
味
で
）
は
、
つ
い
最
近
ま
で
の
約150

年

で
あ
る
が
（
と
い
っ
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
完
全
に
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
も
思
え
な
い
が
）、

そ
の150

年
を
一
つ
の
時
代
と
し
て
片
付
け
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
出
来
事
が
多
す
ぎ
る
。
そ
の
様
子

を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、「
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
て
は
、
人
と
社
会
を
か
き
回
し
て
、
消
え
て
い
く
」

＊
様
々
な
音
階

　

一
般
に
音
楽
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
音

階
に
は
５
音
階
の
も
の
が
多
い
。
身
近
な

例
で
は
、
ロ
ッ
ク
な
ど
が
用
い
る
ペ
ン
タ

ト
ニ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
（
文
字
通
り
５
つ
）

や
、
四
七
ヌ
キ
音
階
と
言
わ
れ
る
演
歌
の

音
階
（
ド
レ
ミ
ソ
ラ
）、
ま
た
二
六
ヌ
キ

の
沖
縄
音
階
（
ド
ミ
フ
ァ
ソ
シ
）
な
ど
、

西
洋
音
階
の
７
音
階
と
は
異
な
る
シ
ス
テ

ム
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
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そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
放
送
に
加
え
、
様
々
な
規
格
の
フ
ィ
ル
ム
・

レ
コ
ー
ド
・
オ
ー
デ
ィ
オ
テ
ー
プ
・
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
・
レ
ー
ザ
デ
ィ
ス
ク
（
機
器
は
デ
ジ
タ
ル
だ
が
扱
っ

て
い
る
デ
ー
タ
は
ア
ナ
ロ
グ
）
な
ど
、
実
に
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
、
そ
し
て
、
や
が
て
消
え
去
ろ

う
と
し
て
い
る
。
地
上
波
放
送
も
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
今
日
、結
局
、ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ

ア
の
原
点
で
あ
る
「
写
真
」
の
形
式
、
す
な
わ
ち
（
途
中
の
プ
ロ
セ
ス
は
デ
ジ
タ
ル
に
な
っ
た
が
）
最
終

的
に
プ
リ
ン
ト
と
い
う
形
で
紙
の
上
に
定
着
す
る
形
式
の
メ
デ
ィ
ア
だ
け
が
、
相
変
わ
ら
ず
大
き
な
勢
力

を
誇
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ
ア
の
象
徴
で
あ
る
写
真
（
プ
リ

ン
ト
）
が
、
生
き
残
る
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絵
画
や
映
画
は
室
内
で
鑑
賞
す
る
も
の
で
、
普
通
、
外
に
は
持
ち
出
さ
な
い
。
テ
レ

ビ
は
携
帯
用
の
そ
れ
を
持
ち
出
す
に
し
て
も
、「
イ
メ
ー
ジ
を
身
に
つ
け
る
」
と
言
う
よ
り
「
機
械
を
持

ち
歩
く
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
近
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
写
真
だ
け
は
、「
イ
メ
ー
ジ
を
身
に
つ
け
る
」
と
い
う
感
覚
で
、
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
る
。
ア
イ
ド
ル
の
写
真
、
恋
人
の
写
真
、
子
供
の
写
真
、
日
常
的
に
画
像
を
身
に
つ
け
て
い

る
人
は
多
い
。こ
れ
は
お
そ
ら
く
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
か
た
と
し
て
非
常
に
原
初
的
な
も
の
で
あ
り
、イ
メ
ー

ジ
と
人
間
の
距
離
0

0

に
関
す
る
最
終
目
標
な
の
で
あ
ろ
う
。1979

年
の
発
売
当
時
、
あ
っ
て
当
然
の
録
音

機
能
を
排
し
て
、
音
楽
を
「
身
に
つ
け
る
」
こ
と
に
徹
し
た
ウ
オ
ー
ク
マ
ン
も
、
登
場
す
べ
く
し
て
登
場

し
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
一
つ
の
結
論
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

11  

デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
時
代

　

1990

年
代
後
半
か
ら
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
高
性
能
化
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
音
も
映
像

も
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
管
理
下
に
入
る
。

　

情
報
の
内
容
に
関
し
て
、
ア
ナ
ロ
グ
の
メ
デ
ィ
ア
と
比
較
す
れ
ば
、
ま
ず
ア
ナ
ロ
グ
の
限
界
で
あ
っ
た

情
報
劣
化
が
な
く
、ま
た
編
集
加
工
が100%

自
由
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た（
プ
ロ
と
ア
マ
の
ボ
ー
ダ
ー

も
消
滅
）
と
い
う
の
が
そ
の
特
徴
で
、
現
代
は
「
音
楽
や
映
像
の
表
現
に
お
い
て
不
可
能
が
な
く
な
っ
た

時
代
」
だ
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
重
大
な
変
化
と
し
て
、
音
楽
や
映
像
の
時
間
展
開
に
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
に
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ナ
ロ
グ
の
時
代
は
音
楽
に
せ
よ
映
像
に
せ
よ
制
作
者

の
意
図
に
そ
っ
て
一
方
的
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
家
庭
用
の
ゲ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
我
々
は
映
像
の
進
行
に
関
わ
り
、
そ
の
結
末
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
「
作
品
」
の
可
動
範
囲
内
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
音
と
映
像
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
体
験
が

で
き
る
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、
時
間
展
開
に
関
し
て
決
定
権
を
失
っ
た
「
作
者
」

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
大
幅
な
発
想
の
転
換
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
時
代
だ
と
言
え
よ
う
。

　

伝
達
媒
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
媒
体
の
物
理
的
種
類
と
扱
わ
れ
る
情
報
の
タ
イ
プ
と
が
無
関
係
で
あ
る

（
言
葉
も
音
楽
も
映
像
も
同
質
の
デ
ー
タ
と
な
る
）
と
い
う
の
が
デ
ジ
タ
ル
の
特
徴
で
、
記
録
形
式
さ
え
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そ
れ
ぞ
れ
の
標
準
的
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
従
え
ば
、
情
報
の
記
録
・
再
生
・
転
送
・
複
写
が
様
々
な
媒
体

間
で
簡
単
に
で
き
て
し
ま
う
。

　

表
現
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
約
か
ら
の
解
放
、そ
し
て
情
報
の
内
容
に
関
与
し
な
い
非
個
性
的
な
記
録
・

転
送
媒
体
、「
あ
と
は
容
量
と
ス
ピ
ー
ド
の
問
題
だ
け
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、こ
れ
が
メ
デ
ィ

ア
の
最
終
形
態
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

12   

音
楽
・
映
像
と
文
化

　　

音
楽
と
映
像
の
社
会
に
お
け
る
立
場
は
、
問
題
と
さ
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
「
高

度
に
実
験
的
な
音
楽
表
現
」
と
評
価
さ
れ
た
も
の
が
「
は
み
だ
し
者
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
大
人
か
ら
敵

視
さ
れ
た
り
、
多
く
の
視
聴
者
を
寄
せ
付
け
る
（
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
見
れ
ば
）
有
益
な
番
組
が
、
俗
悪
番

組
と
し
て
害
虫
扱
い
さ
れ
た
り
と
、
音
楽
や
映
像
に
関
わ
る
評
価
は
、
そ
の
存
在
が
大
き
い
ほ
ど
、
良
い

と
も
悪
い
と
も
言
わ
れ
る
非
常
に
両
義
的
な
も
の
と
な
る
。

　

一
般
に
、
音
楽
に
も
映
像
に
も
そ
う
し
た
ト＊

リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
社
会
の

常
識
や
日
常
性
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
制
度
的
な
枠
組
み
に
は
納
ま
り
き
れ
な
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
。

そ
れ
ら
は
常
に
不
安
定
な
境
界
0

0

領
域
0

0

か
ら
惰
性
化
し
が
ち
な
文
化
の
枠
組
み
を
ゆ
さ
ぶ
り

0

0

0

0

に
く
る
の
だ
。

　

楽
曲
の
歌
詞
に
お
け
る
直
接
的
社
会
批
判
、
言
葉
を
た
わ
む
れ
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
使
っ
た
言
葉
文
化

の
撹
乱
、
映
像
表
現
に
お
け
る
俗
悪
・
醜
悪
な
（
と
言
わ
れ
る
）
部
分
の
提
示
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
に
登
場

す
る
タ
レ
ン
ト
（
少
な
く
と
も
あ
り
き
た
り
の
常
識
人
は
テ
レ
ビ
出
演
に
は
向
か
な
い
）、
そ
れ
ら
は
い

つ
も
我
々
の
常
識
に
対
す
る
は
み
だ
し
も
の

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
（
能
や
歌
舞
伎
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
芸
能
」

も
、
も
と
も
と
社
会
の
中
心
か
ら
は
み
だ
し
た
人
た
ち
が
「
河
原
」
と
い
う
境
界
領
域
を
舞
台
に
は
じ
め

た
も
の
で
あ
り
、
創
造
的
な
も
の
に
は
共
通
し
て
そ
う
い
う
性
質
が
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
）。

　

さ
て
、
は
み
だ
し
も
の
（
常
識
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
も
の
）
が
意
識
を
ゆ
さ
ぶ
る
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
、
異
な
る
観
点
か
ら
補
足
す
る
と
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、
カ
メ
ラ
と
い
う
「
機
械
の
目
」
が
も

つ
、
我
々
の
視
覚
に
対
す
る
根
本
的
な
異
化
作
用
（
慣
習
化
し
た
物
事
の
関
係
を
異
な
る
関
係
へ
と
変
化

さ
せ
る
作
用
）
で
あ
る
。「
機
械
の
目
」
は
、我
々
の
目
と
は
違
っ
て
「
見
た
い
と
こ
ろ
」
を
意
識
し
な
い
。

つ
ま
り
意
識
に
縛
ら
れ
ず
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
に
入
る
も
の
す
べ
て
を
無
差
別
に
写
し
撮
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
日
常
の
風
景
を
写
真
に
撮
る
こ
と
で
、
普
段
見
過
ご
し
て
い
た
も
の
の
存
在
に
気
付
く
こ
と
が
あ
る
し
、

ま
た
例
え
ば
、
普
段
気
付
か
な
い
ホ
ク
ロ
が
、
写
真
を
通
し
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
カ
メ
ラ

の
映
像
を
介
す
る
と
、
我
々
の
日
常
的
（
惰
性
的
）
な
視
覚
世
界
は
、
一
旦
解
体
さ
れ
て
改
め
て
組
織
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
メ
ラ
映
像
に
特
有
の
「
ゆ
さ
ぶ
り
の
力
」
で
あ
る
。
何
に
も
縛
ら
れ
ず
何

の
関
係
づ
け
も
し
な
い
自
由
奔
放
な「
機
械
的
メ
デ
ィ
ア
の
視
覚
」、我
々
の
意
識
は
、日
々
そ
の
力
に
よ
っ

て
様
々
に
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
情
報
の
力
」そ
し
て「
メ
デ
ィ
ア
の
力
」は
、良
き
に
せ
よ
悪
き
に
せ
よ
、我
々
の
文
化
の
周
縁
か
ら
や
っ

て
き
て
、
そ
れ
を
活
性
化
す
る
。

＊
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー

　
「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
は
文
化
人
類
学

等
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
で
、「
あ
ち
ら

の
世
界
」
と
「
こ
ち
ら
の
世
界
」
の
境
界
0

0

を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
事
件
を
お
こ
す

「
い
た
ず
ら
者
」
と
い
う
意
味
。

　

ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
ジ
ョ
ー

カ
ー
の
よ
う
に
「
あ
る
と
き
は
有
益
な
存

在
で
あ
る
が
、
あ
る
き
っ
か
け
で
危
険
な

存
在
に
も
な
る
」
と
い
う
両
義
的
な
存
在

の
こ
と
を
言
う
。
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発
想
法

　

人
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
創
作
の
心
理
が
は
た
ら
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
音
楽
や
映
像
作
品
が
生
ま
れ
る
際
の
作
者
の
心
の
動
き
を
、
単
に
「
セ
ン
ス
」
と

か
「
才
能
」
と
か
い
っ
た
言
葉
で
片
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
仕
方
が
な
い
。
創
造
的
な
意
識
活
動
と
は

何
か
。
我
々
の
頭
の
中
で
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
的
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
で
き
得
る
限
り
意
識
化
し
て

整
理
し
て
み
よ
う
。

　

１　

混
沌
か
ら
秩
序
へ

　

人
は
世
界
を
「
秩
序
立
て
て
」
捉
え
よ
う
と
す
る
生
き
物
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
「
秩
序
」
を
つ
く
る
生

き
物
で
も
あ
る
。
多
く
の
神
話
が
物
語
る
よ
う
に
、
世
界
の
は
じ
め
は
混
沌
と
し
て
い
て
、
境
界
・
区
分
・

目
印
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
神
々
の
力
に
よ
っ
て
、
天
と
地
・
昼
と
夜
・
善
と
悪

と
い
っ
た
2
項
対
立
的
な
区
分
を
与
え
ら
れ
、
秩
序
立
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
ユ
ク

ス
キ
ュ
ル
（1973

）
の
言
う
環
境
世
界
、
す
な
わ
ち
生
物
が
本
能
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
対
応
・
生

成
す
る
秩
序
あ
る
世
界
と
は
異
な
り
、
人
の
意
識
の
中
で
恣
意
的
な
も
の
と
し
て
秩
序
立
っ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
、
一
種
の
幻
想
的
な
世
界
で
あ
る
（
現
代
人
が
科
学
的
に
把
握
し
て
い
る
物
理
世
界
と
て
、
そ
れ

が
言
語
と
い
う
恣
意
的
記
号
に
よ
る
一
つ
の
世
界
観
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
）。

　

人
間
の
創
造
行
為
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
こ
の
点
の
理
解
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
音

楽
も
映
像
も
含
め
、
い
わ
ゆ
る
過
剰
な
秩
序
の
創
造
行
為
は
他
の
生
物
に
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
逆
に
そ

の
こ
と
が
人
間
の
創
造
行
為
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

誰
に
で
も
経
験
が
あ
る
で
あ
ろ
う
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
行
為
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
今
こ
こ

に1950

年
の
年
号
が
刻
ま
れ
た
一
つ
の
コ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
こ
へ1951

年
製
の
コ
イ
ン
が
偶
然
こ
ろ

が
り
込
む
と
、
そ
の
規
則
性
の
拡
大
の
た
め
に1952

年
製
の
も
の
が
欲
し
く
な
る
。
そ
し
て
い
つ
の
ま

に
か
引
き
出
し
の
中
に
は
年
代
順
と
い
う
「
基
準
」
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
コ
イ
ン
の
幾
何
学
的
配
列
が
で

き
あ
が
る
。

　

し
か
し
こ
の
秩
序
は
、
蜜
蜂
が
つ
く
る
巣
の
幾
何
学
的
秩
序
と
は
違
う
。
蜜
蜂
の
巣
を
つ
く
る
た
め
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
す
べ
て
の
蜜
蜂
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
イ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
た
め

の
分
類
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、コ＊

レ
ク
タ
ー
の
脳
の
中
に
し
か
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。
年
代
順
と
い
う
「
基
準
」

を
知
ら
な
い
者
に
は
、
た
だ
「
コ
イ
ン
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
」
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
が
何

ら
か
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
の
め
り
こ
む
場
合
、ま
ず
こ
の
よ
う
な
基
準
と
な
る
「
視
点
・
視
軸
」
な
り
「
知

識
ベ
ー
ス
」
な
り
が
存
在
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
共
有
し
得
る
人
が
集
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ア
が
胸
躍

る
よ
う
な
秩
序
あ
る
（
意
味
の
あ
る
）
世
界
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
道
の
専
門
的
知
識
を
持
た
な
い
門

外
漢
に
は
、
た
だ
物
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

切
り
分
け
方
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
意
味
も
見
え
て
こ
な
い
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
秩
序
あ
る
一
つ
の

＊
コ
レ
ク
タ
ー

　

話
が
脇
に
そ
れ
る
が
、
筆
者
の
周
囲
に

は
世
代
的
に
「
ガ
ン
ダ
ム
コ
レ
ク
タ
ー
」

が
多
い
。
幸
か
不
幸
か
筆
者
は
放
送
当
時
、

そ
の
す
ば
ら
し
さ
に
出
会
う
機
会
を
逃
し

た
た
め
に
、
今
も
彼
ら
の
会
話
の
節
々

に
現
れ
る
笑
顔
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。

「
シ
ャ
ア
専
用
」
っ
て
何
？　

知
識
の
共

有
部
分
が
一
部
欠
け
た
だ
け
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
不
自
由
を
感
じ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

　

情
報
媒
体
の
多
様
化
と
個
に
分
散
す
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
ま
ち
が
い
な
く
人

と
人
と
の
知
識
の
共
有
部
分
を
少
な
く
す

る
。「
一
緒
に
映
画
を
見
る
（
一
つ
の
物

語
を
共
有
す
る
）」
こ
と
、「
同
じ
教
室
で

同
じ
時
を
過
ご
す
」
こ
と
、
人
が
人
間
関

係
に
秩
序
を
見
出
す
に
は
、
ま
ず
時
間
と

場
所
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調

し
て
お
き
た
い
。

　
「
学
校
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
意

義
も
こ
の
点
に
あ
る
。
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世
界
と
し
て
他
者
に
理
解
さ
せ
る
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
）
に
は
、
そ
の
世
界
を
見
る

た
め
の「
視
点
・
視
軸
」や「
知
識
ベ
ー
ス
」を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
者
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
得
る
世
界
を
つ
く
る
に
は
、
そ
の
世
界
が
何
ら
か
の
基
準
で
恣
意
的
に
秩
序
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
基
準
に
関
わ
る
知＊

識
を
集
団
の
成
員
全
員
が
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
れ
、
人
間
の
つ
く
る
秩
序
と
い
う
も
の
に
は
、
こ
の
前
提
が
つ
き
ま

と
っ
て
い
る
。
音
楽
も
絵
画
も
、
そ
し
て
広
く
「
文
化
」
と
い
う
も
の
も
、
本
能
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な

く
、
後
付
け

0

0

0

で
被
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
構
造
化
し
た
秩
序
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
「
仕
様
」
を
集
団

の
成
員
が
何
ら
か
の
方
法
で
共
有
し
な
け
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
芸
術
的
な
活
動
の
大
半
も
実
用
性
・
機
能
性
を
離
れ
て
、
純
粋
に
「
秩
序
」
そ
の
も
の
を
指
向

す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
作
品
」
を
発
想
す
る
と
い
う
場
合
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
仕
様
に
基
づ
い
て

秩
序
立
て
ら
れ
て
い
て
、
同
時
に
そ
れ
が
他
者
（
鑑
賞
者
）
に
も
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
た
創
造
行
為
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
事
抜
き
に
は
考
え
に
く
い
。

　

す
べ
て
は
、
生
命
維
持
や
種
族
保
存
と
い
っ
た
本
能
的
必
然
性
に
止
ま
ら
な
い
精
神
の
過＊

剰
な
働
き
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
人
間
の
こ
の
よ
う
な
過
剰
な
行
為
が
地
球
の
環
境
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
に

作
用
す
る
（
無
け
れ
ば
無
い
で
済
む
も
の
を
「
便
利
」
を
理
由
に
開
発
し
、
結
果
的
に
多
く
の
問
題
を
抱

え
込
む
）
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
過
剰
な
精
神
活
動
こ
そ
が
人
を
人

た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
は
「
創
造
」
は
語
れ
な
い
。
過
剰
な
脳
が
「
後
付
け

で
被
せ
た
」
秩
序
は
、
自
然
・
必
然
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
は
自
由
な
の
で
あ
り
、
何
度
で
も
「
組
み
換
え

＊
過
剰

　

書
店
な
ど
で
「
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
単
行

本
を
自
分
の
仕
事
で
も
な
い
の
に
番
号
順

に
並
べ
な
お
し
て
い
る
人
」
を
見
か
け
る

こ
と
が
あ
る
が
、
人
間
は
本
来
「
秩
序
」

を
つ
く
る
こ
と
に
関
し
て
神
経
症
的
な
生

き
物
で
あ
り
、「
必
要
の
な
い
こ
と
に
こ

だ
わ
っ
て
、
時
間
を
浪
費
し
て
し
ま
う
」

と
い
う
不
思
議
な
生
き
物
で
あ
る
。

　
「
Ｐ
Ｃ
の
管
理
」
が
そ
の
最
た
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
意
味
も
な
く
ソ
フ
ト
の
イ
ン

ス
ト
ー
ル
を
何
度
も
や
り
直
し
た
り
、
不

具
合
を
調
整
す
る
の
に
夢
中
に
な
っ
た
り
、

結
局
生
産
的
な
こ
と
を
し
て
い
る
時
間
は

僅
か
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
が
増
え
た
こ
と

で
、
現
代
人
に
は
「
た
だ
管
理
す
る
た
め

に
そ
れ
と
関
わ
っ
て
い
る
」
時
間
が
非
常

に
多
く
な
っ
た
。
：
何
と
か
し
な
く
て
は
。

る
」
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
も
つ
。
秩
序
と
い
う
枠
組
み
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の
中
に
あ
る
要
素
の
役
割

も
変
わ
る
。
同
じ
素
材
で
も
枠
組
み
を
変
え
れ
ば
、
違
っ
た
生
か
し
方
が
で
き
る
の
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

人
間
の
過
剰
が
成
せ
る
「
秩
序
」
と
い
う
も
の
も
、
創
造
の
基
本
原
理
と
し
て
、
非
常
に
重
要
性
な
も
の

で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
無
駄
」
な
も
の
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
。

　

さ
て
、
楽
器
を
前
に
し
て
、
あ
る
い
は
白
い
キ
ャ
ン
バ
ス
を
前
に
し
て
何
か
を
創
ろ
う
と
す
る
場
合
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
発
想
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
混
沌
か
ら
秩
序
へ
」
と
意
識
を
働

か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
Ｈ
・
リ
ー
ド
（1966

）『
芸
術
の
意
味
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
心
楽
し
い
形
式

を
つ
く
る
試
み
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
様
々
な
具
体
化
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
の
発

想
法
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

２　

発
想
の
前
提
・
表
現
の
限
界
（
制
約
）

　

ど
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
で
あ
れ
、そ
こ
に
何
ら
か
の
「
秩
序
」
が
見
い
出
せ
れ
ば
、人
は
そ
れ
を
「
何

者
か
の
創
造
物
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
確
か
に
、
蜂
の
巣
の
よ
う
な
自
然
界
の
幾
何
形
態
も
含

め
て
、
人
間
が
そ
れ
を
「
秩
序
」
あ
る
も
の
と
し
て
見
聞
き
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
あ
る
意
味
で

美
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
何
か
を
発
想
す
る
と
き
に
ま
ず
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
と

り
あ
え
ず
、「
何
ら
か
の
基
準
に
沿
っ
て
秩
序
あ
る
状
態
を
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ア
イ

＊
成
員
が
共
有
す
る
知
識

　

自
然
的
・
必
然
的
根
拠
の
な
い
恣
意
的

な
知
の
体
系
で
あ
っ
て
も
、
集
団
の
成
員

に
と
っ
て
そ
れ
が
「
常
識
」
と
な
り
「
真

理
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

集
団
が
無
自
覚
に
前
提
と
し
て
い
る
秩
序

は
、
そ
の
意
味
で
「
共
同
幻
想
」
と
も
呼

ば
れ
る
。
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デ
ア
に
賛
同
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
が
人
特
有
の
創
造
行
為
で
あ
り
、
で
き
あ
が
る

も
の
に
何
ら
か
の
意
味
な
り
価
値
な
り
芸
術
性
な
り
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
音
楽
や
映
像
の
制
作
を
考
え
る
と
き
、
何
の
制
約
も
な
く
自
由
に
「
秩
序
」
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
言
う
と
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
作
品
づ
く
り
の
自
由
度
に
も
様
々
な
制
限
が
あ

る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
「
秩
序
」
構
成
の
話
に
入
る
ま
え
に
そ
の
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　

ス
ケ
ー
ル

　

第
一
に
、
人
間
の
視
聴
覚
に
関
わ
る
空
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
と
時
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
限
界
が
あ
る
。
速

す
ぎ
て
聞
き
取
れ
な
い
、
遅
す
ぎ
て
旋
律
が
つ
か
め
な
い
、
音
階
の
ス
テ
ッ
プ
が
細
か
す
ぎ
て
（
12
音
階

音
楽
な
ど
）
つ
か
め
な
い
、
小
さ
す
ぎ
て
よ
く
見
え
な
い
、
大
き
す
ぎ
て
全
体
の
構
図
が
つ
か
め
な
い
、

あ
る
い
は
ま
た
長
時
間
す
ぎ
て
疲
れ
て
し
ま
う
、
な
ど
、
音
楽
も
映
像
も
時
間
や
空
間
に
関
し
て
的
外
れ

な
ス
ケ
ー
ル
で
は
作
品
に
な
り
に
く
い
。

　

バ
ラ
ン
ス

　

第
二
に
、
人
間
の
体
の
運
動
バ
ラ
ン
ス
と
空
間
的
な
バ
ラ
ン
ス
と
に
関
わ
る
制
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。
音

楽
で
は
「
拍
子
」
が
大
き
な
問
題
で
、
原
則
2
・
3
・
4
拍
子
を
基
本
と
し
て
そ
の
倍
数
で
あ
れ
ば
リ
ズ

ム
も
と
り
や
す
い
の
だ
が
、
5
拍
子
（『Take Five

』
は
有
名
）
や
7
拍
子
と
い
っ
た
変
拍
子
と
な
る
と
、

一
般
的
に
は
「
つ
い
て
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
来
、
時
間
軸
上
の
秩
序
と
い
う

意
味
で
は
4
拍
子
も
7
拍
子
も
同
等
で
あ
る
が
、
相
手
は
機
械
で
な
く
人
間
で
あ
り
、
体
が
つ
い
て
こ
な

い
も
の
は
成
功
し
に
く
い
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
空
間
芸
術
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
軸
と
し
て

の
垂
直
・
水
平
線
が
作
品
の
バ
ラ
ン
ス
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。我
々
の
体
は
重
力
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
て
、
視
覚
は
重
力
方
向
に
重
さ
を
感
じ
る
か
た
ち
で
世
界
を
捉
え
て
い
る
。
身
の
ま
わ
り
の
も
の
は

す
べ
て
建
築
空
間
の
床
面
を
基
準
と
す
る
垂
直
・
水
平
の
格
子
に
お
さ
ま
っ
て
い
て
、
絵
画
も
ポ
ス
タ
ー

も
テ
レ
ビ
の
画
面
も
そ
こ
に
収
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
大
半
の
画
像
・
映
像
は
垂
直
・

水
平
で
枠
取
り
さ
れ
た
長
方
形
の
空
間
内
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
中
で
は
本

来
同
等
の
意
味
を
も
つ
は
ず
の
1
本
の
線
も
、
斜
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
「
不
安
」・「
緊
張
」
と
い
っ

た
役
割
を
必
然
的
に
も
た
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
見
て
い
る
の
は
正
立
し
た
人
間
で
あ
る
。
こ
の
方

向
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
空
間
的
な
造
形
に
制
約
を
与
え
て
い
る
。

　

環
境

　

第
三
に
、
気
候
・
風
土
の
違
い
も
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
欧
米
と
日
本
を
比
べ
た
場
合
、
気
温
は
ほ
ぼ

同
じ
で
も
湿
度
の
違
い
は
大
き
く
、
こ
れ
が
「
楽
器
の
鳴
り
」
や
「
絵
の
具
の
乾
き
具
合
」
と
い
っ
た
物

理
的
な
違
い
と
な
っ
て
、
表
現
の
可
能
性
に
制
限
を
加
え
て
し
ま
う
（
気
候
・
風
土
が
異
な
れ
ば
、
絵
筆

の
使
い
方
に
も
必
然
的
な
差
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
）。
ま
た
気
候
・
風
土
の
違
い
は
、
当
然
「
快
適
さ
」

や
「
美
し
さ
」
に
対
す
る
意
識
の
違
い
、
す
な
わ
ち
文
化
の
違
い
も
生
む
も
の
で
、
そ
れ
は
当
然
無
視
で

き
な
い
問
題
と
し
て
作
家
の
創
作
意
識
を
左
右
し
て
い
る
。
気
温
・
湿
度
・
気
圧
と
い
っ
た
自
然
界
の
パ
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ラ
メ
ー
タ
が
創
作
活
動
に
無
関
係
で
な
い
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

文
化

　

第
四
に
、
年
齢
差
・
性
差
、
そ
し
て
様
々
な
レ
ベ
ル
で
人
間
の
意
識
に
食
い
込
ん
で
い
る
「
文
化
」
の

差
異
の
問
題
が
あ
る
。
年
齢
や
性
の
違
い
で
、
作
品
の
も
つ
秩
序
が
見
え
な
い
、
誤
解
が
生
じ
る
、
あ
る

い
は
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
感
覚
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
、
社
会
の
中
で
の
立

場
や
役
割
、
生
活
環
境
、
そ
の
民
族
に
特
有
の
「
音
階
」
や
「
色
彩
嗜
好
」、
そ
し
て
世
界
認
識
の
根
底

に
あ
る
「
言
語
体
系
」、
そ
う
い
っ
た
諸
々
の
「
文
化
」
的
基
盤
と
い
う
も
の
も
、
情
報
の
捉
え
方
に
決

定
的
な
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
む
し
ろ
こ
の
「
文
化
」
の
問
題
が
一
番
大
き
い
）。

　

そ
の
意
味
で
は
作
品
を
享
受
で
き
る
、
言
い
替
え
れ
ば
、
作
者
と
同
様
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
作
品
を

共
有
で
き
る
人
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
言
え
よ
う
。
老
若
男
女
問
わ
ず
楽
し
め
る
も

の
と
い
う
も
の
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
作
家
は
創
作
の
過
程
で
、
出
来
上
が
っ
た
「
情
報
」
の
受
け
手
が

誰
で
あ
る
か
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

制
作
の
現
実

　

最
後
に
、
こ
れ
は
議
論
の
本
筋
か
ら
は
逸
れ
る
の
だ
が
、
創
作
物
に
関
す
る
物
理
的
・
経
済
的
・
法

的
制
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
芸
術
家
」
に
は
皆
無
に
等
し
い
制
約
だ
が
、
企
業
活
動
に
位
置
付
け
ら
れ
て
、

経
済
的
に
成
功
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
に

と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
避
け
よ
う
の
な
い
制
約
で
あ
る
。

　

情
報
の
表
現
媒
体
・
記
録
媒
体
ま
た
伝
送
媒
体
に
関
す
る
物
理
的
制
約
、
制
作
費
と
い
う
経
済
的
制
約

（
素
材
の
妥
協
・
技
術
の
妥
協
が
強
い
ら
れ
る
）、
印
刷
コ
ス
ト
の
問
題
か
ら
生
じ
る
サ
イ
ズ
や
色
数
や
解

像
度
の
制
限
、
さ
ら
に
（
著
作
権
法
は
当
然
と
し
て
も
）
広
告
表
現
な
ど
で
は
、
効
能
書
き
の
文
字
サ
イ

ズ
に
関
す
る
制
約
な
ど
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
法
的
制
約
も
か
か
る
。　

そ
し
て「
大
衆
受
け
」・「
ス

ポ
ン
サ
ー
受
け
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
最
大
の
検
討
項
目
が
あ
っ
て
、
プ
ロ
と
呼
ば
れ
る
作
り
手
の

大
半
は
こ
れ
ら
数
々
の
制
約
を
ト
ー
タ
ル
に
計
算
し
た
う
え
で
、
作
品
を
発
想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
我
々
を
と
り
ま
く
大
部
分
の
音
楽
や
映
像
が
こ
う
し
た
制
約
と
計
算
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

逆
転
の
発
想

　
「
芸
術
的
発
想
」
と
い
う
も
の
は
様
々
で
、「
A
」
と
い
う
作
品
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
「
非

A
」
も
ま
た
作
品
に
な
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
作
品
を
つ
く
ら
な
い
」
と
い
う
「
芸

術
」
も
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
作
品
と
は
何
か
」
を
考
え
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
逆
説
的
に
「
作
品
」
を
定

義
す
る
も
の
で
あ
る
し
、「
反
秩
序
」・「
破
壊
」・「
脱
構
築
」・「
実
験
」
な
ど
一
見
否
定
的
な
キ
ー
ワ
ー

ド
を
掲
げ
る
「
芸
術
」
も
、「
新
し
い
価
値
観
」・「
新
し
い
形
式
」
を
模
索
し
て
「
非
・
旧
芸
術
」
↓
「
新
・

芸
術
」
と
し
て
、
新
た
な
時
代
の
秩
序
へ
と
組
み
換
え
を
促
す
運
動
だ
と
言
え
る
。

　

人
間
が
す
る
こ
と
は
、
表
向
き
は
無
為
で
あ
っ
た
り
破
壊
で
あ
っ
た
り
し
て
も
、
結
果
的
に
は
何
ら
か
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の
「
秩
序
」
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
言
っ
て
見
れ
ば
「
無
秩
序
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
枝
を
落
と
し
な
が
ら
秩
序
化
し
て
い
く
」
と
い
う
人
の
脳
の
宿
命
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

３　
「
鍵

K
ey

」
を
意
識
す
る

　

何
を
つ
く
る
に
せ
よ
、「
秩
序
」
を
貫
く
鍵
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
視
点
・
視
軸
」・「
準
拠
枠
」・「
方

向
性
」・「
順
番
」・「
階
層
」・「
規
則
」・「
法
則
」・「
テ
ー
マ
」・「
コ
ン
セ
プ
ト
」
な
ど
、
様
々
な
レ
ベ
ル

の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
要
は
「
何
が
し
た
い
の
か
」・「
何
を
基
準
に
ま
と
め
る
か
」
を
明
確
に

意
識
化
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
え
よ
う
。

　

単
に
文
字
を
並
べ
る
と
い
う
行
為
に
も
、「
画
数
で
並
べ
る
」・「
音
（
あ
い
う
え
お
順
）
で
並
べ
る
」・「
形

で
分
類
す
る
」・「
文
章
に
な
る
よ
う
に
な
ら
べ
る
」
な
ど
様
々
な
基
準
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
現
在
の

並
び
に
対
し
て
、
あ
る
一
定
の
演
算
を
行
っ
て
新
し
い
並
び
を
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
新
旧

の
間
に
歴
史
的
な
法
則
が
で
き
る
し
、「
と
り
あ
え
ず
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
ラ
ン
ダ
ム
に
並
べ
る
こ
と
を
繰

り
返
し
、
面
白
い
並
び
の
も
の
を
採
用
し
よ
う
」
と
い
う
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
的
な
発
想
も
い
い
。
と
に

か
く
「
秩
序
の
つ
く
り
か
た
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
鍵
が
あ
り
、
そ
の
発
想
の
可
能
性
は
無
限
に
あ
る
の
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
則
も
テ
ー
マ
も
な
し
に
そ
の
場
の
勢
い
で
作
っ
て
成
功
す
る
（
こ
の

場
合
、
あ
と
か
ら
法
則
や
テ
ー
マ
が
発
見
さ
れ
る
）
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
我
々
の
身
の
回
り
に
あ
る

＊
予
見
と
計
画

　

ｐ
・
Ｊ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
（1983
）
の

有
名
な
言
葉
を
紹
介
し
よ
う
。

 

「
最
も
巧
み
な
蜜
蜂
と
最
も
無
能
な
建
築

家
の
違
い
は
、
建
築
家
が
設
計
図
に
も
と

づ
い
て
仕
事
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

『
人
間―

約
束
す
る
サ
ル
』
佐
藤
俊
訳

テ
キ
ス
ト
・
音
楽
・
映
像
、
さ
ら
に
は
工
業
製
品
・
建
築
物
・
都
市
空
間
ま
で
、
勢
い
で
偶
然
的
に
で
き

た
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い＊

。
も
の
づ
く
り
に
携
わ
る
大
半
の
人
間
が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
自
分

な
り
の
あ
る
い
は
企
業
な
り
の
発
想
の
鍵
を
定
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
秩
序
あ
る
構
築
作
業
に
関
わ
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　

 

そ
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
づ
く
り
の
鍵
と
は
「
自
分
は
何
が
つ
く
り
た
い
の
か
、

も
と
も
と
何
が
好
き
な
の
か
、
そ
し
て
何
故
そ
れ
が
好
き
な
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
自
問
自
答
す
る
こ

と
で
し
か
見
え
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

４　

加
算
型
の
発
想
と
減
算
型
の
発
想

　

さ
て
、こ
こ
か
ら
具
体
的
な
「
秩
序
を
つ
く
る
」
た
め
の
手
順
の
話
に
な
る
の
だ
が
、ま
ず
源
初
の
「
混

沌
と
し
た
状
態
」（
す
な
わ
ち
何
も
な
い
状
態
や
素
材
が
山
積
み
さ
れ
た
状
態
）
を
ど
の
よ
う
に
攻
め
る

か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
攻
め
方
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
何
か
を
加
え
て

い
き
な
が
ら
次
第
に
秩
序
あ
る
状
態
に
組
み
立
て
て
い
く
方
法
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
逆
に
山
積
み
の
状
態

か
ら
何
か
を
削
除
し
て
い
く
こ
と
で
次
第
に
秩
序
あ
る
状
態
に
整
理
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
前

者
を
加
算
型
の
発
想
、
後
者
を
減
算
型
の
発
想
と
呼
ぶ
が
、
人
間
が
何
か
事
を
起
こ
す
と
き
は
大
体
こ
の

い
ず
れ
か
の
発
想
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
話
を
す
る
」
と
い
う
身
近
な
行
為
で
も
、
頭
の
中
で
は
、
テ
ー
マ
に
そ
っ
た
話
題
を
集
め
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な
が
ら
、
テ
ー
マ
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
は
削
除
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
し
、「
写
真
を
撮
る
」
と

い
う
と
き
も
、
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
見
な
が
ら
足
り
な
い
も
の
を
視
野
の
中
に
加
え
た
り
、
ま
た
じ
ゃ
ま
な

も
の
を
ど
か
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
、
都
市
計
画
と
い
う
大
き
な
事
業
を
例
に
と
っ
て
も
、「
現

状
の
景
観
を
そ
の
ま
ま
に
、
そ
こ
へ
当
て
は
め
得
る
建
造
物
を
次
々
に
加
え
て
い
く
」
と
い
う
加
算
型
の

性
格
の
も
の
（
一
般
に
ア
ジ
ア
に
多
い
）
も
あ
れ
ば
、「
沼
地
を
埋
め
立
て
、小
高
い
土
地
を
削
り
、ま
が
っ

た
河
川
を
ま
っ
す
ぐ
に
矯
正
し
て
す
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
」
と
い
う
減
算
型
の
性
格
の
も
の
（
一
般
に
西

欧
に
多
い
）
も
あ
る
。

　

一
般
的
な
こ
と
で
言
え
ば
「
選
択
」
と
い
う
日
常
的
な
行
為
も
、
加
え
る
こ
と
と
引
く
こ
と
の
両
方
で

成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
の
意
識
的
な
行
動
は
す
べ
て
加
算
と
減
算
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
我
々
が
日
常
あ
た
り
ま
え
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
見
直
せ
ば
、
ア

イ
デ
ア
は
い
く
ら
で
も
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

５　

リ
フ
レ
イ
ン

　

リ
フ
レ
イ
ン
す
な
わ
ち
反
復
と
い
う
行
為
は
、
あ
ら
ゆ
る
素
材
を
秩
序
あ
る
も
の
へ
と
構
成
す
る
基
本

的
か
つ
重
要
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。
ノ
ッ
ク
の
音
は
2
回
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
人
の
行
為
で
あ
る

と
わ
か
る
し
（
秩
序
あ
る
も
の
・
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
聞
こ
え
る
）、
単
な
る
イ
ン
ク
の
し
み
も
折

り
畳
ん
で
複
写
す
れ
ば
、左
右
対
称
な
模
様
に
な
り
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
（
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
・

＊
ま
ね
る

　
「
ま
ね
る
」は「
ま
ね
ぶ
」す
な
わ
ち「
学

ぶ
」
の
語
源
と
も
言
わ
れ
、
人
間
が
何
か

を
秩
序
づ
け
な
が
ら
意
識
化
す
る
と
い
う

と
き
の
基
本
で
あ
る
。

テ
ス
ト
）。
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
パ
タ
ー
ン
も
、
音
程
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
繰
り
返
せ
ば
楽
曲
に
な
り
、
簡

単
な
図
形
も
並
べ
れ
ば
タ
イ
ル
パ
タ
ー
ン
に
な
り
、
ま
た
全
体
を
部
分
へ
と
再
帰
的
に
反
復
す
れ
ば
雲
や

海
岸
線
の
美
し
い
輪
郭
と
な
る
。

　

反
復
す
る
こ
と
・
複
製
を
つ
く
る
こ
と
・
ま＊

ね
る
こ
と
、
そ
れ
は
未
知
の
生
々
し
い
も
の
・
名
付
け
よ

う
の
な
い
も
の
に
ひ
と
つ
の
「
基
準
」
を
付
与
し
て
意
識
化
す
る
。
我
々
の
意
識
の
中
で
は
、
何
ら
か
の

観
点
で
同
様
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
二
つ
以
上
あ
っ
て
は
じ
め
て
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
化
さ
れ
名
付
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
混
沌
と
し
た
も
の
が
秩
序
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
・
概
念
の

生
産
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　

６　

選
択
的
制
約

　

制
作
の
過
程
で
「
あ
れ
も
し
た
い
、
こ
れ
も
し
た
い
」
と
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
見
え
て
き
て
、
収

集
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。「
あ
れ
も
こ
れ
も
」を
秩
序
化
す
る
発
想
で
攻
め
る
場
合
は
別
と
し
て
、

素
材
や
そ
れ
を
扱
う
技
術
に
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
、か
え
っ
て
首
尾
一
貫
し
な
く
な
っ
て
「
濁
っ
た
」

も
の
が
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
逆
に
、
自
ら
素
材
や
技
術
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
骨
格
を
見
え
や
す
く
す
る
、
と
い
う
発
想

も
大
切
で
あ
る
。
小
学
校
低
学
年
で
習
う
言
葉
だ
け
を
使
っ
て
み
る
（
作
詩
）。
楽
器
の
数
や
音
域
を
制

限
し
、
重
複
す
る
音
は
省
い
て
み
る
（
作
曲
）。
色
数
を
数
種
類
に
制
限
す
る
（
絵
画
）。
文
字
の
フ
ォ
ン
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ト
・
ス
タ
イ
ル
・
サ
イ
ズ
を
限
定
す
る
（
ポ
ス
タ
ー
）。
モ
ノ
ク
ロ
に
す
る
（
写
真
）。
撮
影
に
使
う
カ
メ

ラ
や
レ
ン
ズ
を
一
本
に
し
ぼ
っ
て
し
ま
う
（
映
画
）。
特
殊
効
果
の
パ
タ
ー
ン
を
数
種
類
に
限
定
す
る
（
テ

レ
ビ
）。
生
成
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
パ
ラ
メ
ー
タ
に
制
限
を
加
え
る
（
Ｃ
Ｇ
）。
そ
う
し
た
制
限
を
か
け
る
と
、

自
分
が
取
り
組
み
た
い
主
た
る
骨
組
み
に
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
「
要
素
間
の
関
係

が
わ
か
り
や
す
い
」
す
な
わ
ち
「
伝
わ
り
や
す
い
」
も
の
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

特
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
加
工
処
理
が
一
般
的
に
な
っ
た
今
日
、
何
で
も
で
き
て
し
ま
う

道
具
を
前
に
す
る
と
「
あ
れ
も
で
き
る
、
こ
れ
も
で
き
る
」
と
発
想
の
鍵
が
し
ぼ
り
込
め
な
く
な
る
こ
と

が
多
い
。
そ
こ
で
逆
に
自
ら
利
用
す
る
技
術
を
制
限
し
、
作
品
に
一
貫
性
を
も
た
せ
る
と
い
う
発
想
は
必

須
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

７　

対
称
性
の
破
れ

　

我
々
は
、
創
造
的
思
考
に
お
い
て
確
か
に
「
秩
序
」
を
指
向
す
る
も
の
な
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
シ

ン
メ
ト
リ
ー
（
対
称
）」
と
い
う
完
全
な
る
秩
序
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
（
シ
ン
ト
ロ
フ
ォ
ビ
ア
と
呼
ば
れ
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
対
す
る
忌
避
症
も
あ
る
）。
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
伝
統
を
ひ
く
文
化
圏
で
は
非
対
称
な
も
の
は
美
的
に
よ
く
な
い
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
傾
向

に
あ
る
が
、
特
に
我
々
日
本
人
の
文
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
あ
え
て
非
対
称
と
す
る
よ
う
な
造
形
が
多
い
。

造
園
や
建
築
空
間
の
構
成
を
見
て
も
完
全
な
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
少
な
く
、
む
し
ろ
対
称
を
意
識
し
な
が

＊
「
対
称
性
の
破
れ
」

 

こ
の
言
葉
は
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
下
で
物

質
が
粒
子
と
反
粒
子
に
分
離
す
る
際
、
本

来
同
等
で
あ
る
は
ず
の
そ
れ
ぞ
れ
の
振
る

舞
い
に
違
い
が
あ
る
（
対
称
的
で
な
い
）

こ
と
を
意
味
す
る
物
理
学
用
語
で
あ
る
が

そ
れ
は
こ
の
世
界
に
反
物
質
が
存
在
し
な

い
こ
と
を
説
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

と
同
時
に
、
有
機
的
な
生
命
誕
生
の
契
機

に
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
り
、
あ
る

意
味
で
「
創
造
」
に
関
わ
る
根
源
的
な
法

則
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

対
称
で
は
な
い
、
ど
ち
ら
か
が
優
位
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
人
間
社
会
で

も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
拮
抗
す
る

二
つ
の
も
の
が
、
ど
ち
ら
も
同
等
と
い
う

状
況
で
あ
れ
ば
、
結
論
が
出
せ
ず
に
話
が

先
に
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら

か
に
優
位
な
部
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
物

事
ス
ム
ー
ズ
な
の
で
あ
る
（
実
際
に
は
、

理
論
的
に
差
が
な
い
場
合
で
も
、
人
間
の

判
断
に
は
「
感
情
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、最
終
的
に
は
そ
れ
が
決
着
を
つ
け
る
）。

　
「
利
き
手
」
も
そ
う
で
あ
る
。
優
位
な

方
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
、
我
々
は
、

必
要
な
瞬
間
に
手
が
出
遅
れ
る
こ
と
な
く

対
応
で
き
る
の
で
あ
る
。

ら
わ
ざ
と
そ
れ
を
破
る
と
い
う
つ
く
り
方
を
し
た
も
の
が
多
い
。
も
と
も
と
自
然
界
に
存
在
す
る
樹
木
も

動
物
の
体
も
、基
本
的
な
か
た
ち
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
で
力
学
的
に
バ
ラ
ン
ス
を
た
も
っ
て
は
い
る
が
、デ
ィ

テ
ー
ル
は
左
右
異
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
（
例
え
ば
も
し

人
の
顔
が
中
央
を
軸
に
完
全
に
左
右
対
称
な
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
顔
」
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
な
ん

と
な
く
気
持
ち
悪
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
）。

　

情
報
量
と
い
う
観
点
か
ら
言
っ
て
も
、
非
対
称
な
も
の
の
ほ
う
が
豊
か
な
情
報
を
も
つ
こ
と
が
説
明
で

き
る
。
完
全
な
る
左
右
対
称
な
も
の
は
、
例
え
ば
そ
れ
が
画
像
だ
と
す
る
と
、
送
信
側
が
左
半
分
の
情
報

を
転
送
す
る
だ
け
で
受
信
側
で
は
全
体
を
復
元
で
き
る
（
単
純
に1/2

に
圧
縮
可
能
）。
す
な
わ
ち
半
分

だ
け
で
す
べ
て
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
情
報
量
は
半
分
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
非
対
称
な
も

の
は
あ
る
程
度
の
秩
序
感
・
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
も
半
分
に
圧
縮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
の
分

大
き
な
情
報
量
を
も
つ
と
言
え
る
。

　

こ
れ
は
冗
長
度
と
い
う
言
葉
で
言
え
ば
、
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
は
冗
長
度
が
高
く
、
ア
ン
・
シ
ン

メ
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
は
冗
長
度
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
冗
長
度
が
高
い
・
伝
わ
り
や

す
い
・
情
報
量
が
小
さ
い
・
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、「
冗
長
度
が
低
い
・
伝
わ
り
に
く

い
・
情
報
量
が
多
い
・
驚
き
が
大
き
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
情
報
の
観
点
か
ら
対
置
で
き
る
も
の
で
あ
る

が
、
創
造
さ
れ
た
秩
序
と
い
う
も
の
を
美
的
な
る
情
報
と
考
え
れ
ば
、
冗
長
度
の
高
す
ぎ
る
も
の
は
、
相

手
に
通
じ
や
す
い
け
れ
ど
も
、
驚
き
が
な
い
、
そ
れ
以
上
の
関
心
を
呼
ば
な
い
、
つ
ま
ら
な
い
、
と
い
う

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
秩
序
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
単
純
な
言
葉
で
説
明
で
き
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
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と
、意
識
を
素
通
り
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、先
に
述
べ
た
「
反
復
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
秩

序
」
も
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
簡
単
な
規
則
性
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
意
識
を
素
通
り
し
て
し
ま
う
。
し

た
が
っ
て
、逆
に
反
復
の
過
程
に
若
干
の
ズ
レ
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、「
反
復
」
と
い
う
秩
序
構
成
の
「
基
準
」

は
よ
り
生
き
々
き
と
意
識
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

情
報
は
そ
れ
が
わ
か
り
や
す
い
だ
け
で
は
退＊

屈
す
る
。
か
と
い
っ
て
驚
き
の
連
続
で
は
疲
れ
て
し
ま
う
。

対
称
性
を
破
る
と
い
う
発
想
に
は
、
創
造
物
の
秩
序
と
そ
れ
を
破
壊
す
る
力
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

８　

手
続
き
記
述
と
美
的
選
択

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
は
、
何
ら
か
の
造
形
的
規
則
と
生
成
パ
ラ
メ
ー
タ
を
与
え
て
、

あ
と
は
機
械
に
描
き
出
し
て
も
ら
う
と
い
う
発
想
の
も
の
が
あ
る
。
数
学
者
の
（
美
的
）
実
験
か
ら
発
見

さ
れ
た
ジ
ュ
リ
ア
集
合
や
マ
ン
デ
ル
ブ
ロ
集
合
と
い
っ
た
フ
ラ
ク
タ
ル
図
形
も
そ
の
典
型
で
、
単
純
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
生
成
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
無
限
の
奥
行
き
を
も
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
で
美
し
い
秩
序

を
表
出
さ
せ
て
い
る
。
同
様
の
発
想
で
、
剰
余
や
三
角
関
数
の
も
つ
周
期
性
を
利
用
し
た
幾
何
学
的
な
造

形
も
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
何
ら
か
の
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
で
思
い
が
け
な
い
変
化
を
生
む
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
数
式
と
い
う
生
成
規
則
に
よ
る
造
形
も
、
そ
の
応
用
は
無
限
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
言

え
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
音
楽
の
領
域
で
も
応
用
さ
れ
て
お
り
、
語
の
生
成
（
作
詞
）
や
旋
律
・
和
声
の

生
成
（
作
曲
）
に
規
則
を
与
え
た
う
え
で
ラ
ン
ダ
ム
に
複
数
の
サ
ン
プ
ル
を
自
動
生
成
し
、
そ
の
中
か
ら

気
に
入
っ
た
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
発
想
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
登
場
以
来
一
つ
の
作
曲
の
手
法
と
し
て
現
実

に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
手
続
記
述
型
の
発
想
法
に
は
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
全
体
を

統
一
的
な
生
成
規
則
で
描
く
」
も
の
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
要
素
の
相
互
関
係
に
の
み
規
則
を
与
え
て
、

複
数
の
要
素
か
ら
成
る
全
体
を
描
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

前
者
の
典
型
的
な
例
は
数
理
曲
線
や
再
帰
図
形
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
般
に
「
い
か
に
も
機
械

的
で
表
情
に
欠
け
る
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
た
め
、
生
成
の
過
程
で
若
干
の
乱
数
を
加
え
る
こ
と
で
表
情

を
豊
か
に
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
乱
数
は
先
の
話
で
言
う
と
対
称
性
を
破
る
存
在

で
、
例
え
ば
単
純
な
2
分
木
の
再
帰
図
形
で
も
、
適
度
な
乱
数
で
十
分
豊
か
な
表
情
を
醸
し
出
す
。

　

後
者
は
、
い
わ
ゆ
る
複
雑
系
の
現
象
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
例
え
ば
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
（1957

）

の
セ
ル
・
オ
ー
ト
マ
ト
ン
、
ク
レ
イ
ク
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
（1989

）
の
ボ
イ
ド
（
鳥
も
ど
き
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
）
な
ど
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
要
素
が
絡
み
あ
う
複
雑
な
系
（Com

plex 

System

）
に
お
い
て
、
我
々
の
目
に
面
白
く
見
え
る
部
分
と
い
う
の
は
、
秩
序
の
領
域
と
混
沌
の
領
域

が
せ
め
ぎ
あ
う
「
カ
オ
ス
の
縁
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
あ
る
。
た
ば
こ
の
煙
に
例
え
て
言
え
ば
、
た
ば
こ

の
先
か
ら
一
直
線
に
上
昇
し
て
い
る
部
分
が
（
決
定
論
的
に
記
述
さ
れ
る
）
秩
序
の
領
域
で
、
天
井
に
拡

散
し
た
部
分
が
（
確
率
論
的
に
記
述
さ
れ
る
）
混
沌
の
領
域
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
に
あ
る
煙
の
「
乱
れ

そ
め
」
の
部
分
が
（
カ
オ
ス
理
論
の
対
象
と
な
る
）
見
て
い
て
面
白
い
領
域
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

＊
退
屈
と
驚
き
（
ツ
ッ
コ
ミ
と
ボ
ケ
）

　

漫
才
に
は
「
ツ
ッ
コ
ミ
」
と
「
ボ
ケ
」

と
い
う
役
割
分
担
が
あ
る
。
話
の
筋
道
を

秩
序
立
て
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
「
ツ
ッ

コ
ミ
」
の
役
割
で
、
話
の
筋
道
を
は
ぐ
ら

か
し
て
い
く
の
が
「
ボ
ケ
」
の
役
割
で
あ

る
。「
ツ
ッ
コ
ミ
」
は
あ
た
り
ま
え
の
話

を
繰
り
返
し
て
冗
長
度
を
上
げ
、「
ボ
ケ
」

は
意
外
な
（
出
現
確
率
の
低
い
）
言
葉
で

話
の
情
報
量
を
上
げ
る
。

　

一
般
に
「
笑
い
」
は
、
人
の
頭
の
中
で

凝
り
固
ま
っ
た
常
識
や
習
慣
的
思
考
が
ゆ

さ
ぶ
ら
れ
る
時
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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要
素
間
の
関
係
に
規
則
を
与
え
て
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
観
察
し
た
場
合
も
同
様
で
、
安
定
し
た
秩
序
に
落

ち
着
く
か
、
あ
る
い
は
無
秩
序
な
撹
乱
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
間
的
状
況
と
し
て
複
雑
で
有
機
的

な
形
を
次
々
に
展
開
す
る
か
に
な
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
最
後
の
状
態
が
見
て
い
て
面
白
い
も
の
で
あ
り
、

造
形
的
に
も
応
用
が
効
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
条
件
の
与
え
か
た
は
難
し
く
、
そ

の
試
行
錯
誤
は
ゲ
ー
ム
感
覚
で
す
ら
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
発
想
法
の
最
大
の
特
徴
は
、「
何
が
で
き
る
か
は
、
結
果
を
待
つ
し
か
な
い
」

と
い
う
点
と
「
数
多
く
生
産
さ
せ
て
、
美
的
に
良
い
と
お
も
わ
れ
る
も
の
を
選
択
す
る
」
と
い
う
作
品
に

対
す
る
姿
勢
（
進
化
論
的
な
発
想
）
で
、
こ
れ
は
機
械
（
特
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）
が
登
場
す
る
以
前
に
は

で
き
な
か
っ
た
発
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
界
に
あ
る
偶
然
の
産
物
の
な
か
か
ら
面
白
い
部
分
を
抽
出

す
る
と
い
う
発
想
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
偶
然
を
機
械
的
に
制
御
し
な
が
ら
面
白
い

形
が
出
来
る
ま
で
ひ
た
す
ら
作
ら
せ
る
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
新
し
い
発
想
と
言
え
よ
う
。

　

９　

聴
覚
情
報
と
視
覚
情
報
の
比
較 

　

さ
て
こ
こ
で
、
次
の
節
で
話
題
と
な
る
、
音
響
・
音
楽
や
画
像
・
映
像
の
生
成
に
関
す
る
物
理
・
工
学

的
な
議
論
の
準
備
を
し
て
お
こ
う＊

。
音
楽
と
映
像
に
よ
る
情
報
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
際
に
は
大
前
提
と

な
る
事
項
で
も
あ
る
。

　

ま
ず
、
音
響
・
音
楽
す
な
わ
ち
聴
覚
情
報
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
基
本
的
か
つ
重
要
な
事
実
は
、
我
々

の
可＊

聴
範
囲
の
音
の
波
長
が
約17m

m

か
ら17m

と
、
ほ
ぼ
我
々
を
囲
む
物
の
寸
法
と
同
じ
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
視
覚
情
報
と
同
様
な
、
空
間
的
な
「
聴
覚
像
」
の
生
成
が
根
本
的
に
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
複
数
の
音
源
を
空
間
的
に
配
列
し
て
、
音
源
か
ら
独

立
し
た
情
報
源
か
ら
の
信
号
に
よ
っ
て
「
音
像
」
を
つ
く
る
と
い
う
発
想
は
あ
る
が
、
上
記
の
理
由
で
そ

れ
は
人
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
不
可
能
で
、
ま
た
、
人
の
聴
覚
が
た
か
だ
か
二
つ
の
受
容
器
を
も
つ
に
す
ぎ
な

い
こ
と
か
ら
も
、
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聴
覚
情
報
は
、
刺
激
の
時
間
変
化
と
し
て
表
現
さ
れ
る
他

は
な
く
、
音
源
と
情
報
源
を
同
一
と
す
る
か
た
ち
で
生
成
・
発
信
さ
れ
る
。
言
葉
・
音
楽
・
物
音
、
聴
覚

情
報
は
い
ず
れ
も
時
間
軸
を
基
軸
と
し
た
音
の
配
列
で
あ
り
、
時
系
列
の
情
報
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
再

確
認
し
て
お
こ
う
。

　

次
に
、
画
像
・
映
像
す
な
わ
ち
視
覚
情
報
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
視
覚
情
報
の
担
い
手
で
あ
る
「
光
」

を
、
聴
覚
情
報
の
場
合
の
「
音
」
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
波＊

長
は 380nm

か
ら760nm

と
非
常
に
短
い
。

我
々
の
視
覚
に
は
こ
の
波
長
の
差
が
色
相
の
差
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
が
、
そ
の
色
相
や
輝
度
の
時
間
的
変

化
で
「
音
」
の
場
合
の
よ
う
な
時
間
情
報
を
生
成
（
例
え
ば
、
光
通
信
）
し
て
も
、
人
の
能
力
で
そ
れ
を

直
接
処
理
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
「
人
」
に
と
っ
て
は
、
多
く
の
色
点
の
空
間
的
な
分

布
形
状
が
情
報
の
担
い
手
と
な
る
わ
け
で
、
当
然
、
我
々
の
視
覚
の
受
容
器
は
そ
の
た
め
に
2
次
元
的
な

配
列
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
言
え
ば
、
視
覚
情
報
の
生
成
に
は
「
照
明
と
い
う
一
次
光
源
と
情
報
が

載
る
二
次
光
源
と
の
区
別
が
存
在
す
る
」
と
い
う
事
実
が
重
要
で
、
情
報
の
生
成
・
伝
達
に
は
光
源
と
情

＊
音
速
と
光
速

 

音
速　

 331.5m
/s 

（
1
気
圧
0°
C
）

 

光
速　

 3.0

×108m
/S

＊
可
聴
周
波
数

　

正
常
な
聴
覚
で
聞
こ
え
る
周
波
数
の
範

囲
は
通
常20H

z

か
ら20

,000H
z

で
、

　
　
　

波
長
＝
音
速÷

周
波
数

を
計
算
し
て
本
文
中
の
波
長
は
求
ま
る
。

＊
可
視
光
線

 　

本
文
中
の
数
字
は
、
可
視
光
線
の

波
長
で
あ
り
、
単
位
の
nm 

は
１
m
の

1/1,000,000,000 

を
意
味
す
る
。

　

こ
の
範
囲
の
外
側
は
、
一
方
が
赤
外
線
、

も
う
一
方
が
紫
外
線
で
あ
る
。
光
は
ラ
ジ

オ
や
テ
レ
ビ
、
携
帯
の
電
波
と
同
じ
電
磁

波
の
一
種
で
あ
る
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報
源
の
両
方
を
関
連
づ
け
て
制
御
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
源
と
情
報
源
が
同
じ
場
所
に
あ
る
聴

覚
情
報
と
は
決
定
的
な
差
で
あ
る
（
マ
イ
ク
は
音
源
に
向
け
る
の
が
常
識
で
あ
る
が
、
カ
メ
ラ
は
直
接
光

源
に
向
け
て
も
意
味
が
な
い
）。

　

文
字
・
画
像
・
風
景
、
す
べ
て
の
視
覚
情
報
は
、
情
報
源
に
お
け
る
点
の
空
間
的
な
配
列
に
、
光
源
か

ら
の
照
明
が
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

10　
「
音
響
・
音
楽
」
と
「
画
像
・
映
像
」

　
「
音
響
・
音
楽
」
と
「
画
像
・
映
像
」
と
い
う
情
報
の
差
異
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前

者
の
場
合
、
情
報
は
音
源
か
ら
や
っ
て
く
る
時
間
的
な
も
の
で
、
後
者
の
場
合
は
二
次
光
源
と
し
て
の
物

的
な
形
状
を
情
報
源
と
す
る
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
す
べ
て
の
議
論
の
骨
子
と
な
る
。

　

こ
の
事
実
を
起
点
と
し
て
、「
音
響
・
音
楽
」
と
「
画
像
・
映
像
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
特
質
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
前
者
は
時
間
的
な
変
化
が
情
報
で
あ
り
、
そ
の
処
理
形
態
は
シ
ー
ケ
ン
シ
ャ
ル
な
も
の
と
な
る

が
、
後
者
は
空
間
的
な
配
列
が
情
報
で
あ
り
、
そ
の
処
理
形
態
は
一
括
処
理
的
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
者
の
場
合
そ
の
情
報
が
時
間
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
た
め
、
次
々
に
や
っ
て
く
る
音
の
情

報
を
、
そ
の
都
度
記
憶
し
な
が
ら
処
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
の
場
合
は
情
報
が
長
時
間
保
存
可
能

な
も
の
と
な
る
た
め
、
必
要
な
部
分
ご
と
に
時
間
を
か
け
て
情
報
を
処
理
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
音
響
・
音
楽
」
で
は
、
そ
の
波
長
が
我
々
を
取
り
囲
む
サ
イ
ズ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
音
が
重

な
り
あ
っ
て
い
て
、
特
定
の
音
源
か
ら
の
音
の
み
を
耳
や
マ
イ
ク
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
の
に
対
し
、「
画
像
・
映
像
」
の
場
合
は
、
短
い
波
長
の
光
の
配
列
が
問
題
で
あ
る
た
め
、
そ
の
配

列
を
捉
え
る
す
な
わ
ち
結
像
す
る
た
め
の
ピ
ン
ホ
ー
ル
ま
た
は
レ
ン
ズ
が
必
要
だ
が
、
特
定
の
場
所
（
情

報
源
）
を
選
択
的
に
見
た
り
撮
影
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
を
具
体
的
な
話
で
お
き
か
え
る
と
、「
耳
は
開
閉
し
な
い
が
、
目
は
ま
ば
た
き
す
る
」、「
テ
ー
プ

も
Ｃ
Ｄ
も
回
っ
て
い
な
け
れ
ば
用
を
な
さ
な
い
が
、
フ
イ
ル
ム
は
1
コ
マ
ず
つ
で
も
意
味
が
あ
る
。」、「
音

は
音0

の0

状
態
0

0

で0

持
ち
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
絵
は
画
像
0

0

の0

状
態
で

0

0

0

持
ち
歩
け
る
」、「
マ
イ
ク
に
は
感

音
部
が
あ
れ
ば
十
分
だ
が
、
カ
メ
ラ
に
は
結
像
と
感
光
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
る
（
カ
メ
ラ
は

ボ
デ
ィ
だ
け
で
は
用
を
な
さ
な
い
）」、「
目
覚
ま
し
時
計
は
音
を
使
う
（
視
覚
に
は
訴
え
よ
う
が
な
い
）」、

「
耳
ざ
わ
り
な
も
の
が
騒
音
公
害
と
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
目
ざ
わ
り
な
だ
け
で
は
公
害
と
は
認
定
さ
れ

に
く
い
」、
と
い
っ
た
こ
と
が
「
音
響
・
音
楽
」
と
「
画
像
・
映
像
」
の
大
き
な
差
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
メ
デ
ィ
ア
の
抱
え
る
必
然
的
な
差
異
の
問
題
と
し
て
、
様
々
な
想
像
的
発
想
に
深
く
関
わ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
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音
・
音
楽
の
生
成 

　

人
は
自
ら
に
備
わ
っ
た
音
源
（
声
帯
）
を
利
用
し
て
音
声
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
機
械

的
あ
る
い
は
電
気
・
電
子
的
な
手
段
で
様
々
な
音
・
音
楽
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
具

体
的
な
手
段
と
原
理
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。

　

１　

音
声

　

人
は
声
帯
を
振
動
源
と
し
て
（
男
声110H

z
〜
・
女
声220H

z

〜
）、
ま
た
喉
か
ら
唇
ま
で
の
声
道

を
共
鳴
腔
と
し
て
、
複
雑
な
音
声
を
構
成
し
て
情
報
を
発
し
て
い
る
。
声
帯
は
声
の
基
本
周
波
数
を
決
め
、

声
道
（
特
に
口
の
開
き
ぐ
あ
い
と
舌
の
位
置
）
が
共
鳴
の
性
質
を
決
め
る
。
例
外
と
し
て
、
さ
さ
や
き
声

の
場
合
は
声
帯
は
振
動
せ
ず
、
空
気
の
流
れ
を
雑
音
源
と
し
て
共
鳴
の
み
で
音
を
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て

も
ち
ろ
ん
そ
の
情
報
の
大
半
は
、
話＊

し
言
葉
と
し
て
の
言
語
情
報
で
あ
る
。

　

我
々
は
通
常
、
話
し
言
葉
を
構
成
す
る
音
節
を
単
独
に
生
成
・
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
音

韻
的
な
音
色
に
つ
い
て
の
絶
対
音
感
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
、
た
と
え
ば
日
本
人
の
場
合
、
約100

種

類
の
日
本
語
の
音
節
に
よ
る
音
韻
体
系
を
も
っ
て
、
言
語
情
報
を
生
成
処
理
し
て
い
る
（
参
考
ま
で
に
述

べ
る
と
中
国
で
は400

以
上
、
英
語
だ
と3000

以
上
と
言
わ
れ
る
）。

＊
話
し
言
葉

　

人
間
の
言
語
ほ
ど
複
雑
な
音
声
合
成
は

現
生
ヒ
ト
以
外
の
生
物
で
は
構
造
的
に
不

可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
約
20
種
ほ
ど

い
た
人
類
の
中
で
、
絶
滅
し
た
他
の
種
と

現
生
人
（
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）
と
の
運

命
を
分
け
た
決
定
的
な
要
因
が
こ
の
声
帯

の
構
造
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
最
近
の

研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
（1976

）

が
言
う
よ
う
に
、「
言
語
」
と
い
う
情
報

体
は
、
遺
伝
子
と
い
う
情
報
体
と
は
異
な

る
、
物
質
に
依
存
し
な
い
新
た
な
進
化
の

シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
人
類
は
そ
れ
を
操
る

こ
と
で
、
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
そ
の

世
界
を
変
え
て
い
る
。

　

こ
の
話
し
言
葉
の
単
位
音
節
の
生
成
・
識
別
に
は
、
特
に
母
音
の
ホ
ル
マ
ン
ト
（Form

ant

、
音
を
特

徴
づ
け
る
成
分
音
）
の
存
在
が
重
要
で
、
例
え
ば
「
イ
」
の
音
で
は300H

z

と2000H
z

、「
エ
」
の

音
で
は500H

z

と1700H
z

の
成
分
が
特
に
強
い
と
い
う
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
歌
い
声
（Singing 

V
oice

）
の
場
合
も
、
こ
の
特
徴
成
分
の
発
振
を
保
持
す
れ
ば
、
音
程
と
は
無
関
係
に
「
イ
」・「
エ
」
の

発
声
が
で
き
る
と
い
う
し
く
み
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
歌
い
声
は
、
一
種
の
楽
器
と
し
て
捉
え
た
場
合
、

音
の
出
し
か
た
の
自
由
度
が
大
き
い
、
非
常
に
可
能
性
の
大
き
い
楽
器
で
あ
る
と
言
え
る
）。

　

我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
音
韻
体
系
を
聴
覚
系
の
形
成
と
並
行
し
て
（
遺
伝
的
で
は
な
い
）
習
得
し
、
生

後
18
ケ
月
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
そ
の
基
礎
的
な
生
成
・
識
別
能
力
を
獲
得
す
る
。 

　

２　

楽
器

　

楽
器
は
、
弦
振
動
や
気
柱
管
振
動
を
利
用
し
て
周
期
的
な
振
動
波
を
放
射
す
る
も
の
と
、
衝
撃
に
よ
る

自
由
振
動
波
を
放
射
す
る
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
「
楽
音
」
と
し
て
旋
律
や
和
声
を

形
成
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
楽
器
群
を
意
味
し
、
後
者
は
（
振
動
に
周
期
性
が
な
い
た
め
「
音
程
」
を
も
つ
こ

と
が
で
き
な
い
）「
非
楽
音
」
を
発
生
す
る
リ
ズ
ム
楽
器
群
を
意
味
す
る
。

　

音
に
も
色
と
同
様
に
三
属
性
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
音
の
大
き
さ
・
音
程
・
音
色
と
い
う
。

　

物
理
的
に
は
、「
大
き
さ
」
は
振
動
の
振
幅
の
大
き
さ
で
あ
り
、「
音
程
」
は
振
動
の
基
本
周
波
数
の
こ

と
で
あ
る
（
例
え
ば 440H

z

は
「
ラ
＝
a3
」
の
音
）。
つ
ま
り
、音
が
大
き
い
ほ
ど
波
の
揺
れ
幅
が
大
き
く
、
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音
程
が
高
い
ほ
ど
、
揺
れ
の
密
度
が
細
か
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
「
音
色
」、
つ
ま
り
「
ピ
ア
ノ

の
音
色
」
と
か
「
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
」
と
か
言
う
場
合
の
音
色
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
間
軸
上
に
グ
ラ

フ
化
す
れ
ば
「
波
形
」
と
し
て
、
周
波
数
を
軸
と
し
て
グ
ラ
フ
化
す
れ
ば
、
ス
ペ
ク
ト
ル
パ
タ
ー
ン
と
し

て
物
理
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
耳
が
聴
き
分
け
る
楽
器
の
音
色
と

い
う
も
の
は
、
基
本
周
波
数
と
そ
の
倍＊

音
列
（O

vertone Series

）
の
強
度
分
布
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
電
子
楽
器
が
ピ
ア
ノ
に
似
た
音
や
ギ
タ
ー
に
似
た
音
を
生
成
す
る
場
合
も
、
こ
の
倍
音
の
分

布
パ
タ
ー
ン
を
様
々
な
方
法
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
。

　

 

弦
振
動
と
打
弦
楽
器
・
撥
弦
楽
器
・
擦
弦
楽
器

　

一
般
に
弦
の
振
動
周
波
数
は f =  √

（T/m
）/

（2l

）
で
求
ま
る
。
Ｔ
は
張
力
、
ｍ
は
単
位
長
さ
あ

た
り
の
質
量
、
ｌ
は
長
さ
で
あ
る
。
こ
の
式
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
弦
長
（
ｌ
）
が
長
く
、
ま
た
単
位

長
さ
あ
た
り
の
質
量
（
ｍ
）
が
大
き
い
（
つ
ま
り
弦
が
太
い
）
ほ
ど
周
波
数
（
ｆ
）
は
低
く
な
り
、
張
力

（
Ｔ
）
が
大
き
い
ほ
ど
周
波
数
（
ｆ
）
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
近
な
楽
器
で
あ
る
ギ
タ
ー

を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
弦
が
細
い
ほ
ど
、
弦
を
強
く
巻
く
ほ
ど
音
程
は
上
が
る
。

ま
た
、
12
フ
レ
ッ
ト
目
は
、
弦
の
長
さ
の
半
分
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
周
波
数
が
２
倍
、
つ
ま

り
音
程
が
１
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
。

　

弦
振
動
は
、
基
本
振
動
以
外
に
も
そ
の
２
倍
（
中
央
に
振
動
の
節
）・
３
倍
（
１
／
３
の
と
こ
ろ
に
振
動

の
節
）
‥
と
い
っ
た
倍
音
を
含
む
こ
と
で
様
々
な
音
色
を
作
り
出
す
。
し
た
が
っ
て
弦
楽
器
の
音
色
は
、

振
動
の
腹
や
節
の
位
置
に
関
わ
る
「
弦
を
は
じ
く
場
所
」
や
「
弦
に
触
れ
る
場
所
」
を
変
え
る
こ
と
で
様
々

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

さ
て
、
弦
楽
器
は
こ
の
よ
う
な
弦
振
動
に
よ
り
音
を
生
成
す
る
が
、
弦
そ
の
も
の
は
表
面
積
が
小
さ
い

（
す
な
わ
ち
放
射
抵
抗
が
小
さ
い
）
た
め
、
直
接
大
き
な
音
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

弦
の
振
動
を
駒
（
ブ
リ
ッ
ジ
）
を
介
し
て
共
鳴
板
に
伝
え
、こ
の
板
を
強
制
的
に
振
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
音
を
放
射
す
る＊

。
い
わ
ゆ
る
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
弦
楽
器
で
は
、
こ
の
共
鳴
板
が
適
当
な
容
積
を
も

つ
箱
に
結
合
し
て
、
箱
の
中
の
空
気
を
も
共
鳴
さ
せ
る
か
た
ち
で
音
を
放
射
し
て
い
る
。
エ
レ
ク
ト
リ
ッ

ク
な
弦
楽
器
の
場
合
は
、
弦
と
共
鳴
板
（
ソ
リ
ッ
ド
ボ
デ
ィ
が
大
半
）
の
振
動
を
、
電
磁
形
変
換
器
や
ピ

エ
ゾ
抵
抗
変
換
器
な
ど
で
電
気
的
な
振
動
に
変
換
し
て
利
用
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
ボ
デ
ィ
の
質
量
・

形
状
・
材
質
な
ど
が
そ
の
音
質
に
与
え
る
影
響
は
大
で
あ
る
。

 　

楽
器
の
分
類
と
し
て
は
、ピ
ア
ノ
を
代
表
と
す
る
打
弦
楽
器
（Struck String Instrum

ent

）、ギ
タ
ー
・

ハ
ー
プ
・
チ
ェ
ン
バ
ロ
な
ど
弦
を
は
じ
く
撥
弦
楽
器
（Plucked String Instrum

ent

）、
バ
イ
オ
リ
ン

の
よ
う
に
弦
を
こ
す
る
擦
弦
楽
器
（Rubbed String Instrum

ent

）
に
分
け
ら
れ
る
。

　

気
柱
管
振
動
と
管
楽
器

　

開
管
の
共
鳴
周
波
数
は
、
最
も
低
い
も
の
（
基
本
周
波
数
）
が
、 f = c /

（2l

） 

で
、
こ
の
整
数
倍
の

周
波
数
の
発
振
が
可
能
で
あ
る
。
ｃ
は
音
速
、
ｌ
は
管
長
で
あ
り
、
管
長
が
短
い
ほ
ど
共
鳴
周
波
数
は
高

く
な
る
（
閉
管
の
場
合
は f = c /

（4l

） 

で
、
こ
の
奇
数
倍
の
周
波
数
が
発
振
可
能
）。
管
楽
器
の
振
動
は
、

＊
倍
音

　

音
程
の
あ
る
「
楽
音
」
は
、
通
常
基
本

周
波
数
の
振
動
と
、
そ
の
２
倍
の
周
波
数
、

４
倍
の
周
波
数
な
ど
、
整
数
倍
の
周
波
数

の
振
動
が
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同

じ
ラ
（
a3
）
の
音
と
い
っ
て
も
、
具
体

的
な
楽
器
の
音
で
は
、440H

z, 880H
z, 

1760H
z

・
・
と
複
数
の
振
動
の
組
み
合

わ
せ
に
な
っ
て
い
て
、
我
々
の
耳
は
、
そ

の
各
成
分
の
強
さ
の
分
布
の
違
い
を
聞
き

分
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
ピ
ア
ノ
の
音
か

バ
イ
オ
リ
ン
の
音
か
を
識
別
し
て
い
る
。

＊
音
再
生
と
振
動
板

　

音
の
最
終
的
な
出
力
に
際
し
て
、
ア
ナ

ロ
グ
信
号
で
板
を
振
動
さ
せ
る
と
い
う
方

法
は
百
年
来
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
物
の

振
動
を
空
気
の
振
動
に
変
え
る
と
い
う
の

は
、
実
は
非
常
に
変
換
効
率
が
悪
く
（
の

れ
ん
に
腕
押
し
の
状
態
）、
音
に
な
る
の

は
1%
程
度
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
特

に
小
さ
な
面
積
の
振
動
板
で
は
、
そ
れ
を

低
い
周
波
数
で
振
動
さ
せ
て
も
空
気
が
回

り
込
ん
で
音
に
な
ら
な
い
た
め
、
低
い
音

を
再
生
し
た
け
れ
ば
大
き
な
面
積
の
振
動

板
が
必
要
に
な
る
（
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
サ

イ
ズ
が
大
き
い
の
も
同
じ
理
由
で
あ
る
）。

こ
れ
は
能
率
的
で
は
な
い
と
の
こ
と
か
ら
、

現
在
振
動
板
を
用
い
ず
に
直
接
空
気
を
駆

動
す
る
技
術
も
試
さ
れ
て
い
る
。
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基
本
的
に
は
息
を
吹
き
込
む
と
い
う
直
流
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
よ
っ
て
持
続
す
る
振
動
で
、
こ
れ
を
自

励
振
動
と
い
う
（
自
励
振
動
は
管
楽
器
の
他
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
よ
う
な
擦
弦
楽
器
に
も
見
ら
れ
る
）。

　

管
楽
器
は
そ
の
大
半
が
両
端
が
解
放
さ
れ
た
開
管
で
、
気
柱
の
縦
振
動
が
音
源
と
な
り
、
指
孔
や
管
端

か
ら
音
波
を
外
部
へ
放
射
す
る
。
管
の
一
端
に
は
直
流
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
す
る

き
っ
か
け
を
つ
く
る
リ
ー
ド
（Reed

）
が
必
要
で
、そ
の
種
類
に
よ
っ
て
エ
ア
リ
ー
ド
楽
器
・
ダ
ブ
ル
リ
ー

ド
楽
器
・
シ
ン
グ
ル
リ
ー
ド
楽
器
・
リ
ッ
プ
リ
ー
ド
楽
器
に
分
類
さ
れ
る
（
ち
な
み
に
、
シ
ン
グ
ル
リ
ー

ド
楽
器
は
閉
管
と
ほ
ぼ
同
様
で
奇
数
倍
音
列
の
発
振
と
な
る
）。 

エ
ア
・
ダ
ブ
ル
・
シ
ン
グ
ル
リ
ー
ド
形

式
の
三
者
は
木
管
楽
器
（W

ood W
ind Instrum

ent

）
に
分
類
さ
れ
、例
え
ば
フ
ル
ー
ト
・
リ
コ
ー
ダ
ー
・

尺
八
・
日
本
の
各
種
横
笛
な
ど
、
オ
ー
ボ
エ
・
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
・
雅
楽
の
ひ
ち
り
き
な
ど
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
・

サ
キ
ソ
ホ
ン
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
。
ま
た
リ
ッ
プ
リ
ー
ド
の
楽
器
は
ほ
ぼ
金
管
楽
器
（Brass 

W
ind Instrum

ent

）
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
り
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
・
ホ
ル
ン
な
ど
が
そ
れ

に
あ
た
る
。

　

剛
体
・
膜
の
振
動
と
打
楽
器

　

す
べ
て
の
「
物
」
は
力
学
的
な
衝
撃
を
加
え
る
と
振
動
し
、音
を
出
す
。
弦
や
管
が
発
生
す
る
「
楽
音
」

以
外
の
こ
の
衝
撃
音
は
み
な
「
非
楽
音
」
で
あ
り
、
打
楽
器
は
こ
れ
を
原
理
と
し
て
い
る
。

　

打
楽
器
の
振
動
体
は
棒
・
板
・
塊
・
膜
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
例
え
ば
、
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
や
木
琴
、
シ

ン
バ
ル
や
鐘
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
や
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
、
ド
ラ
ム
や
鼓
な
ど
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。

　

こ
の
種
の
楽
器
が
発
生
す
る
「
非
楽
音
」
は
、
周
期
性
の
な
い
振
動
を
基
に
し
て
い
て
、
音
程
は
特
定

で
き
ず
、
ス
ペ
ク
ト
ル
パ
タ
ー
ン
も
広
範
囲
の
連
続
的
な
分
布
か
あ
る
い
は
非
整
数
倍
の
成
分
を
多
く
も

つ
離
散
的
な
分
布
を
な
す
。「
楽
音
」
の
よ
う
に
整
数
次
の
倍
音
が
並
ぶ
も
の
で
は
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ

る
和
音
も
濁
っ
た
も
の
に
な
る
。

　

３　

電
気
・
電
子
的
手
段
に
よ
る
音
の
生
成

　

さ
て
次
に
、
電
気
・
電
子
的
な
音
の
生
成
、
つ
ま
り
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
の
よ
う
な
電
子
楽
器
を
用
い
た

音
の
生
成
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
の
音
色
を
特
徴
付
け
る
二
つ
の
要
素
に
つ
い
て
概

説
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
ス
ペ
ク
ト
ル
パ
タ
ー
ン
、
も
う
一
つ
は
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
「
ス
ペ
ク
ト
ル
パ
タ
ー
ン
」
す
な
わ
ち
「
周
波
数
分
布
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
楽
器

の
音
色
を
特
徴
づ
け
る
複
数
の
倍
音
（
基
本
周
波
数
の
整
数
倍
の
音
）
を
ど
の
よ
う
に
分
布
構
成
さ
せ
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
、
原
信
号
の
変
調
の
仕
方
で
倍
音
の
出
方
を

制
御
（
Ｆ
Ｍ
音
源
な
ど
）
し
て
も
よ
い
し
、
単
純
な
正
弦
波
発
信
器
を
複
数
並
べ
て
加
算

0

0

制
御
、
あ
る
い

は
豊
富
な
倍
音
を
も
つ
信
号
か
ら
成
分
を
減0

算0

制
御
し
て
も
よ
い
。
要
は
、
各
倍
音
成
分
の
発
振
強
度
が

調
整
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
様
々
な
音
色
が
作
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
非
整
数
倍
の
成
分
が
音

色
を
特
徴
付
け
る
場
合
も
多
い
た
め
、
よ
り
個
性
的
な
音
作
り
を
す
る
に
は
、
わ
ず
か
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ

を
狂
わ
せ
た
倍
音
な
ど
を
合
成
す
る
必
要
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
ラ
ム
の
よ
う
な
「
非
楽
音
」
の
場
合
は
、
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連
続
ス
ペ
ク
ト
ル
、
す
な
わ
ち
「
楽
音
」
の
よ
う
に
倍
音
が
等
間
隔
に
並
ぶ
離
散
的
ス
ペ
ク
ト
ル
と
は
異

な
る
音
色
が
必
要
で
、
そ
の
生
成
に
は
発
振
音
を
変
則
的
に
変
調
す
る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る＊

。　

　

一
方
の
「
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
音
の
鳴
り
始
め
か
ら
鳴
り
終
わ
り
ま
で
の
音

量
（
厳
密
に
は
音
程
や
音
色
も
含
む
）
の
時
間
的
な
変
化
の
問
題
で
あ
る
。
音
の
立
ち
上
が
り
、
減
衰
の

早
さ
、
余
韻
の
残
り
方
な
ど
も
そ
の
「
音
」
を
特
徴
付
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
例
え
ば
ピ
ア
ノ
の
音

を
真
似
よ
う
と
し
た
場
合
、
単
に
倍
音
構
成
を
真
似
る
だ
け
で
な
く
、
特
に
音
の
立
ち
上
が
り
部
分
の
倍

音
構
成
の
時
間
変
化
パ
タ
ー
ン
を
上
手
く
真
似
な
い
と
「
ピ
ア
ノ
ら
し
い
」
音
に
は
な
ら
な
い
。

　

シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー

　

で
は
、
電
気
・
電
子
的
に
音
を
生
成
す
る
楽
器
の
代
表
で
あ
る
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
（
音
を
総
合
す
る
と

い
う
意
味
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
構
造
と
発
音
の
仕
組
み
を
見
て
み
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
実
際
の
楽
器
ご
と
に
音
源
や
編
集
加
工
の
プ
ロ
セ
ス
は
異
な
る
の
だ
が
、
基
本
的
な
と
こ
ろ

は
同
じ
で
、
そ
こ
に
は
発
振
器
（O

scillator

） ・
フ
ィ
ル
タ
（Filter

） ・
増
幅
器
（A

m
plifier

）
の
3
つ

の
ブ
ロ
ッ
ク
が
あ
っ
て
、
発
振
器
か
ら
出
た
様
々
な
倍
音
を
含
む
信
号
が
、
フ
ィ
ル
タ
に
よ
っ
て
加
工
処

理
（
一
般
的
に
は
通
過
制
限
）
さ
れ
、
最
後
に
増
幅
さ
れ
て
出
力
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
Ｅ
Ｇ
（Envelope G

enerator
） 
に
よ
る
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン

の
制
御
が
か
か
り
、
例
え
ば
発
振
器
に
か
か
れ
ば
音
程
（Pitch

）
の
時
間
変
化
、
フ
ィ
ル
タ
に
か
か
れ

ば
波
形
（W

ave Form

）
の
時
間
変
化
、
増
幅
器
に
か
か
れ
ば
音
量
（A

m
plitude

）
の
時
間
変
化
と
い

う
よ
う
に
音
を
制
御
で
き
る
（
そ
れ
ぞ
れ
を PitchEG

  FilterEG
  A

m
plitudeEG

 

と
い
う
）。

　

こ
の
Ｅ
Ｇ
は
一
般
に
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｒ
と
い
う
四
つ
の
時
間
区
分
を
用
い
る
も
の
で
、
Ａ
（A

ttack

）
は
立
ち

上
が
り 

、
Ｄ
（D

ecay

）
は
減
衰
、
Ｓ
（Sustain

）
は
伸
び
、 

Ｒ
（Release

） 

は
残
響
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
設
定
に
よ
っ
て
、
音
程
・
波
形
・
音
量
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン
が
制
御
さ
れ
る
。

　

 

さ
ら
に
Ｌ
Ｆ
Ｏ
（Low

 Frequency O
scillator

）  

が
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
か
か
る
こ
と
で
、ヴ
ィ

ブ
ラ
ー
ト
、
ワ
ウ
、
ト
レ
モ
ロ
に
相
当
す
る
効
果
を
か
け
る
こ
と
も
可
能
で
、
以
上
の
す
べ
て
の
要
素
の

総
合
的
な
制
御
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
楽
器
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
楽
器
で
は

生
成
で
き
な
い
音
も
加
工
生
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

か
つ
て
ア
ナ
ロ
グ
回
路
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
発
振
・
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
・
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン

の
制
御
、
い
ず
れ
も
技
術
的
に
制
限
が
あ
っ
た
た
め
、
音
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た

が
、
現
在
で
は
原
波
形
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
で
得
ら
れ
る
こ
と
と
、
デ
ジ
タ
ル
回
路
に
よ
る
演
算
加
工
の
自

由
度
の
高
さ
と
が
相
ま
っ
て
、
無
限
の
音
作
り
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

M
ID
I

（M
usical Instrum

ents D
igital Interface

）

　

こ
こ
で
補
足
的
にM

ID
I

に
も
触
れ
て
お
こ
う
。M

ID
I

は
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
や
Ｐ
Ｃ
な
ど
の
デ
ジ

タ
ル
機
器
に
お
い
て
音
楽
情
報
を
交
換
す
る
た
め
の
規
格
（1983

制
定
）
で
、
こ
れ
を
用
い
る
と
、
タ
ッ

チ
の
強
弱
を
含
む
発
音
のO

N
/O

FF

・
ベ
ン
ド
・
音
色
切
り
替
え
な
ど
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
演
奏
制
御

が
可
能
に
な
る
。M

ID
I

の
デ
ー
タ
は
、ス
テ
ー
タ
ス
バ
イ
ト
（
情
報
の
種
類
）
と
デ
ー
タ
バ
イ
ト
（
内
容
）

＊
打
楽
器
音
の
再
現

　

も
と
も
と
周
期
的
な
振
動
を
つ
く
る
発

振
回
路
か
ら
で
は
、
楽
音
以
外
の
音
を
う

ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
む
ず
か
し

い
た
め
、
今
日
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
サ
ン
プ

リ
ン
グ
音
源
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
シ
ン

セ
サ
イ
ザ
ー
等
で
一
般
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
楽

器
と
ド
ラ
ム
音
が
別
扱
い
と
な
る
理
由
の

一
つ
も
こ
の
点
に
あ
る
。
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の
二
つ
を
セ
ッ
ト
に
し
た
計
２
バ
イ
ト
が
一
単
位
で
、
通
信
速
度 31250bps 

で
送
受
信
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
様
々
な
電
子
楽
器
間
で
の
演
奏
情
報
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
交
換
や
、
楽
曲
の
デ
ジ
タ
ル

フ
ァ
イ
ル
化
な
ど
が
可
能
に
な
っ
た
。
楽
器
を
直
接
演
奏
で
き
な
い
人
に
も
、
作
曲
や
自
動
演
奏
を
楽
し

む
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
絵
の
苦
手
な
人
に
と
っ
て
の
Ｃ
Ｇ
と
同
様
、
創
作
活
動
に
お
け
る

ハ
ン
デ
ィ
を
解
消
す
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
後
、
各
種
の
メ
デ
ィ

ア
に
お
け
る
演
奏
情
報
の
統
一
の
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
Ｇ
Ｍ
規
格
が
制
定
（1991

年
）
さ
れ
、

共
通
音
源
仕
様
（
異
な
る
機
種
で
も
ほ
ぼ
同
じ
音
色
で
演
奏
が
再
現
さ
れ
る
）
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
今
日
で
は
、
Ｐ
Ｃ
の
処
理
速
度
の
向
上
と
音
楽
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
機
能
充
実
に
よ
っ
て
、

M
ID

I

デ
ー
タ
（
楽
譜
デ
ー
タ
）
と
サ
ウ
ン
ド
デ
ー
タ
（
直
接
的
な
音
声
波
形
デ
ー
タ
）
を
統
合
し
て
処
理
・

演
奏
す
る
環
境
が
実
現
し
、
安
価
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
のD

TM

（D
esk Top M

usic

）
機
材
だ
け
で
も
、
作

曲
か
ら
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
そ
し
て
音
楽
Ｃ
Ｄ
の
作
成
ま
で
が
可
能
に
な
っ
た
。
伝
え
る
中
身
と
伝
え
方

の
問
題
は
別
と
し
て
、
た
だ
単
に
市
販
品
の
か
た
ち
に
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
も
は
や

プ
ロ
と
ア
マ
チ
ュ
ア
の
境
界
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

ス
ピ
ー
カ

　

電
子
楽
器
が
出
力
す
る
電
気
的
な
振
動
（
交
流
電
流
）
を
物
体
の
振
動
に
変
換
し
、
最
終
的
に
空
気
の

粗
密
波
と
し
て
の
音
を
生
成
す
る
に
は
、
ス
ピ
ー
カ
（
電
気
音
響
変
成
器
・
継
電
器
）
が
必
要
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ー
カ
に
は
、
コ
イ
ル
を
つ
け
た
振
動
板
を
磁
場
に
置
い
て
電
流
に
応
じ
た
振
動
を
つ
く
る
と
い
う

動
電
型
（
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
型
）
と
、
電
圧
に
よ
っ
て
伸
縮
す
る
圧
電
型
と
が
あ
り
、
ス
ピ
ー
カ
・
ヘ
ッ
ド

ホ
ン
の
大
部
分
は
動
電
型
、
効
率
重
視
の
携
帯
電
話
や
薄
さ
が
必
要
に
な
る
壁
掛
け
ス
ピ
ー
カ
な
ど
に
は

圧
電
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
動
電
型
の
場
合
、
電
気
か
ら
音
響
へ
、
ま
た
音
響
か
ら
電
気
へ
の
相
方
向

へ
の
変
換
が
可
能
で
、例
え
ば
動
電
型
の
ス
ピ
ー
カ
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
と
し
て
も
利
用
で
き
る＊

。ス
ピ
ー

カ
を
形
状
で
分
類
す
る
と
、
コ
ー
ン
型
・
ド
ー
ム
型
・
ホ
ー
ン
型
・
リ
ボ
ン
型
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
再
生

帯
域
に
関
し
て
分
類
す
る
と
、
人
間
の
可
聴
域
（20H

z~20000H
z

）
を
一
つ
の
ス
ピ
ー
カ
ー
ユ
ニ
ッ

ト
で
カ
バ
ー
す
る
「
フ
ル
レ
ン
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー
」
と
、
可
聴
域
を
帯
域
別
に
分
け
て
、
各
帯
域
を
専
用
に

振
動
さ
せ
る
「
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
フ
ァ
（
超
低
音
用
）」・「
ウ
ー
フ
ァ
（
低
音
用
）」・「
ス
コ
ー
カ
（
中
音
用
）」・

「
ツ
イ
ー
タ
（
高
音
用
）」
な
ど
が
あ
る
。

　

再
生
の
シ
ス
テ
ム
に
は
、
モ
ノ
ラ
ル
・
2
元
ス
テ
レ
オ
（
立
体
音
響
）・
多
元
ス
テ
レ
オ
（5.1

チ
ャ

ン
ネ
ル
が
主
流
）
な
ど
が
あ
る
が
、
2
元
ス
テ
レ
オ
が
最
も
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
。
2
系
統
の
音
を
2

個
の
ス
ピ
ー
カ
か
ら
出
す
と
い
う
こ
の
方
法
は
「
音
場
に
立
体
感
が
で
き
る
」・「
音
源
の
移
動
が
再
現
で

き
る
」
な
ど
の
理
由
で1950

年
代
以
降
普
及
し
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
音
響
機
器
も
そ
れ
に
伴
な
っ
て
2

チ
ャ
ン
ネ
ル
（
L⇔

R
）
を
基
本
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

音
は
聴
覚
が
と
ら
え
得
る
範
囲
の
空
気
の
振
動
で
あ
る
。
こ
の
厳
然
た
る
事
実
が
あ
る
以
上
、
音
を
生

成
す
る
楽
器
や
音
響
機
器
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
変
わ
ら
な
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に
作
っ
た
糸
電
話
を
思

い
出
し
て
み
よ
う
。
基
本
に
立
ち
返
れ
ば
何
か
面
白
い
発
想
も
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
可
逆
変
換
器

　

ト
ラ
ン
シ
ー
バ
な
ど
で
よ
く
用
い
ら
れ

る
仕
組
み
だ
が
、
動
電
型
の
ス
ピ
ー
カ
は
、

そ
の
ま
ま
音
声
を
ぶ
つ
け
て
マ
イ
ク
と
し

て
使
う
事
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ど

ち
ら
の
向
き
に
も
変
換
で
き
る
も
の
を
可

逆
変
換
器
と
言
う
。

　

ち
な
み
に
「
変
成
器
」
と
言
え
ば
可
逆

変
換
器
、「
継
電
器
」
と
言
え
ば
不
可
逆

変
換
器
を
意
味
す
る
。
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画
像
・
映
像
の
生
成

　

人
は
音
声
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
光
」
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
人
は
音
源
を
も
っ
て

い
る
が
光
源
は
も
た
な
い
）。
も
ち
ろ
ん
、
気
功
術
な
ど
を
修
得
す
る
こ
と
で
、
遠
赤
外
線
の
一
種
を
自

在
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
放
射
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
稀

な
例
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
議
論
の
対
象
で
は
な
い
。「
光
」
は
数
百
nm
と
い
う
非
常
に
波
長
の
短
い
電
磁

波
で
あ
り
、
我
々
の
身
体
ス
ケ
ー
ル
で
は
こ
れ
を
音
声
と
同
様
の
仕
方
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
放
射

す
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
視
覚
情
報
を
生
成
す
る
と
い

う
場
合
は
、
も
っ
ぱ
ら
頭
と
体
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
空
間
的
な
形
状
0

0

（0

情
報
0

0

源0

）0

を0

つ
く
0

0

り0

、
そ
れ
を
光
源
で
照
ら

0

0

0

0

0

す0

と
い
う
手
段
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
そ
の
具
体
的
な
手

段
と
原
理
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。

　

１　

身
振
り

　

ペ
ン
を
も
つ
こ
と
も
で
き
な
い
乳
児
が
最
初
に
発
信
す
る
視
覚
情
報
、
そ
れ
が
身
振
り
で
あ
る
。

　

脳
科
学
の
分
野
で
、
近
年
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
い
う
概
念
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
他

者
の
身
振
り
は
イ
コ
ー
ル
私
の
身
振
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
。
人
間
が
他
者

の
行
為
を
見
る
際
の
脳
の
状
態
を
調
べ
る
と
、
自
分
自
身
が
そ
の
行
為
を
行
う
場
合
と
同
様
の
部
位
が
興

奮
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
の
身
振
り
と
い
う
も
の
は
、
見
る
人
を
同
一
の
感
覚
に
駆
り
立
て
る
視
覚
情
報

で
あ
り
、
た
だ
単
に
「
体
の
動
く
形
が
見
え
て
い
る
」
と
い
う
以
上
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
体
感
的

な
も
の
に
す
る
特
殊
な
視
覚
情
報
な
の
で
あ
る
。
ビ
デ
オ
映
像
で
も
あ
く
び

0

0

0

が
う
つ
る
。
身
振
り
は
、
そ

れ
が
映
像
に
映
し
出
さ
れ
た
人
物
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
非
常
に
重
要
な
情
報
を
担
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
身
振
り
と
い
う
視
覚
情
報
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
、「
手
の
動
き
」
と
「
顔
（
ま
な
ざ
し
）

の
動
き
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
手＊

品
師
の
動
作
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
観
客
は
手
品
師
の
行
う
指

差
し
動
作
や
、
小
道
具
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
に
最
も
誘
導
さ
れ
や
す
い
。
ア
ニ
メ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

動
き
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
、
手
話
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
身
体
を
情
報
源
と
し
た
視

覚
情
報
の
大
半
は
ま
な
ざ
し
と
手
の
動
き
が
担
っ
て
い
る
。

　

蛇
足
だ
が
、
確
認
の
意
味
で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
視
覚
情
報
に
は
照
明
が
必
要
で
あ
る
。
身
振
り

も
当
然
「
光
の
下
」
で
な
け
れ
ば
見
え
な
い
し
、
光
の
方
向
が
変
わ
れ
ば
印
象
も
変
化
す
る
（
能
面
・
あ

ご
か
ら
懐
中
電
灯
）。
立
体
で
あ
る
身
体
（
顔
）
も
、
形
と
照
明
の
両
方
に
依
存
し
た
視
覚
情
報
で
あ
る
。

　

２　

画
材

　

次
に
、
人
間
が
最
も
古
く
か
ら
一
般
的
に
用
い
て
い
る
画
像
生
成
の
手
段
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
い

わ
ゆ
る
画
材
に
よ
る
絵
画
的
な
画
像
の
生
成
で
あ
る
。

＊
手
品
師
の
動
作

　

手
品
師
が
、
指
差
し
動
作
や
ま
な
ざ
す

動
作
に
よ
っ
て
観
客
の
意
識
を
タ
ネ
か
ら

遠
ざ
け
る
操
作
を
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と

い
う
。
右
を
指
さ
す
と
観
客
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
く
そ
ち
ら
に
注
目
す
る
。
そ
の
間
に

左
側
で
細
工
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
あ
っ
ち
向
い
て
ホ
イ
」
と
い
う
遊
び
も

同
じ
現
象
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
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鉛
筆
・
色
鉛
筆
・
パ
ス
テ
ル

　

鉛
筆
は
、
筆
記
具
と
し
て
は
最
も
な
じ
み
深
い
存
在
で
あ
る
。
木
製
の
軸
の
な
か
に
黒
鉛
を
主
成
分
と

す
る
芯
を
埋
め
こ
ん
だ
も
の
で
、
芯
そ
の
も
の
は
、
微
粉
砕
さ
れ
た
黒
鉛
と
粘
土
を
練
り
合
わ
せ
、
脱
水
、

押
し
出
し
成
型
、
乾
燥
、
焼
成
、
油
脂
・
樹
脂
の
含
浸
と
い
う
手
順
で
形
成
さ
れ
る
。
工
業
製
品
と
し
て

世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
18
世
紀
ド
イ
ツ
の
バ
ヴ
ァ
リ
ア
鉛
筆
か
ら
で
、
現
在
で
は
、
描
線

の
反
射
率
（
す
な
わ
ち
黒
さ
）
に
よ
っ
て
、
9H
か
ら
6B
ま
で
の
17
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　

色
鉛
筆
は
、
色
彩
表
現
に
用
い
ら
れ
る
画
材
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
、
芯
の
形
成
は
基
本
的
に

は
鉛
筆
と
同
様
で
あ
る
が
、
着
色
成
分
と
し
て
白
亜
・
ア
ル
ミ
ナ
を
染
料
で
着
色
し
た
も
の
や
着
色
合
成

樹
脂
な
ど
を
用
い
る
点
と
、
高
温
で
の
焼
成
を
行
わ
な
い
点
が
異
な
る
。
一
般
的
に
は
、
硬
質
（
ル
モ
グ

ラ
フ
等
グ
ラ
フ
作
成
や
製
図
用
）・
中
硬
質
（
一
般
的
な
絵
画
デ
ザ
イ
ン
用
）・
軟
質
（
ダ
ー
マ
ト
グ
ラ
フ

等
マ
ー
キ
ン
グ
用
）
の
3
段
階
の
も
の
が
あ
る
。

　

パ
ス
テ
ル
は
少
量
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
に
顔
料
を
混
ぜ
圧
力
を
か
け
て
固
め
た
も
の
で
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
は

17
世
紀
ご
ろ
に
生
ま
れ
、
18
世
紀
の
は
じ
め
に
は
パ
ス
テ
ル
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
パ
リ
を
中
心
に
普
及

し
た
。
パ
ス
テ
ル
は
メ
デ
ィ
ウ
ム
が
少
な
い
た
め
、
色
が
鮮
や
か
で
、
そ
の
も
の
の
色
と
紙
に
塗
っ
た
と

き
の
色
に
差
が
な
い
と
い
っ
た
長
所
が
あ
る
が
、
一
方
で
混
色
が
難
し
い
、
定
着
力
が
な
い
な
ど
の
短
所

も
あ
る
。 

メ
デ
ィ
ウ
ム
の
濃
度
の
差
で
、
ソ
フ
ト
・
セ
ミ
ハ
ー
ド
・
ハ
ー
ド
に
分
類
さ
れ
、
色
名
と
明
度

番
号
（
0
か
ら
8
の
階
級
）
で
特
定
で
き
る
。

　

イ
ン
ク
と
ペ
ン

　

イ
ン
ク
の
原
型
は
、
油
煙
を
膠
や
ゴ
ム
質
な
ど
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
に
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中

国
・
日
本
な
ど
東
洋
地
域
で
は
墨
汁
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
古
く

は
主
な
成
分
に
木
材
の
タ
ー
ル
を
用
い
る
「
ピ
ス
タ
」
や
、コ
ウ
イ
カ
の
墨
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
セ
ピ
ア
」

な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
12
世
紀
以
降
は
主
と
し
て
「
ブ
ル
ー
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
」（
空
気
に
触
れ
て

酸
化
す
る
と
青
黒
く
変
化
す
る
化
合
物
溶
液
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
今
日
で
は
カ
ー
ボ
ン
を
水
に
溶
か
し

て
つ
く
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
」
や
水
溶
性
染
料
に
よ
る
「
色
イ
ン
ク
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
ペ
ン
は
（
鳥
の
羽
根:Pan 

に
由
来
す
る
）
こ
の
イ
ン
ク
を
鋼
鉄
の
ペ
ン
先

に
つ
け
な
が
ら
描
く
筆
記
具
で
、
そ
の
形
態
に
は
、
一
定
の
太
さ
で
描
く
の
に
適
し
た
標
準
的
な
「
か
ぶ

ら
ペ
ン
」、
漫
画
家
が
よ
く
利
用
す
る
「
G
ペ
ン
」、
製
図
や
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
利
用

さ
れ
る
「
丸
ペ
ン
」
な
ど
が
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
書
体
は
こ
の
「
ペ
ン
」
の
描
線
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
に

お
け
る
毛
筆
と
漢
字
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ペ
ン
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
情
報
を
記
録
す
る
メ
デ
ィ
ア

は
、
そ
う
し
た
文
化
の
根
源
的
な
部
分
に
ま
で
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　　

絵
具
と
筆

　

水
彩
・
ア
ク
リ
ル
・
油
彩
な
ど
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
顔
料
は
同
じ
で
媒
質
が
そ
れ
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ぞ
れ
異
な
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
。

　

水
彩
絵
具
は
、
18
世
紀
後
半
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
広
ま
っ
た
も
の
で
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
し
て
は
ア

ラ
ビ
ア
ゴ
ム
が
利
用
さ
れ
る
が
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
に
対
す
る
顔
料
の
割
合
や
顔
料
の
粒
子
径
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
な
ど
し
て
透
明
性
を
変
化
さ
せ
、
透
明
水
彩
・
ポ
ス
タ
ー
カ
ラ
ー
・
グ
ワ
ッ
シ
ュ
な
ど
と
区
別
す

る
。
透
明
水
彩
は
そ
の
名
の
と
お
り
透
明
性
が
高
く
、重
ね
塗
り
を
す
る
と
下
の
色
が
透
け
る
。
ポ
ス
タ
ー

カ
ラ
ー
・
グ
ワ
ッ
シ
ュ
は
と
も
に
不
透
明
で
あ
る
が
、
そ
の
差
は
、
グ
ワ
ッ
シ
ュ
の
ほ
う
が
品
質
が
高
く
、

粘
性
が
高
い
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。

　

ア
ク
リ
ル
絵
具
は
、
ビ
ニ
ル
絵
具
な
ど
と
同
様
に
合
成
樹
脂
を
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
す
る
も
の
で
、1930

年
代
ご
ろ
か
ら
の
壁
画
創
作
運
動
に
関
連
し
て
発
達
し
た
。
絵
具
の
接
着
力
が
強
い
た
め
、
紙
以
外
で
も

布
・
木
版
な
ど
の
吸
収
性
の
あ
る
媒
体
が
相
手
で
あ
れ
ば
描
画
が
可
能
で
、
ま
た
調
整
剤
に
よ
っ
て
様
々

な
表
現
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
応
用
範
囲
は
広
い
。

　

油
絵
具
は
、
植
物
性
の
乾
性
油
を
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
す
る
も
の
で
、
一
般
に
溶
剤
の
調
合
に
よ
り
そ
の
乾

く
ス
ピ
ー
ド
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
様
々
な
表
現
効
果
を
得
る
。
15
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

考
案
さ
れ
た
と
言
わ
れ
、
は
じ
め
は
白
の
地
塗
り
を
し
た
板
に
描
い
て
い
た
が
、
17
世
紀
後
半
に
な
る
と

キ
ャ
ン
バ
ス
（
画
布
）
に
描
く
の
が
主
流
と
な
り
、
今
日
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
す
る
。

　

さ
て
、
筆
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
国
で
は
文
字
の
歴
史
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
美
術
の
歴
史
と

と
も
に
発
達
し
た
。今
日
で
は
洋
画
用
の
筆
と
し
て
、フ
ラ
ッ
ト（
平
筆
）・
フ
ィ
ル
バ
ー
ト（
筆
先
が
楕
円
）・

ラ
ウ
ン
ド
（
丸
筆
）・
フ
ァ
ン
（
扇
筆
）
な
ど
の
区
別
が
あ
り
、
日
本
画
用
と
し
て
は
平
筆
（
平
塗
り
）・

削
用
筆
（
一
般
の
線
描
）・
面
相
筆
（
細
線
描
）・
則
妙
筆
（
墨
描
き
）・
彩
色
筆
（
彩
色
）・
隈
取
筆
（
ぼ

か
し
）
と
い
っ
た
区
別
が
あ
る
。

　

上
記
以
外
に
も
、
俗
に
マ
ジ
ッ
ク
・
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
る
マ
ー
カ
ー
や
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

レ
タ
リ
ン
グ
・
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
な
ど
の
転
写
型
の
画
材
、
カ
ラ
ー
ペ
ー
パ
ー
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
テ
ー

プ
と
い
っ
た
直
接
貼
る
タ
イ
プ
の
も
の
な
ど
、
様
々
な
画
材
が
あ
る
。

　

キ
ャ
ン
バ
ス
・
紙

　

最
後
に
、
画
像
を
定
着
さ
せ
る
土
台
に
あ
た
る
も
の
、
す
な
わ
ち
キ
ャ
ン
バ
ス
や
紙
に
つ
い
て
、
概
説

し
よ
う
。
キ
ャ
ン
バ
ス
は
、
麻
布
に
ニ
カ
ワ
を
塗
っ
て
乾
燥
さ
せ
、
そ
の
上
に
白
く
地
塗
り
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
で
あ
る
。
肖
像
・
静
物
画
（
Ｆ
）、
風
景
画
（
Ｐ
）、
海
景
画
（
Ｍ
）、
正
方
形
（
Ｓ
）
な
ど
縦
横

比
の
違
い
で
区
別
が
あ
り
、
そ
の
サ
イ
ズ
は
号
数
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
紙
の
よ
う
に
倍
々
で
考
え
ら
れ
る

単
位
で
は
な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ち
な
み
に100

号
が
ほ
ぼ
等
身
大
で
あ
る
。

　

我
々
が
用
い
る
紙
は
、
一
般
に
和
紙
と
洋
紙
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
和
紙
は
そ
の
耐
久
性
の
良
さ
か
ら
、

長
期
保
存
す
べ
き
文
書
や
紙
幣
、
障
子
・
襖
・
照
明
器
具
な
ど
の
建
築
・
工
業
デ
ザ
イ
ン
の
材
料
と
し
て

用
い
ら
れ
、
一
方
、
洋
紙
は
描
画
や
印
刷
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
洋＊

紙
は
そ
の
原
料
と
し
て
、
植
物
か
ら

抽
出
し
た
セ
ル
ロ
ー
ス
繊
維
の
集
合
体
す
な
わ
ち
パ
ル
プ
を
用
い
る
。
パ
ル
プ
に
は
機
械
パ
ル
プ
（
原
木

を
機
械
的
に
す
り
つ
ぶ
し
た
も
の
）
と
化
学
パ
ル
プ
（
薬
品
を
混
ぜ
て
圧
力
釜
で
煮
て
つ
く
る
も
の
）
と

が
あ
る
が
、
そ
の
製
紙
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
も
様
々
に
分
類
さ
れ
る
。

＊
洋
紙

　

欧
米
の
図
書
館
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
、
従
来
の
洋
紙
は
そ
れ
に
含
ま
れ

る
酸
性
物
質
の
た
め
に
、
や
が
て
は
ボ
ロ

ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
保
存
に

適
し
た
耐
久
性
の
あ
る
紙
対
策
が
考
え
ら

れ
、
現
在
は
中
性
紙
や
微
ア
ル
カ
リ
紙
が

多
く
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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さ
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
よ
う
な
画
材
は
、
今
日
ど
こ
で
も
手
に
入
る
も
の
な
の
だ
が
、
逆
に
そ
の
こ

と
が
、
我
々
の
創
作
活
動
を
惰
性
的
に
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
例
え
ば
、
よ
く
見
か
け
る
B1
の

パ
ネ
ル
や
、
A4
の
ケ
ン
ト
紙
。
こ
れ
ら
は
ル
ー
ト
２
矩
形
（
縦
と
横
の
比
が1:1.414

）
と
言
わ
れ
る
が
、

こ
の
サ
イ
ズ
の
矩
形
に
ポ
ス
タ
ー
や
絵
を
描
く
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
自
身
は
、
こ
の

矩
形
を
美
し
い
と
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
縦
横
比
は
「
半
分
に
切
っ
て
も
同
じ
縦
横
比
の
矩
形

と
な
り
、
サ
イ
ズ
の
シ
リ
ー
ズ
化
が
し
や
す
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
工
業
的
に
都
合
の
良
い

比
率
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
一
枚
の
絵
を
描
く
の
に
こ
の
比
率
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
商
業
的
な
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
で
は
予
算
や
流
通
の
問
題
か
ら
結
果
的
に
様
々

な
規
格
0

0

も
の
0

0

に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
モ
ノ
作
り
一
般
に
お
い
て
は
、
既
製
の
版
形
や
各
種
材
料
・

道
具
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
も
っ
と
自
由
に
な
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
画
面
は
丸
く
て
も
よ

い
し
、
ま
た
紙
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
ペ
ン
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
な
ど
い
く
ら
で
も
あ
る
し
、
植
物
の

葉
や
ワ
イ
ン
で
も
色
は
染
ま
る
の
だ
。
画
材
の
歴
史
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
あ
え
て
そ
れ
を
遡
っ
た
り
、
路

線
を
踏
み
は
ず
し
て
み
た
り
す
る
こ
と
も
、
新
た
な
発
想
へ
の
契
機
と
し
て
大
切
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

３　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
生
成

　

い
わ
ゆ
る
Ｃ
G
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
は
、
従
来
の
画
材
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
生
成
と

は
異
な
り
、「
数
値
デ
ー
タ
か
ら
自
動
的
に
イ
メ
ー
ジ
が
生
成
さ
れ
る
」
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

　

数
式
が
つ
く
り
だ
す
抽
象
的
な
パ
タ
ー
ン
、
生
物
・
物
理
・
化
学
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
・
マ
ク
ロ
な
世
界

の
ふ
る
ま
い
、
カ
メ
ラ
で
は
撮
影
不
可
能
な
架
空
の
世
界
の
構
築
な
ど
、
か
つ
て
視
覚
が
体
験
し
た
事
の

な
い
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

Ｃ
G
の
歴
史
は
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
（1963

）
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
パ
ッ
ド
（
対
話
型
の
描
画
ツ
ー
ル
）
の

開
発
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
、
図
形
の
描
画
の
た
め
の
各
種
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
確
立
と
、
そ
れ
に
関
連
す

る
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
の
進
歩
が
相
ま
っ
て
、
現
在
で
は
、
建
築
・
工
業
・
出
版
・
芸
術
・
娯
楽
映
像
・
ゲ
ー

ム
・
Ｗ
ｅ
ｂ
と
、
わ
ず
か
40
年
程
度
で
「
も
は
や
で
き
な
い
こ
と
は
無
い
」
と
い
う
域
に
達
し
て
い
る
。

　

手
続
記
述
型
の
Ｃ
Ｇ

　

描
画
の
手
順
が
機
械
的
に
表
現
で
き
る
場
合
、
そ
れ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
自
動
生
成

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
発
想
で
作
る
Ｃ
Ｇ
を
手
続
記
述
型
の
Ｃ
Ｇ
と
言
う
。
こ
の
種
の
Ｃ
Ｇ
制

作
で
は
、
出
来
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
事
前
に
予
測
す
る
の
は
難
し
く
、
何
が
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
ゲ
ー
ム
感
覚
の
面
白
さ
も
あ
る
。
対
話
型
ツ
ー
ル
が
普
及
し
た
今
日
で
は
少
数
派
の
存
在
で
あ
る
が
、

テ
レ
ビ
等
で
見
か
け
る
自
然
現
象
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
幾
何
学
的
抽
象
的
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
を
作
る
場
合
に
は
必
須
の
手
法
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
簡
単
な
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

　

数
理
曲
線
：
描
画
空
間
の
座
標
（x,y,z

）
を
、
高
次
の
多
項
式
や
三
角
関
数
を
用
い
て
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ

ク
に
表
現
す
る
と
、
複
雑
な
幾＊

何
学
模
様
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
縦
方
向
の
振
動
と
横
方
向
の
振
動

が
合
成
し
て
で
き
る
リ
サ
ー
ジ
ュ
図
形
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

＊
幾
何
学
模
様
と
乱
数

　

数
式
が
単
純
な
場
合
、
で
き
あ
が
る
形

状
は
そ
の
ま
ま
で
は
機
械
的
で
表
情
に
欠

け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
に
乱
数
を
発
生
さ
せ

る
仕
組
み
を
加
え
る
と
、
変
化
が
で
き
て

面
白
く
な
る
。
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フ
ラ
ク
タ
ル
：
部
分
の
形
が
全
体
の
縮
小
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
「
自
己
相
似
性
」
を
も
つ

図
形
を
フ
ラ
ク
タ
ル
図
形
と
い
う
。
樹
木
・
雲
模
様
・
海
岸
線
の
形
状
な
ど
、
い
ず
れ
の
形
も
、
基
本
と

な
る
「
図
形
を
描
く
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
図
形
の
一
部
を
描
く
部
分
に
再
帰
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
生

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
一
本
の
幹
の
先
端
に
二
本
の
枝
を
描
く
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、

そ
の
枝
を
描
く
部
分
に
適
用
す
れ
ば
、
枝
の
先
端
か
ら
二
本
の
子
枝
が
で
き
る
。
こ
れ
を
子
枝
・
孫
枝
：

と
繰
り
返
せ
ば
、
枝
の
生
い
茂
る
木
が
で
き
る
と
い
う
し
く
み
で
あ
る
。
フ
ラ
ク
タ
ル
図
形
は
、
き
っ
か

け
と
な
る
手
順
や
デ
ー
タ
が
単
純
で
あ
っ
て
も
、
で
き
あ
が
る
全
体
は
非
常
に
複
雑
で
、
ま
た
わ
ず
か
な

初
期
値
の
違
い
が
最
終
的
な
結
果
を
大
き
く
左
右
す
る
た
め
に
、
最
終
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
予
測
が
つ
き
に

く
い
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
一
般
に
「
複
雑
系
（Com

plex System

）」
と
言
う
が
、
実
は
、
我
々

生
命
体
を
含
む
多
く
の
自
然
現
象
が
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
。
要
素
単
位
で
見
れ
ば
単
純
な

規
則
で
も
、
複
数
の
要
素
が
影
響
し
あ
う
と
非
常
に
複
雑
に
な
る
の
で
あ
る
。
膨
大
な
計
算
を
必
要
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
存
在
無
く
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
出
会
え
な
い
。

　　

形
状
記
述
型
の
Ｃ
Ｇ

　

頭
で
思
い
描
い
た
形
を
、
マ
ウ
ス
等
を
用
い
て
対
話
形
式
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
タ
イ
プ
の
Ｃ
Ｇ
を
形
状
記
述
型
の
Ｃ
Ｇ
と
言
う
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
従
来
の
絵
画
や
彫
刻
の

場
合
と
同
様
の
思
考
方
法
で
モ
ノ
づ
く
り
を
行
う
も
の
で
、
絵
筆
を
マ
ウ
ス
に
置
き
換
え
た
よ
う
な
も
の

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
そ
の
ツ
ー
ル
も
非
常
に
身
近
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

ペ
イ
ン
ト
系
ツ
ー
ル
：
画
面
を
画
素
（
ピ
ク
セ
ル
）
の
2
次
元
的
な
集
合
と
考
え
、
各
画
素
に
色
情
報

を
も
た
せ
る
か
た
ち
で
像
の
生
成
を
行
う
。
ブ
ラ
シ
や
消
し
ゴ
ム
を
使
う
感
覚
で
利
用
で
き
る
も
の
だ
が
、

写
真
な
ど
の
静
止
画
を
取
り
込
ん
で
様
々
な
画
像
処
理
を
行
え
る
点
は
、
従
来
の
画
材
に
は
な
い
特
徴
で

あ
る
。
ペ
イ
ン
ト
系
ツ
ー
ル
の
上
で
は
、
絵
画
も
写
真
も
区
別
な
く
同
質
の
デ
ー
タ
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　

ド
ロ
ー
系
ツ
ー
ル
：
画
面
を
図
形
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
）
の
集
合
と
考
え
、
図
形
単
位
に
頂
点
座
標
と
結

線
情
報
お
よ
び
色
彩
な
ど
の
属
性
情
報
を
も
た
せ
る
か
た
ち
で
画
面
を
構
成
す
る
。
デ
ー
タ
の
性
質
上
、

ペ
イ
ン
ト
系
の
ツ
ー
ル
の
よ
う
な
画
像
処
理
は
で
き
な
い
が
、
文
字
も
含
む
す
べ
て
の
図
形
要
素
に
つ
い

て
、
拡
大
・
縮
小
に
お
け
る
画
質
の
劣
化
が
な
い
た
め
、
印
刷
物
を
作
成
す
る
場
合
の
最
終
的
な
ツ
ー
ル

と
し
て
の
利
用
価
値
が
高
い
。

　

３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
ツ
ー
ル
：
３
次
元
す
な
わ
ち
（x,y,z

）
の
軸
を
も
つ
架
空
の
世
界
で
デ
ー
タ
を
定
義
し
、
そ

の
形
状
を
代
数
的
な
計
算
に
よ
っ
て
2
次
元
の
ス
ク
リ
ー
ン
へ
投
影
し
て
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
3
次

元
空
間
内
で
の
デ
ー
タ
の
移
動
・
回
転
・
拡
大
・
縮
小
、
視
点
を
カ
メ
ラ
の
位
置
へ
移
動
す
る
視
野
変
換
、

隠
線
・
隠
面
の
消
去
、
光
源
・
物
体
・
視
点
の
関
係
に
基
づ
く
影
と
明
る
さ
の
計
算
、
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
画

像
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
様
々
な
計
算
プ
ロ
セ
ス
を
経
由
し
て
、
最
終
的
に
は
架
空
の
世
界
の
写
実
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
生
成
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
位
置
・
回
転
・
サ
イ
ズ
な
ど
の
デ
ー
タ
を
時
間
と
い
う
パ
ラ
メ
ー
タ
に
し
た
が
っ
て
変

化
さ
せ
れ
ば
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
あ
が
る
。
そ
の
制
作
は
従
来
の
セ
ル
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

の
場
合
と
同
様
の
キ
ー
フ
レ
ー
ム
法
、
す
な
わ
ち
、
動
き
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
フ
レ
ー
ム
の
み
を
定
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義
し
、
そ
の
中
間
部
分
は
計
算
で
補
間
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
全
体
の
動
き
を
骨
格
の
動
き
と
し
て
定
義
す
る
ス
ケ
ル
ト
ン
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
、
関
節
の
回
転
角
に
制
限
を
与
え
て
先
端
か
ら
中
心
へ
（
指
先
か
ら
肩
へ
）
の
な
め
ら
か
な

関
節
の
動
き
を
定
義
す
る
イ
ン
バ
ー
ス
キ
ネ
マ
テ
ィ
ク
ス
（
逆
運
動
学
）、
さ
ら
に
、
対
話
型
操
作
で
は

定
義
が
難
し
い
複
雑
な
動
き
を
、
実
際
の
人
間
に
取
り
付
け
た
セ
ン
サ
ー
か
ら
取
り
込
む
モ
ー
シ
ョ
ン

キ
ャ
プ
チ
ャ
な
ど
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
振
り
付
け
を
行
う
た
め
の
様
々
な
技
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
ー
サ
リ
ン
グ
ツ
ー
ル
：
画
面
上
に
配
置
さ
れ
た
ア
イ
テ
ム
を
、
ユ
ー
ザ
ー
が
操
作
を
す
る
こ
と
で
、

物
語
が
進
行
す
る
。そ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
ム
ー
ビ
ー
作
り
を
可
能
に
す
る
の
が
、こ
の
オ
ー

サ
リ
ン
グ
ツ
ー
ル
で
、
文
字
・
図
形
・
静
止
画
・
動
画
・
音
声
と
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
素
材
を
用
い
た
総

合
的
な
演
出
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
現
さ
れ
た
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
な

ど
で
は
す
で
に
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
視
聴
者
が
動
画
像
の
進
行
に
関
与
で
き
る
こ
と
は
Ｃ
Ｇ
の

技
術
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
映
像
体
験
を
生
ん
だ
と
言
え
る
。

　

プ
リ
ン
タ
・
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
生
成
さ
れ
た
静
止
画
や
動
画
は
、
最
終
的
に
プ
リ
ン
タ
や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
い
っ
た

媒
体
で
可
視
化
さ
れ
る
。
こ
の
2
つ
は
、
前
者
が 

Ｃ
Ｍ
Ｙ
Ｋ 

4
色
の
減
法
混
色
、
後
者
が
直
接
「
光
」

を
素
材
と
し
た 

Ｒ
Ｇ
Ｂ
3
色
の
加
法
混
色
で
画
像
を
生
成
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発

色
の
限
界
に
関
し
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

プ
リ
ン
タ
に
は
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
式
・
電
子
写
真
方
式
（
ト
ナ
ー
画
像
転
写
式
）・
熱
転
写
式
（
溶
融

型
と
昇
華
型
）
な
ど
が
あ
り
、
デ
ー
タ
形
式
の
面
で
は
ポ
ス
ト
ス
ク
リ
プ
ト
デ
ー
タ
を
処
理
す
る
Ｐ
Ｓ
プ

リ
ン
タ
が
デ
ジ
タ
ル
印
刷
の
主
流
と
言
え
る
。
そ
の
他
プ
リ
ン
タ
で
は
な
い
が
、
フ
ィ
ル
ム
レ
コ
ー
ダ
な

ど
も
出
力
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｃ
Ｇ
の
画
面
出
力
に
は
ラ
ス
タ
ス
キ
ャ
ン
型
の
Ｃ
Ｒ
Ｔ
・
液
晶
・
プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
が
用

い
ら
れ
る
が
、
テ
レ
ビ
と
は
仕
組
み
が
異
な
り
、
ノ
ン
イ
ン
タ
ー
レ
ー
ス
方
式
（
上
か
ら
下
へ
の
順
次
走

査
）
で
、
画
面
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
レ
ー
ト
も
高
い
。
ア
ス
ペ
ク
ト
比
は
４：

３
が
一
般
的
で
、
画
面
の
画

素
数
は1024*768

、1240*1024

、1600*1200 

な
ど
、
段
階
的
に
選
択
で
き
る
。

　

プ
リ
ン
タ
の
出
力
も
画
像
の
出
力
も
基
本
的
に
は
平
面
で
あ
る
が
、
音
響
の
シ
ス
テ
ム
と
同
様
、
立
体

視
の
た
め
の
ス
テ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。
レ
ン
テ
ィ
キ
ュ
ラ
板
や
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
バ

リ
ア
で
表
示
面
を
加
工
す
る
方
式
、
2
チ
ャ
ン
ネ
ル
分
の
複
合
画
像
を
偏
光
や
時
分
割
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
左

右
の
目
に
分
離
す
る
眼
鏡
方
式
な
ど
が
あ
り
、
Ｖ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
の
最
終
出
力
と
し
て
欠
か
せ
な
い
技
術
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
画
像
・
映
像
の
生
成
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
便
利
な
環
境
が
整
っ
た

今
日
の
状
況
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
私
な
り
の
「
覚
え
書
き
」
を
残
し
た
い
。

　

筆
者
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
も
の
と
出
会
っ
た
時
、
そ
れ
は
ま
だ
「
画
面
」
を
持
た
な
い
存
在
、

つ
ま
り
入
力
も
紙
（
パ
ン
チ
カ
ー
ド
）
で
、
出
力
も
紙
（
連
続
伝
票
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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80
年
代
に
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
台
頭
し
、
モ
ノ
ク
ロ
、
８
色
、
１
６
色
、
４
０
９
６
色
、

90
年
代
に
１
６
７
０
万
色
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
フ
ル
カ
ラ
ー
表
示
が
実
現
し
、
現
在
で
は
動
画
像
の
リ

ア
ル
タ
イ
ム
処
理
も
可
能
に
な
っ
た
。
か
つ
て
、
動
画
は
も
と
よ
り
、
大
き
な
サ
イ
ズ
の
画
像
や
色
数
の

多
い
画
像
は
モ
ニ
タ
ー
に
表
示
す
る
事
が
で
き
ず
、
Ｃ
Ｇ
で
作
品
を
作
る
に
は
、
生
成
し
た
画
像
デ
ー
タ

（
画
素
ご
と
の
Ｒ
Ｇ
Ｂ
値
を
羅
列
し
た
汎
用
画
像
フ
ァ
イ
ル
）
を
専
門
の
ラ
ボ
で
出
力
し
て
も
ら
う
し
か

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
と
比
較
す
れ
ば
、
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
を
含
め
た
映
像
の
制
作
が
Ｐ
Ｃ
の
画
面
上
で
ス
ト

レ
ス
な
く
で
き
て
し
ま
う
現
状
は
ま
さ
に
夢
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
依
存
し
た
今
日
の
制
作
の
環
境
で
は
、
余
計
な
こ
と
に
必
要
以
上
の

時
間
が
か
か
っ
た
り
、
目
的
と
手
段
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
携

わ
る
中
で
、
日
頃
感
じ
て
い
る
「
大
切
な
こ
と
」
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
ツ＊

ー
ル
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
優
れ
た
機
能
を
も
つ
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
を
前
に
し
て
「
す
べ
て
を
使
い
こ
な
さ
な
け
れ
ば
・
・
」
と
い
う
強
迫
観
念
が
、
制
作
の
手
を
鈍
ら
せ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
競
争
原
理
で
動
く
デ
ザ
イ
ン
の
現
場
で
は
、
知
ら
な
い

0

0

0

0

こ
と
で
作
業
能
率
を
下
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
度
を
過
ぎ
る
と
、

結
局
「
使
い
方
を
覚
え
る
た
め
に
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
い
る
」
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
今
や
る
べ

き
こ
と
は
何
か
、
無
意
味
な
こ
と
に
時
間
を
使
い
す
ぎ
て
い
な
い
か
、
常
に
自
分
に
問
い
か
け
る
必
要
が

あ
る
。

　

第
二
に
、
画
面
に
向
か
う
前
に
し
っ
か
り
し
た
設
計
（
ス
ケ
ッ
チ
）
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。
特
に
、

紙
に
書
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
メ
モ
。
エ
デ
ィ
タ
ー
で
打
ち
込
ん
だ
メ
モ
は
確
か
に
美
し
い
が
、

す
べ
て
の
文
字
が
均
一
に
打
ち
出
さ
れ
る
た
め
、
思
考
の
メ
リ
ハ
リ
が
見
え
な
く
な
る
。
一
方
手
書
き
の

メ
モ
は
、
文
字
の
大
小
や
強
調
・
省
略
、
さ
ら
に
文
字
と
文
字
の
位
置
関
係
か
ら
、
す
ぐ
に
そ
の
主
題
と

思
考
の
図
式
が
想
起
で
き
る
の
だ
。
直
接
画
面
上
で
編
集
す
れ
ば
修
正
と
同
時
に
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
見
能
率
的
に
見
え
る
の
だ
が
、
切
り
貼
り
の
堂
々
巡
り
で
何
を
書
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
多
い
（
こ
れ
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
で
も
同
じ
で
あ
る
）。
直
接
画
面
に
向
か
う
方
が
能

率
的
に
見
え
る
時
代
だ
が
、
設
計
段
階
で
は
紙
と
鉛
筆
の
方
に
軍
配
が
あ
が
る
。

　

第
三
に
、「
何
を
伝
え
た
い
の
か
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
作
業
が
ゆ
っ
く
り
と
進
行

し
て
い
た
頃
は
そ
れ
を
常
に
意
識
す
る
余
裕
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
フ
ァ
イ
ル
・
新
規
作
成
」
だ
け
で

新
し
い
紙
が
準
備
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
環
境
で
は
、
い
ろ
ん
な
技
術
を
試
し
て
み
た
く
な
る
。
そ
し
て

思
考
が
追
い
つ
か
な
い
。
技
術
の
誇
示
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
て
肝
心
の
「
伝
え
た
い
こ
と
」
が
脇
に
追
い

や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
心
が
け
た
い
。
た
と
え
線
一
本
で
も
十
分
に
存
在
感
は
あ
る
の
だ
。

　

最
後
に
、
Ｃ
Ｇ
も
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
っ
て
そ
の
領
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
絵
の
具
が
も
つ
物
質
的

な
存
在
感
や
写
真
映
像
が
も
つ
「
聖
な
る
一
回
性
」
の
感
覚
は
、
Ｃ
Ｇ
が
勝
負
で
き
る
領
域
で
は
な
い
。

大
事
な
の
は
Ｃ
Ｇ
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
「
ら
し
さ
」
が

十
分
追
求
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
ツ
ー
ル
の
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
強
い
存
在
を
生
む
。

＊
ツ
ー
ル

　
「
競
争
原
理
が
優
先
す
る
現
場
」
を
離

れ
れ
ば
、
も
と
も
と
モ
ノ
作
り
の
ツ
ー
ル

は
何
で
も
い
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、

有
志
が
集
ま
っ
て
開
発
を
続
け
る
オ
ー
プ

ン
ソ
ー
ス
の
ツ
ー
ル
は
、
無
料
で
あ
る
と

い
う
以
外
に
も
、
極
端
な
仕
様
変
更
や
ラ

イ
セ
ン
ス
管
理
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
が
な
く
、

な
に
よ
り
「
自
由
な
配
布
」
が
永
久
に
保

証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
頼
感
が
あ
る
。

純
粋
な
モ
ノ
作
り
に
は
、
本
来
こ
の
よ
う

な
ツ
ー
ル
が
向
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

http://w
w
w
.gnu.org/hom

e.ja.htm
l
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人
間
と
メ
デ
ィ
ア 

　

こ
こ
で
の
テ
ー
マ
は
、
情
報
と
い
う
概
念
を
鍵
に
、 

入
力
0

0

・
処
理
0

0

・
出
力
0

0

お
よ
び
記
憶
0

0

を
行
う
存
在
と

し
て
の
、「
人
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
（
情
報
機
器
・
媒
体
）」
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
が
、目
で
見
て
・
脳
で
処
理
し
て
・
記
憶
す
る
よ
う
に
、「
メ
デ
ィ
ア
」
も
ま
た
カ
メ
ラ
で
と
ら
え
て
・

Ｃ
Ｐ
Ｕ
で
処
理
し
て
・
記
録
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
を
も
っ
て
思
考
す
る
生
物
で
あ
る
人
間
と
、
意
識

を
も
た
な
い
機
械
メ
デ
ィ
ア
と
を
、
同
じ
「
も
の
さ
し
」
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
音
楽

も
映
像
も
同
じ
情
報
で
あ
る
と
い
う
観
点
で
、「
人
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
情
報
処
理
過
程
を
比
較
す
れ
ば
、

普
段
意
識
さ
れ
な
い
人
間
の
特
徴
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。
本
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
今
後
「
メ
デ
ィ
ア
の
視
覚
」
と
か
「
メ
デ
ィ
ア
の
記

憶
」
と
い
っ
た
多
少
違
和
感
の
あ
る
表
現
も
常
用
し
つ
つ
、
様
々
な
考
察
を
行
い
た
い
。
そ
の
内
容
は
音

楽
・
映
像
と
い
う
言
葉
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
ざ
か
る
感
も
あ
る
が
、
筆
者
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う

な
視
点
に
立
っ
た
考
察
は
、
音
楽
や
映
像
の
制
作
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
後
の
文
章
に
つ
な
げ
る
準
備
と
し
て
、
は
じ
め
に
「
メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
覚
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
の

記
憶
」
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
概
説
し
て
お
き
た
い
。

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
覚
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、「
感
覚
器
（
入
力
装
置
）」
か
ら
「
記
憶
（
記
録
媒
体
）」

へ
至
る
経
路
が
一
本
の
ケ
ー
ブ
ル
で
実
現
で
き
る
こ
と
と
、
そ
こ
を
通
過
す
る
情
報
が
「
信
号
」
と
い
う

か
た
ち
で
単
独
で
取
り
出
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
だ
が
「
人
の
視
聴
覚
」
で
は
こ
れ
は
で
き
な

い
（
視
神
経
を
伝
わ
る
画
像
情
報
を
取
り
出
し
て
モ
ニ
タ
ー
で
見
た
り
、
直
接
他
人
の
脳
と
接
続
し
た
り

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
人
は
、
様
々
な
表
現
手
段
を
用
い
て
頭
の
中
の
情
報
を
移
動
・
複
写
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
）。

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
覚
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、、
ア
ナ
ロ
グ
処
理
系
と
デ
ジ
タ
ル
処
理
系
の
2
つ
が

明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
（
中
継
に
はA

/D

変
換
器
が
必
要
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
大
半
の

シ
ス
テ
ム
で
は
、
音
や
光
の
刺
激
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
と
い
う
「
感
覚
」
レ
ベ
ル
の
処
理
は
ア
ナ
ロ
グ

処
理
系
が
行
い
、
情
報
を
識
別
・
解
釈
す
る
と
い
っ
た
「
知
覚
・
認
知
」
レ
ベ
ル
の
処
理
は
デ
ジ
タ
ル
処

理
系
が
行
っ
て
い
る
。
こ
の
図
式
は
「
人
」
の
知
覚
シ
ス
テ
ム
で
も
同
様
な
の
だ
が
、
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ

タ
ル
の
境
界
が
明
確
で
あ
る
こ
と
以
外
に
も
、
信
号
の
伝
達
が
電
気
・
電
子
的
で
化
学
物
質
の
受
け
渡
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が0

行
わ
れ
な
い

0

0

0

0

0

こ
と
、
ま
た
一
般
に
「
ト＊

ッ
プ
ダ
ウ
ン
処
理
」
が
な
い
こ
と
、
他
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
と
の

相
互
作
用
（
共＊

感
覚
）
が
な
い
こ
と
な
ど
も
、「
人
の
視
聴
覚
」
と
は
異
な
る
特
徴
と
言
え
る
。

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
（
記
録
）」
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。
ア
ナ
ロ
グ
式
と
デ
ジ
タ
ル
式
の
二
つ
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
引
出
し
式
で
あ
る
こ
と
、
一
回
で
正
確
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
、
容
量
に
明
確
な
限

界
が
あ
る
こ
と
、
自
発
的
動
機
が
な
く
自
己
組
織
化
も
し
な
い
こ
と
、
情
報
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
出

せ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
人
の
記
憶
の
裏
返
し
と
し
て
の
特
徴
で
あ
る
）。

　

以
下
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
「
人
の
視
聴
覚
と
記
憶
」
の
特
徴
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

＊
共
感
覚

　

音
を
聴
く
と
色
が
み
え
る
（
色
聴
）
場

合
や
、「
黄
色
い
声
」
と
い
う
表
現
な
ど
、

あ
る
感
覚
が
他
の
領
域
の
感
覚
と
関
係
を

も
つ
場
合
を
言
う
。

＊
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

　

情
報
の
入
力
に
際
し
、
脳
の
知
識
ベ
ー

ス
を
利
用
し
て
刺
激
を
待
ち
受
け
る
、
つ

ま
り
、
上
か
ら
下
へ
降
り
て
く
る
プ
ロ
セ

ス
を
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
プ
ロ
セ
ス
（
概
念
駆

動
型
処
理
）、
逆
に
刺
激
情
報
が
目
か
ら

脳
へ
と
上
が
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
プ
ロ
セ
ス
（
デ
ー
タ
駆
動
型
処

理
）
と
言
う
。
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１　

感
覚
・
知
覚
・
認
知

　

心
理
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
我
々
の
情
報
の
読
み
取
り
に
は
、
感
覚
（Sensation

）・
知
覚

（Perception

）・
認
知
（Cognition

）
の
3
つ
の
段
階
が
あ
る
。

　
「
感
覚
」
と
は
、
外
部
（
あ
る
い
は
体
内
）
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
対
象
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
感

じ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
聴
覚
で
言
う
と
音
の
大
き
さ
・
高
さ
な
ど
、
視
覚
で
言
う
と
明
る
さ
・
色
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
感
覚
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
1
次
元
刺
激
（
音
の
大
き
さ
・
明
る
さ
な
ど
）
に
つ

い
て
、
７＊

±
２ 

段
階
程
度
の
弁
別
能
力
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
感
覚
の
大
き
さ
は
刺
激
の
物
理
強
度

の
対
数
に
比
例
す
る
（R

=
c log

S

）
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、「
メ
デ
ィ
ア
の
感
覚
受

容
器
」
で
あ
る
セ
ン
サ
ー
や
各
種
測
量
器
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
、
物
事
を
物
理
量
で
捉
え
る

レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
覚
」
は
非
常
に
優
秀
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
通
常
「
明

る
さ
」
を
測
っ
た
り
、「
音
の
大
き
さ
」
を
測
っ
た
り
す
る
と
き
に
、
測
定
機
器
に
頼
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
当
然
と
も
言
え
る
。
1
次
元
刺
激
の
弁
別
・
評
価
に
関
し
て
、
正
確
さ
を
必
要
と
す
る
場
面
で
は
、
人

間
は
常
に
そ
れ
を
機
械
に
委
ね
て
い
る
。

　
「
知
覚
」
と
は
、
受
け
つ
け
た
感
覚
刺
激
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
対
象
性
の
は
っ
き
り
し
た
経
験
で
あ
る
。

聴
覚
で
言
う
と
時
間
的
な
刺
激
の
配
列
関
係
で
あ
る
「
旋
律
」
や
「
リ
ズ
ム
」
が
、
視
覚
で
言
う
と
空
間

的
な
刺
激
の
配
列
関
係
で
あ
る
「
形
」
が
そ
の
対
象
で
あ
る
。
知
覚
は
、
刺
激
の
関
係
性
に
よ
っ
て
対
象

＊
感
覚
遮
断

 

あ
ら
ゆ
る
刺
激
が
0
あ
る
い
は
コ
ン
ス

タ
ン
ト
な
空
間
で
、
自
ら
も
安
静
に
す
る

こ
と
を
感
覚
遮
断
と
い
う
が
、
我
々
は
常

に
何
ら
か
の
刺
激
を
受
け
な
が
ら
生
活
し

て
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
極
端
な
実
験
空

間
に
長
時
間
お
か
れ
た
場
合
、
耐
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
、
ま
た
は
幻
覚
な

ど
の
異
常
な
心
理
現
象
を
生
ず
る
。

　

人
間
や
動
物
は
本
来
刺
激
の
な
い
と
き

に
刺
激
を
求
め
よ
う
と
す
る「
知
覚
欲
求
」

を
も
つ
生
き
物
で
あ
る
。
快
適
に
安
ら
げ

る
空
間
と
は
、
と
り
あ
え
ず
無
刺
激
・
無

感
覚
の
空
間
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

化
さ
れ
る
の
で
、
物
理
量
に
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
関
係
が
同
じ
な
ら
ば
同
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
キ
ー
が
変
わ
っ
て
も
同
じ
曲
に
聞
こ
え
る
と
か
、
明
る
さ
が
変
わ
っ
て
も
一
つ
の
部
屋
を
見
間

違
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
さ
て
、「
メ
デ
ィ
ア
の
視
聴
覚
」
の
場
合
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
物
事
を
関
係
性
で
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
命
体
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
処
理
」
を
基
本
と
す
る
情
報
メ
デ
ィ
ア
に
は
そ
れ
は
難
し
い
。
四
角
い
形
を
カ
メ
ラ
か
ら
入

力
し
て
、
そ
れ
を
丸
や
三
角
と
は
違
う
「
四
角
」
と
判
定
さ
せ
る
だ
け
で
も
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
認
知
処
理

は
非
常
に
複
雑
な
の
で
あ
る
。
も
し
機
械
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
た
け
れ
ば
、「
人
」
の
知
覚
に
お

け
る
情
報
処
理
プ
ロ
セ
ス
の
模
倣
、
す
な
わ
ち
、
知
識
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
も
と
づ
い
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型

の
処
理
シ
ス
テ
ム
が
必
要
に
な
る
。

　
「
認
知
」
と
い
う
の
は
、
受
け
つ
け
た
知
覚
対
象
を
記
憶
に
照
合
し
て
、
自
分
の
世
界
像
に
お
け
る
位

置
づ
け
を
行
う
段
階
で
あ
る
。
感
覚
・
知
覚
ま
で
は
、
他
の
生
物
で
も
見
ら
れ
る
比
較
的
低
次
の
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
が
、
認
知
の
レ
ベ
ル
は
、「
言
語
」
や
「
文
化
」
と
い
っ
た
知
識
ベ
ー
ス
も
関
与
す
る
人
間
特

有
の
非
常
に
高
度
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
処
理
は
、
他
の
生
物
や
人
工
知
能
を
持
た
な
い

通
常
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
難
し
い
も
の
と
な
る
。

　

２　

ノ
イ
ズ 

・ 

か
た
ち
・
こ
と
ば

　

我
々
を
と
り
ま
く
刺
激
あ
る
い
は
情
報
は
、
こ
の
感
覚
・
知
覚
・
認
知
と
い
う
3
段
階
の
概
念
を
も
ち

＊
７
±
２

　

人
間
の
セ
ン
サ
ー
と
し
て
の
限
度
を
物

語
る
数
字
で
あ
る
が
、
日
常
の
刺
激
は
多

次
元
的
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
さ
ら
に

弁
別
能
力
は
上
が
る
。

　

ち
な
み
に
、
７
±
２
と
い
う
の
は
短
期

記
憶
に
関
す
る
話
に
も
登
場
す
る
。
一
般

に
人
の
短
期
記
憶
の
容
量
に
は
限
界
が

あ
っ
て
、
一
度
に
覚
え
ら
れ
る
項
目
の
数

は
７
±
２
程
度
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
Ｇ
・
Ａ
・
ミ
ラ
ー
（1956

）
は
こ

れ
を
「
マ
ジ
カ
ル
ナ
ン
バ
ー
７
」
と
呼
ん

だ
。
小
説
や
マ
ン
ガ
の
主
人
公
が
い
ず
れ

も
７
人
程
度
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
こ
の

こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
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い
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
単
な
る
刺
激
に
止
ま
る
も
の
の
例
と
し
て
「
ノ
イ
ズ
（
雑
音
）」、

次
に
か
た
ち

0

0

0

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
も
の
と
し
て
「
外
国
語
」・「
音
楽
」・「
図
形
」、
そ
し
て
最
後
に
言
語

的
な
意
味
に
ま
で
到
達
す
る
「
母
国
語
」・「
映
像
」
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
・
知
覚
・
認
知
の
各
段
階

に
相
当
す
る
。

　

ま
ず
感
覚
レ
ベ
ル
ま
で
の
刺
激
情
報
で
あ
る
が
、
一
般
に
我
々
は
純
粋
な
感
覚
と
い
う
も
の
を
得
る
こ

と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
大
半
の
刺
激
は
す
ぐ
に
秩
序
化
さ
れ
て
「
形
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

は
す
ぐ
に
言
語
的
に
了
解
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
対
象
と
な
り
得

る
の
は
「
ノ
イ
ズ
」
の
よ
う
な
対
象
化
さ
れ
な
い
刺
激
か
、
あ
る
い
は
一
部
の
「
芸
術
的
創
作
」
に
見
ら

れ
る
「
人
間
の
自
動
的
な
「
読
み
」
を
遅
延
さ
せ
る
実
験
的
作
品
」
の
よ
う
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。
人
に

と
っ
て
秩
序
化
し
て
把
握
し
に
く
い
も
の
、
言
語
化
不
可
能
な
生
々
し
さ
を
も
つ
も
の
は
、
不
快
で
あ
る

と
同
時
に
新
鮮
で
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
も
っ
て
い
る
。

　

さ
て
次
に
、
知
覚
の
レ
ベ
ル
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
外
国
語
（
そ
の
内
容
が
理

解
で
き
な
い
場
合
の
話
で
あ
る
）」
は
、「
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
音
」
と
し
て
聴
覚
に
、
あ
る
い
は
「
規
則
性

の
あ
る
図
形
の
並
び
」
と
し
て
視
覚
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
知
覚
レ
ベ
ル
ま
で
の
対
象
と
な
る
。
外
国

語
に
よ
る
歌
（V

oice

）
は
、他
の
楽
器
と
同
様
に
、純
粋
に
声
と
い
う
楽
器
が
奏
で
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
（
形
）

と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
し
、
ま
た
例
え
ば
英
字
新
聞
は
細
か
な
図
形
の
作
る
模
様
に
見
え
る
（
包
装
紙

と
し
て
も
違
和
感
が
な
い
）。
秩
序
あ
る
か
た
ち
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
る
が
、
言
語
的
に
何
か
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
（
言
い
替
え
れ
ば
意
味
を
求
め
よ
う
と
い
う
欲
求
を
生
じ
さ
せ
な
い
）
純
粋
な
「
形
」、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
知
覚
レ
ベ
ル
ま
で
の
対
象
で
あ
る
。
抽
象
的
絵
画
や
建
築
は
、
よ
く
音
楽
に
例
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
も
、
そ
れ
ら
を
知
覚
レ
ベ
ル
で
捉
え
た
場
合
の
話
で
あ
る
。

　

言
語
的
に
認
知
さ
れ
る
レ
ベ
ル
（
あ
る
い
は
言
語
的
な
理
解
を
要
求
す
る
レ
ベ
ル
）
の
情
報
と
し
て
は
、

「
母
国
語
」
に
よ
る
言
語
情
報
が
そ
の
代
表
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
言
葉
や
文
字
は
、
聞
く
・
見
る
と
同

時
に
た
だ
ち
に
認
知
さ
れ
る
も
の
で
、
我
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
音
声
・
文
字
の
聴
覚
・
視
覚

刺
激
か
ら
自
動
的
に
感
覚
・
知
覚
・
認
知
へ
と
進
む
「
読
み
」
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
言

え
ば
、
母
国
語
の
言
語
情
報
の
場
合
、
認
知
さ
れ
た
意
味
内
容
は
記
憶
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
の
音
声
や

文
字
の
感
覚
・
知
覚
レ
ベ
ル
の
情
報
は
記
憶
に
残
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
言

葉
や
文
字
を
、
純
粋
に
そ
の
音
や
形
の
水
準
で
伝
え
よ
う
と
す
る
に
は
「
美
的
」
な
配
慮
が
必
要
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
や
っ
か
い
な
存
在
が
「
映
像
」
で
あ
る
。「
映
像
」
は
そ
れ
自
体
で
は
言
葉
や
文
字
を
含
ん
で

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
そ
れ
を
言
語
的
に
了
解
し
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
、
そ
こ
に
映
し

だ
さ
れ
る
も
の
は
、我
々
の
現
実
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
「
名
付
け
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、

言
語
的
に
認
知
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
「
鳩
」
は
、
我
々
が
街
で

見
か
け
る
「
鳩
」
以
上
（
以
外
）
の
何
か
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
し
、
同
じ
「
鳩
」
の
カ
ッ
ト
で
も
前

後
の
カ
ッ
ト
と
の
関
係
で
そ
の
意
味
す
る
内
容
が
変
わ
っ
て
く
る
。「
映
像
」
は
単
な
る
現
実
の
コ
ピ
ー

と
は
違
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
知
覚
さ
れ
る
「
形
」
が
同
じ
で
も
、
そ
の
解
釈
す
な
わ
ち
認
知
の
さ
れ

か
た
が
、
見
る
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
映
像
」
と
い
う
情
報
は
、
そ
れ
を
受
け



Ⅱ- 82Ⅱ- 83

取
る
場
面
で
意
味
が
生
成
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
性
質
の
も
の
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、記
号
の
「
形
」

や
「
配
列
規
則
」
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、一
般
的
に
そ
の
意
味
が
一
義
的
に
定
ま
る
（
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）

「
言
語
」
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　

３　

人
間
の
記
憶 

　

人
間
の
記
憶
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
メ
モ
リ
ー
の
よ
う
な
「
引
き
出
し
」
に
知
識
項
目
が
一
つ
ず
つ
入
っ

て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
詳
細
を
後
に
し
て
、
先
に
一
般
的
な
事
柄
を
述
べ
る
と
、

「
人
」
の
記
憶
は
、
細
胞
イ
コ
ー
ル
一
つ
の
記＊

憶
単
位
と
考
え
る
よ
り
、
神
経
細
胞
同
士
の
結
合
の
「
関

係
」
が
記
憶
の
「
構
造
」
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
説
明
が
つ
き
や
す

い
。
人
間
の
記
憶
は
、「
複
数
の
神
経
細
胞
が
複
数
の
事
象
に
つ
い
て
の
情
報
を
重
層
的
に
担
う
」
と
い

う
意
味
で
、「
ホ
ロ
グ
ラ
ム
式
の
記
憶
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
。

　

人
の
脳
は
140
億＊

個
ほ
ど
の
神
経
細
胞
（N

euron

）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
シ
ナ
プ
ス

（Synapse

）
結
合
に
よ
っ
て
、
細
胞
同
士
の
興
奮
の
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ロ
と
ピ
ッ
ツ

（1943

）
が
提
唱
し
た
神
経
細
胞
の
モ
デ
ル
に
よ
る
と
、
細
胞
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
静
状
態
と
興
奮
状
態
の

2
状
態
が
あ
っ
て
、
興
奮
状
態
に
お
い
て
は
電
気
パ
ル
ス
列
が
出
力
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
ひ
と

つ
の
細
胞
の
出
力
は
、
そ
れ
に
に
結
び
付
く
シ
ナ
プ
ス
（
約
1
万
個
）
か
ら
の
興
奮
信
号
の
重
み
付
き
の

総
和
が
、
あ
る
し
き
い
値
を
超
え
る
か
超
え
な
い
か
で
「
1 

or 

0
」
に
決
ま
る
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
結
合
の
強
い
（
重
み
の
大
き
い
）
細
胞
間
で
は
興
奮
状
態
が
一
斉
に
伝
わ
り
、
結
合
の
弱

い
細
胞
は
静
状
態
と
い
う
、
脳
全
体
で
み
れ
ば
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
。
こ
の
興
奮
パ
タ
ー
ン
が
、

あ
る
一
つ
の
概
念
な
り
イ
メ
ー
ジ
な
り
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
興
奮
パ
タ
ー
ン
が
、
自
己
組
織
化
す
る
、
す
な
わ
ち
「
人
」
が
あ
る
事
象
を
記
憶
す
る
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
う
ま
く
説
明
す
る
仮
説
と
し
て
、
ヘ
ッ
ブ
（1949

）
の
「
シ
ナ
プ
ス
強
化
法
則
」
が
あ
る
。

そ
の
仮
説
に
よ
る
と
、
神
経
細
胞
が
興
奮
す
る
際
、
そ
の
細
胞
に
刺
激
を
伝
え
た
シ
ナ
プ
ス
結
合
部
に
つ

い
て
は
、
そ
の
結
合
が
よ
り
強
化
さ
れ
、
結
果
と
し
て
そ
の
後
の
刺
激
は
以
前
に
増
し
て
伝
わ
り
や
す
く

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
を
ふ
ま
え
る
と
、我
々
の
記
憶
で
は
、複
数
の
神
経
細
胞
の
同
時
興
奮
パ
タ
ー
ン
と
い
う
「
結

合
関
係
」
が
重
要
で
、
脳
内
で
そ
の
興
奮
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
び
に
（
反
復
学
習
に
あ
た
る
）、

そ
の
「
関
係
」
が
ひ
と
つ
の
記
憶
単
位
と
し
て
組＊

織
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
記
憶
単
位
と
い
っ
て
も
、
そ
の
同
時
興
奮
す
る
細
胞
群
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、

そ
れ
以
外
の
刺
激
に
対
し
て
も
他
の
細
胞
と
の
関
係
で
興
奮
す
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は

一
つ
の
神
経
細
胞
が
複
数
の
事
象
の
記
憶
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
部
分
の
細
胞
が

欠
落
し
て
も
、
一
つ
の
事
象
の
記
憶
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
部
位
に
関
わ
る
記
憶

全
体
が
ぼ
や
け
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
も
の
で
、
人
の
記
憶
が
「
ホ＊

ロ
グ
ラ
ム
」
的
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
知
見
に
よ
れ
ば
、
物
事
は
一
つ
一
つ
の
項
目
と
し
て
で
は
な
く
、「
関
係
」
と
し
て

＊
記
憶
単
位

　

細
胞
が
一
つ
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
例
と
し
て
は「
顔
細
胞
」や「
手
細
胞
」

と
い
う
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

サ
ル
の
実
験
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
、

「
顔
（
目
が
必
須
）」
や
「
手
」
と
い
う
視

覚
刺
激
に
対
し
て
特
異
的
に
反
応
す
る

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
身
振
り
に

関
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て

「
顔
」
と
「
手
」
は
特
別
な
存
在
と
言
え
る
。

＊
細
胞
の
数

　

一
般
に
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
こ

れ
は
大
脳
皮
質
の
話
で
あ
っ
て
、
実
は
小

脳
に
は
こ
れ
を
大
き
く
上
回
る1000

億

以
上
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
あ
る
。「
頭
で
覚

え
る
記
憶
」
は
大
脳
皮
質
、「
体
で
覚
え

る
記
憶
」
は
小
脳
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
る
。

＊
組
織
化

　

脳
ほ
ど
細
胞
が
活
発
に
変
化
す
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
特
に
樹
状
突
起
を
伸
ば
し
て

他
と
の
接
合
関
係
を
更
新
す
る
と
い
う
活

発
な
動
作
に
は
、
が
ん
遺
伝
子
の
よ
う
な

も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。

　

脳
は
遺
伝
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
タ
ン
パ
ク
質
を

つ
く
る
遺
伝
子
の
大
半
は
脳
で
発
現
し
て

い
る
。
脳
の
中
で
は
常
時
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
活
動

し
、
大
量
の
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
が
高
速
で

行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
ホ
ロ
グ
ラ
ム

　

３
次
元
の
空
間
情
報
を
２
次
元
の
板
に

記
録
す
る
も
の
。
空
間
領
域
の
情
報
を
周

波
数
領
域
の
情
報
に
変
換
し
て
記
録
す
る

た
め
、
板
そ
の
も
の
に
は
形
は
見
え
な
い

が
、
参
照
光
を
あ
て
る
と
像
が
再
生
す
る
。

板
の
一
部
（
特
定
の
周
波
数
領
域
）
が
欠

落
し
て
も
ボ
ケ
る
程
度
で
情
報
が
完
全
に

消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
重
層
的
に
記
録
さ
れ
る
と
い
う
意
味

で
脳
の
記
憶
に
例
え
ら
れ
る
。
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一
挙
に
構
造
化
さ
れ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
構
造
主
義
言
語
学
の
Ｆ
・
ソ
シ
ュ
ー

ル
（1916
）
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
た
）。
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
我
々
は
新
し
い
言
葉
を
覚
え
る
際

に
、
反
対
の
意
味
の
言
葉
や
、
対
に
な
る
言
葉
と
と
も
に
「
二
項
対
立
」
的
に
記
憶
す
る
方
法
を
よ
く
と

る
。
こ
れ
は
単
独
の
項
目
よ
り
も
二
つ
の
対
立
項
目
で
記
憶
す
る
ほ
う
が
そ
の
関
係
の
問
題
と
し
て
記
憶

に
位
置
付
け
や
す
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
我
々
の
日
常
的
な
用
語
に
は
単
独
で
は

用
を
な
さ
な
い
「
上
」
と
か
「
左
」
と
か
い
う
概
念
が
あ
っ
て
、辞
書
の
「
左
」
の
項
に
は
「
右
の
反
対
」、

「
右
」
の
項
に
は
「
左
の
反
対
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
関
係
の
問
題
で
し
か
な
い
概
念
も
多
い
。

　

４　

メ
デ
ィ
ア
の
記
憶

　

こ
の
章
の
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
動
作
は
、
直
接
的
・
間
接
的
な
指
示
に
よ
る

1
回
の
動
作
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
記
憶
の
状
態
は
「
引
き
出
し
式
」
で
正
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
そ
こ
に
は
自
発
的
な
「
動
機
」
は
必
要
な
く
、「
反
復
学
習
」
も
必
要
で
は
な
い
。
そ
し
て
人
間

と
の
違
い
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
己
組
織
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
機
器

の
典
型
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ふ
る
ま
い
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
人
間
の
学
習
や
記
憶
の
モ
デ
ル
を
応
用
し
た
人
工
知
能
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
す
な
わ
ち
一

般
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
と
は
異
な
る
、
人
間
に
近
い
仕
組
み
を
持
っ
た
記
憶
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し

て
お
こ
う
。
こ
こ
で
触
れ
る
の
は
、
学
習
認
識
装
置
「
パ
ー
セ
プ
ト
ロ
ン
」（F.Rosenblatt,1960

）
と
、

連
想
記
憶
装
置
「
ア
ソ
シ
ア
ト
ロ
ン
」（N

akano,1969

）
と
い
う
も
の
で
、
マ
ッ
カ
ロ
・
ピ
ッ
ツ
の
神

経
細
胞
モ
デ
ル
と
ヘ
ッ
ブ
の
法
則
を
応
用
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
人
」
の
学
習
・
記
憶
を

う
ま
く
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
興
味
深
い
。

　

パ
ー
セ
プ
ト
ロ
ン
は
一
般
に
小
脳
の
記
憶
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
仕
組
み
は
、
神
経
細
胞

群
に
あ
た
る
複
数
の
素
子
の
興
奮
パ
タ
ー
ン
を
入
力
と
し
て
、
そ
の
刺
激
が
何
で
あ
る
か
を
識
別
し
、
結

果
を
出
力
細
胞
に
相
当
す
る
一
つ
の
素
子
の
興
奮
の
有
無
に
よ
っ
て
得
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
出
力

素
子
に
は
複
数
の
素
子
か
ら
の
「
シ
ナ
プ
ス
」
が
結
合
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
入
力
の
重
み
付
き
総

和
が
出
力
を
決
め
る
。
学
習
は
こ
の
結
合
の
各
々
の
重
み
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
で
行
わ
れ
る
の
だ
が
、

具
体
的
に
は
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
を
入
力
さ
せ
て
、
そ
の
識
別
結
果
が
正
し
け
れ
ば
な
に
も
し
な
い
が
、
間

違
え
た
場
合
は
そ
れ
に
関
与
し
た
シ
ナ
プ
ス
結
合
の
重
み
と
出
力
素
子
の
判
定
の
し
き
い
値
を
「
間
違
っ

た
判
定
を
お
こ
し
に
く
い
方
向
へ
」
修
正
す
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
（
反
復
学
習
）
う
ち
に
、
同
じ
間
違

い
を
し
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
正
し
い
識
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
入

力
の
パ
タ
ー
ン
の
与
え
か
た
と
判
定
の
修
正
が
上
手
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
良
い
教
師
」
に
つ
け
ば
、

短
時
間
で
識
別
能
力
が
つ
く
。
こ
の
人
工
知
能
は
「
人
」
の
記
憶
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
で
あ
る
か
ら
、
間

違
う
こ
と
も
あ
る
し
、
教
え
方
の
上
手
下
手
も
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
ア
ソ
シ
ア
ト
ロ
ン
は
、
入
力
が
複
数
の
素
子
の
興
奮
パ
タ
ー
ン
で
与
え
ら
れ
る
点
は
パ
ー
セ
プ

ト
ロ
ン
と
同
じ
だ
が
、
す
べ
て
の
素
子
に
つ
い
て
の
相
互
の
結
合
強
度
が
、
同
時
に
興
奮
し
て
い
る
細
胞

間
で
正
の
方
向
へ
、
興
奮
し
て
い
る
細
胞
と
し
て
い
な
い
細
胞
の
間
で
は
負
の
方
向
へ
（
排
他
的
に
）
修

＊
右
脳
と
左
脳

　

我
々
の
体
は
対
側
制
御
、
す
な
わ
ち
体

の
左
半
分
を
右
脳
、
右
半
分
を
左
脳
が
制

御
し
て
い
る
（
左
視
野
は
右
脳
、
右
視
野

は
左
脳
に
入
る
）。ま
た
感
覚
的
・
空
間
的
・

音
楽
的
な
情
報
処
理
を
右
脳
、
論
理
的
・

言
語
的
な
情
報
処
理
を
左
脳
、
と
い
う
ふ

う
に
、
右
脳
と
左
脳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ

プ
の
異
な
る
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右

脳
が
活
発
に
動
く
人
と
左
脳
が
活
発
に
動

く
人
で
は
、
情
報
の
受
け
止
め
方
や
、
発

想
の
仕
方
が
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
左
右
の
脳
は
連
携

し
て
い
る
の
だ
が
、
言
葉
・
音
楽
・
映
像

の
受
取
り
方
に
は
「
右
か
ら
さ
さ
や
か
れ

た
か
、
左
か
ら
さ
さ
や
か
れ
た
か
‥
」
と

同
様
の
問
題
が
無
関
係
で
は
な
い
。

　

ち
な
み
に
、子
音
+
母
音
の
音
声（『
か
』

=K
+A

）
を
用
い
る
日
本
人
は
、
子
音
中

心
の
言
語
を
用
い
る
西
洋
人
と
比
較
し
て
、

左
脳
（
言
語
脳
）
で
処
理
さ
れ
る
音
声
の

種
類
が
多
く
、こ
の
こ
と
が
「
虫
の
音
（
母

音
と
構
造
が
似
て
い
る
）
を
も
文
学
的
な

素
材
と
す
る
」
日
本
人
特
有
の
文
化
を
作

り
出
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。



Ⅱ- 86Ⅱ- 87

正
さ
れ
る
と
い
う
点
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
刺
激
パ
タ
ー
ン
の
入
力
の
度
に
こ
の
操
作
（
記
銘
）
を
行
う

と
す
る
と
、
入
力
パ
タ
ー
ン
ご
と
に
そ
れ
に
関
与
す
る
（
そ
の
と
き
興
奮
状
態
に
あ
る
）
素
子
同
士
の
結

合
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
「
結
合
強
度
情
報
を
も
っ
た
細
胞
群
」
に
対
し
て
、「
あ
る
細
胞
が
興
奮
す

る
と
、
そ
れ
と
強
く
結
合
し
て
い
る
細
胞
が
同
時
に
興
奮
す
る
」
よ
う
に
動
作
さ
せ
る
と
、
一
部
の
興
奮

か
ら
記
憶
さ
れ
て
い
る
興
奮
パ
タ
ー
ン
が
再
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
な
に
か
を
き
っ
か
け
に

全
体
を
思
い
出
す
」
こ
と
で
あ
り
、「
あ
る
事
象
の
記
憶
か
ら
、そ
れ
に
近
い
事
象
の
記
憶
が
想
起
さ
れ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
連
想
記
憶
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
）。

　

こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
複
数
の
神
経
細
胞
群
が
全
体
と
し
て
複
数
の
事
象
を
重
層
的
に
記
憶
し
て
お
り
、

き
っ
か
け
と
な
る
部
分
的
な
興
奮
の
与
え
方
で
、
う
ま
く
全
体
の
パ
タ
ー
ン
が
想
起
さ
れ
た
り
、
よ
け
い

な
も
の
ま
で
同
時
に
想
起
し
た
り
、
あ
る
い
は
異
な
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
た
り
す

る
。
そ
の
ふ
る
ま
い
は
ま
さ
に
「
人
」
の
「
記
憶
の
呼
び
だ
し
か
た
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

５　

記
憶
の
過
程

　

さ
て
、
お
お
ま
か
に
「
人
」
の
記
憶
と
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
人
工
知
能
の
発
想
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、
さ
ら
に
人
間
の
記
憶
の
過
程
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

心
理
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
記
憶
に
は
複
数
の
領
域
・
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
感
覚

登
録
器
（sensory resister

）・
短
期
記
憶
（short term

 m
em

ory

）・
中
期
記
憶
（m

iddle term
 

m
em

ory

）・
長
期
記
憶
（long term

 m
em

ory

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

感
覚
登
録
器
は
、
視
覚
で
1
秒
以
下
、
聴
覚
で
数
秒
の
記
憶
で
、
聴
覚
刺
激
・
視
覚
刺
激
な
ど
の
感
覚

刺
激
を
そ
の
ま
ま
の
パ
タ
ー
ン
で
す
べ
て
記
録
す
る
と
言
わ
れ
る
。
瞬
間
的
に
目
を
見
開
い
て
閉
じ
た
と

き
に
「
目
の
前
の
情
景
が
焼
き
付
い
て
い
る
」
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
情

報
は
次
々
に
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。

　

短
期
記
憶
は
、
感
覚
登
録
器
の
内
容
か
ら
知
覚
さ
れ
た
意
味
の
あ
る
情
報
を
数
分
と
い
う
短
い
時
間
の

間
記
憶
す
る
領
域
で
（
同
時
に
記
憶
で
き
る
項
目
数
は
７
±
２
程
度
）、
こ
こ
で
「
興
味
を
も
っ
て
理
解

す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
伴
え
ば
、
次
の
中
期
記
憶
に
送
ら
れ
る
。

　

中
期
記
憶
は
、
脳
内
の
「
海
馬
」
に
１
時
間
か
ら
最
大
1
ヶ
月
程
度
保
持
さ
れ
る
（
大
半
は
９
時
間
ほ

ど
で
消
滅
す
る
）
記
憶
で
、
こ
の
間
に
複
数
回
の
ア
ク
セ
ス
を
受
け
た
も
の
が
重
要
な
も
の
と
し
て
「
側

頭
葉
」
に
送
ら
れ
、
そ
れ
が
最
終
的
に
長
期
記
憶
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

長
期
記
憶
に
は
さ
ら
に
、宣
言
的
記
憶
（
言
葉
で
記
述
で
き
る
事
実
に
関
す
る
記
憶
）
と
手
続
記
憶
（
ク

ル
マ
の
発
進
の
し
か
た
な
ど
の
手
続
き
に
関
す
る
記
憶
）
と
の
区
別
が
あ
り
、
宣
言
的
記
憶
は
ま
た
さ
ら

に
意
味
記
憶
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
反
復
学
習
に
よ
る
体
系
的
な
知
識
ベ
ー
ス
で

徴
標
（
ど
こ
で
覚
え
た
か
と
い
う
情
報
）
の
な
い
も
の
、
後
者
は
特
定
の
時
間
・
空
間
に
関
す
る
具
体
的

な
体
験
の
記
憶
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
記
憶
を
失
う
」
と
い
う
場
合
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
の
喪
失

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。



Ⅱ- 88Ⅱ- 89

　

６　

記
憶
と
想
像
力

　

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
記
憶
に
関
わ
る
、
い
く
つ
か
の
身
近
な
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

は
じ
め
に
、「
記
憶
の
容
量
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
系
」
の
場
合
、
記
憶
が
「
引
き

出
し
式
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
の
ず
と
限
界
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
人
の
「
ホ
ロ
グ
ラ
ム
」
式
記
憶

の
場
合
は
、
ど
こ
ま
で
が
限
界
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
知
識
の
構
造
化
が
能
率
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を
記
憶
で
き
る
。
人
の
脳
細
胞
の
数
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
実
際
に
は
そ
の
数
%
し
か

働
い
て
い
な
い
と
い
う
報
告
と
あ
わ
せ
れ
ば
、「
頭
の
よ
い
人
」
と
い
う
の
も
「
容
量
」
の
問
題
で
は
な

く
、
知
識
の
構
造
化
が
う
ま
い
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
社
会
現
象

を
説
明
す
る
モ
デ
ル
が
、
過
去
に
学
ん
だ
物
理
現
象
を
説
明
す
る
数
式
モ
デ
ル
と
似
通
っ
て
い
る
と
気
付

い
た
場
合
、
そ
の
知
識
は
パ
ラ
レ
ル
に
重
ね
あ
わ
せ
な
が
ら
記
憶
（
既
存
の
神
経
細
胞
の
結
合
関
係
が
流

用
）
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
場
合
の
記
憶
は
能
率
的
で
あ
る
（
実
際
、
学
問
に
興
味
を
も
っ
た
場
合
、
こ

の
よ
う
な
学
習
の
転
移
が
お
こ
る
こ
と
は
多
い
）。
あ
る
分
野
に
つ
い
て
学
習
す
る
と
、
異
な
る
分
野
の

知
識
の
飲
み
込
み
も
早
く
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
「
記
憶
の
正
確
さ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
」
は
当
然
与
え
ら
れ
た
精
度
の

範
囲
で
正
確
に
再
現
さ
れ
る
も
の
で
、
な
ん
ら
か
の
障
害
に
よ
っ
て
間
違
う
場
合
は
、
も
と
の
情
報
は
見

る
影
も
な
い
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
方
、
人
間
の
記
憶
は
、
基
本
的
な
言
葉
の
意
味
や
日
々
の
生

活
に
関
わ
る
範
囲
で
は
正
確
だ
が
、
そ
う
で
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
か
、
欠
落
し
て

い
る
か
、
ま＊

ち
が
っ
た
記
憶
に
な
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
結
局
は
、
記
憶
の
構
造
が
「
ホ
ロ
グ
ラ

ム
」
式
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
、
新
し
い
情
報
が
記
憶
を
再
構
造
化
す
る
過
程
で
、
言
い
替
え

れ
ば
、
神
経
細
胞
同
士
の
結
合
関
係
が
あ
ち
こ
ち
で
強
ま
っ
た
り
弱
ま
っ
た
り
す
る
過
程
で
、
古
い
記
憶

に
関
す
る
結
合
が
弱
ま
っ
て
薄
れ
た
り
、
あ
る
い
は
別
の
記
憶
に
関
わ
る
部
分
の
結
合
関
係
を
変
え
て
し

ま
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

　

最
後
に
「
進
歩
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
。
上
述
し
た
こ
と
の
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
新
し
い
こ
と

を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
記
憶
の
「
関
係
」
を
修
正
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
何
か

を
覚
え
る
と
き
、
気
付
か
ぬ
う
ち
に
何
か
を
忘
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
は
成
長
す
る

過
程
で
確
か
に
新
た
な
知
識
を
蓄
え
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
れ
は
「
知
識
を
確
実
な
も
の
に
し
て

い
く
」
と
い
う
と
い
う
こ
と
で
、
神
経
細
胞
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
「
頻
繁
に
駆
動
す
る
一
部
の
知
識
・
思

考
回
路
に
関
し
て
は
そ
の
結
合
が
強
化
さ
れ
て
、
そ
の
他
の
結
合
は
断
ち
切
ら
れ
て
い
く
」、
簡
単
に
言

え
ば
「
頭
が
固
く
な
る
」・「
思
考
が
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

な
に
も
知
ら
な
い
子
供
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
で
大
人
を
笑
わ
せ
た
り
、
す
ぐ
れ
た
想
像
力
を
発
揮
し

た
り
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
「
進
歩
」
は
幻
想
で
あ
り
、
人
の
社
会
化
（
大
人
に
な
る
こ
と
）
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
の
放
棄
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
面
的
な
見
方
で
、
人
の
脳
に
優
劣
が
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

＊
記
憶
違
い

　

連
即
記
憶
モ
デ
ル
に
関
連
し
て
述
べ
た

よ
う
に
、
我
々
の
記
憶
は
、
連
結
の
状
態

が
あ
い
ま
い
に
な
る
と
、
複
数
の
イ
メ
ー

ジ
が
渾
然
と
な
っ
て
想
起
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
「
こ
の
あ
た
り
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
っ

た
は
ず
だ
」
と
い
う
、
本
人
に
と
っ
て
は

鮮
明
な
「
昔
の
旅
先
で
の
記
憶
」
も
、
そ

れ
が
長
い
時
間
の
あ
い
だ
に
複
合
・
再
編

さ
れ
た
記
憶
で
あ
る
場
合
も
あ
る
の
だ
。
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７　
「
情
報
へ
の
構
え
」
と
「
視
聴
覚
の
相
互
作
用
」

　

一
般
に
、「
耳
」
は
マ
イ
ク
に
、「
眼
」
は
カ
メ
ラ
に
対
応
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、こ
こ
で
、

「
人
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
る
「
情
報
へ
の
構
え
」
の
問
題
と
「
視
聴
覚
の
相
互
作
用
」

の
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
よ
う
。

　

情
報
へ
の
構
え

　

 

「
情
報
へ
の
構
え
」
と
は
、簡
単
に
言
う
と
、情
報
を
見
聞
き
す
る
場
合
の
「
予
備
知
識
」
や
「
先
入
観
」

が
つ
く
り
だ
す
心
的
状
態
で
あ
る
。 

我
々
は
通
常
、「
今
か
ら
ど
ん
な
情
報
が
送
ら
れ
て
く
る
か
」
に
つ

い
て
の
予
備
知
識
や
先
入
観
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
送
り
手
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
情
報
の

属
性
や
内
容
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
り
と
、
様
々
な
側
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
情
報
の
読
み
取
り
に
大
き
く

関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
、「
メ
デ
ィ
ア
」
の
場
合
に
は
な
い
「
人
」
特
有
の
現
象
で
あ
る
。

　

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
（
デ
ー
タ
駆
動
型
処
理
）
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
（
概
念
駆
動
型
処
理
）
と
い
う
概
念
を
も

ち
い
て
く
り
か
え
す
と
、
我
々
「
人
」
が
情
報
の
読
み
取
り
を
行
う
場
合
は
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
が
す
べ
て

で
は
な
く
、
自
分
の
知
識
ベ
ー
ス
を
手
が
か
り
に
「
こ
ち
ら
か
ら
予
測
を
つ
け
な
が
ら
情
報
を
迎
え
に
い

く
」
と
い
う
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
読
み
取
り
の
大
半
を
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
に
依
存
す
る
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
多
義
的
に
解
釈
可
能
な
図
形
（
ル
ビ
ン
の
壷
な
ど
）
で
も
、
人
は
「
情
報
へ
の
構
え
」
の
あ

り
か
た
し
だ
い
で
、
無
意
識
的
に
一
つ
の
「
読
み
」
を
選
択
し
、
他
の
解
釈
を
捨
て
る
（
こ
の
点
に
つ
い

て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
）。
ま
た
例
え
ば
、
話
を
聞
く
と
い
う
場
合
も
、
風
景
を
見
る
と
い
う
場
合
も
、

我
々
は
日
常
的
な
経
験
か
ら
、
時
間
的
に
次
に
く
る
「
音
」
や
、
空
間
的
に
そ
の
周
囲
に
見
え
る
は
ず
の

「
形
」
を
事
前
に
予
測
で
き
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
送
ら
れ
て
く
る
情
報
を
「
こ
ち
ら
か
ら
迎
え
に
い
く
」

と
い
う
か
た
ち
で
ス
ム
ー
ズ
に
（
あ
る
意
味
で
は
惰
性
的
に
）
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
の
例
も
（
人
工
知
能
を
除
く
）
機
械
に
は
無
縁
の
話
で
あ
る
。

　

視
聴
覚
の
相
互
作
用

　

次
に
「
視
聴
覚
の
相
互
作
用
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
マ
イ
ク
や
カ
メ
ラ
と
い
っ
た
「
メ
デ
ィ
ア
の
視

聴
覚
」
の
場
合
、
音
と
映
像
を
同
時
に
記
録
す
る
に
せ
よ
、
音
は
音
専
用
の
領
域
に
、
映
像
は
映
像
専
用

の
領
域
に
記
録
さ
れ
る
。
音
と
映
像
は
相
互
に
干
渉
し
あ
う
こ
と
な
く
、
独
立
に
処
理
・
記
録
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
人
の
視
聴
覚
」
で
は
、
聴
覚
中
枢
と
視
覚
中
枢
の
区
別
は
あ
る
も
の
の
、
音
と
映

像
の
独
立
性
は
完
全
で
は
な
く
、
感
覚
の
レ
ベ
ル
で
の
色
聴
現
象
を
は
じ
め
、
優
位
な
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
へ

の
統
合
、
読
み
取
り
支
援
、
干
渉
に
よ
る
異
次
元
の
感
覚
情
報
の
生
成
な
ど
、
様
々
な
相
互
作
用
が
あ＊

る
。

　

例
え
ば
色
聴
。
こ
れ
は
「
音
を
聞
く
と
色
が
見
え
る
」
す
な
わ
ち
音
程
と
色
相
と
の
あ
い
だ
に
感
覚
的

な
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
現
象
で
、
カ
ー
ル
・
ジ
ー
ツ
（1931

）
の
説
に
よ
る
と
、
お
も
ち
ゃ
の
ピ
ア

ノ
の
よ
う
に
、
ド
レ
ミ
・
・
の
音
階
が
赤
橙
黄
・
・
に
結
び
つ
く
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
も
あ
る
。

＊
マ
ガ
ー
ク
効
果

　

マ
ガ
ー
ク(1976

）
の
実
験
は
、
視

覚
と
聴
覚
の
相
互
作
用
を
説
明
す
る
も
の

と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
が
」

を
発
音
す
る
口
の
動
き
を
視
覚
的
に
見
せ
、

同
時
に
「
ば
」
の
音
を
聴
覚
的
に
聞
か
せ

る
と
、
被
験
者
に
は
「
だ
」
と
捉
え
ら
れ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
空
の
マ
ッ
チ
箱
を
振
る
と
音
が
聞
こ

え
る
（
袖
の
中
に
中
身
の
入
っ
た
マ
ッ
チ

箱
が
隠
さ
れ
て
い
る
）」
と
い
う
手
品
も

同
様
で
、
視
覚
情
報
（「
振
る
」
と
い
う

動
作
）
に
聴
覚
が
誘
導
さ
れ
た
（
心
理
的

に
音
源
の
位
置
が
移
動
し
た
）
も
の
と
説

明
で
き
る
。
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ま
た
例
え
ば
テ
レ
ビ
。
音
と
映
像
が
複
合
し
た
情
報
は
、
時
間
的
に
は
聴
覚
が
優
先
し
、
空
間
的
に
は

視
覚
が
優
先
す
る
か
た
ち
で
、
一
方
が
他
方
に
追
随
・
融
合
す
る
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア

フ
レ
コ
さ
れ
た
足
音
と
素
材
映
像
の
足
の
動
き
が
合
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
足
音
に
映
像
が
な
じ
む
よ

う
に
違
和
感
な
く
捉
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
逆
に
、
ニ
ュ
ー
ス
解
説
者
の
口
元
（
画
面
上
）
に
は
実
際
の
音

源
（
ス
ピ
ー
カ
）
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
音
は
そ
こ
か
ら
聴
こ
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。

前
者
は
音
の
リ
ズ
ム
の
問
題
で
聴
覚
が
優
先
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
後
者
は
空
間
的
な
位
置
の
問
題
で
視

覚
が
優
先
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
バ
ラ
バ
ラ
に
与
え
ら
れ
た
音
と
映
像
は
、
自
然
に
一
体

と
な
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る＊

。

　

さ
ら
に
、遠
く
で
会
話
す
る
2
人
を
双
眼
鏡
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
見
る
と
、声
ま
で
聞
こ
え
る
（
正

確
に
は
聞
こ
え
や
す
く
な
る
）
と
い
う
例
が
あ
る
。
視
覚
か
ら
の
情
報
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
聴
覚
に
作

用
し
て
、
話
者
の
音
声
が
分
離
し
や
す
く
な
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
騒
が
し
い
状
況
の
な

か
で
、
特
定
の
人
物
の
声
の
み
を
聞
き
分
け
ら
れ
る
と
い
う
「
カ
ク
テ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
・
エ
フ
ェ
ク
ト
」

な
ど
と
同
様
に
、
視
覚
が
聴
覚
の
読
み
取
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　

我
々
は
、
視
覚
と
聴
覚
の
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
を
、「
あ
た
り
ま
え
」
と
感
じ
て
い
た
り
、
あ
る
い

は
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
が
、
音
楽
や
映
像
の
制
作
に
お
い
て
は
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

　

視
聴
覚
の
惰
性
化
と
日
常
性

　

我
々
の
世
界
は
、
日
常
的
で
予
測
可
能
な
出
来
事
の
く
り
か
え
し
で
あ
り
、「
予
期
せ
ぬ
出
来
事
」
と

い
う
の
は
そ
の
言
葉
ど
お
り
非
常
に
小
さ
な
確
率
で
し
か
お
こ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
電
車
を
待
つ
ホ
ー

ム
に
セ
ス
ナ
機
が
す
べ
り
こ
ん
で
く
る
と
か
、
机
の
引
き
出
し
を
開
け
た
ら
魚
が
泳
い
で
い
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
日
常
が
そ
う
し
た
予
測
の
つ
か
な
い
事
態
の
連
続

で
あ
れ
ば
、
我
々
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
は
効
力
を
失
い
、
す
べ
て
を
視
聴
覚
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
依
存
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
お
そ
ら
く
人
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
長
く
は
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
こ
の
世
界
の
日
常
性
（
予
測
可
能
性
）
ゆ
え
に
、
情
報
の
読
み
取
り
に
際
し
て
部
分
的
な
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
だ
け
で
状
況
を
理
解
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
世
界
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
こ
の
日
常
性
は
、
人
の
情
報
の
読
み
を
惰
性
化
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。
そ

の
せ
い
で
我
々
は
、
は
じ
め
て
何
か
に
出
会
っ
た
時
の
新
鮮
な
感
覚
や
、
物
の
も
つ
物
質
的
・
具
体
的
な

存
在
感
を
、
意
識
下
に
埋
没
さ
せ
た
ま
ま
、
そ
の
多
く
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

街
の
ノ
イ
ズ
に
聞
き
過
ご
し
た
も
の
、
街
の
路
上
で
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
も
の
。
埋
没
し
た
情
報
を

ゆ
さ
ぶ
り
お
こ
す
に
は
、
す
べ
て
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
に
吸
い
上
げ
る
「
メ
デ
ィ
ア
の
耳
」・「
メ
デ
ィ
ア

の
眼
」
の
登
場
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

次
章
か
ら
具
体
的
に
視
聴
覚
の
問
題
に
入
ろ
う
。
聴
覚
と
視
覚
、
人
間
と
メ
デ
ィ
ア
、
２
つ
の
基
軸
に

沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

＊
視
聴
覚
の
ズ
レ

　

音
楽
番
組
な
ど
で
、
実
際
に
は
演
奏
し

て
い
な
い
「
ク
チ
パ
ク
」
シ
ー
ン
の
場
合

で
も
、
通
常
は
音
楽
を
聴
く
聴
覚
が
優
先

し
て
、
全
体
が
違
和
感
な
く
捉
え
ら
れ
る

の
だ
が
、
歌
っ
て
い
る
「
顔
」
や
、
楽
器

を
演
奏
す
る
「
手
元
」
が
ア
ッ
プ
に
な
る

と
、
視
覚
情
報
処
理
の
活
性
が
上
が
っ
て

視
聴
覚
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
る
。
そ

う
な
る
と
「
合
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ

と
が
す
ぐ
に
バ
レ
て
し
ま
う
。
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メ
デ
ィ
ア
の
聴
覚 

　
「
機
械
」
は
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
す
べ
て
の
音
波
を
無
差
別
に
と
ら
え
る
。
も
ち
ろ
ん
周
波
数
に
関

す
る
上
限
・
下
限
と
音
圧
の
感
度
の
限
界
は
あ
る
が
、「
人
」
の
聴
覚
の
よ
う
に
、
刺
激
の
種
類
に
よ
っ

て
態
度
を
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　

１　

音
響
入
力
装
置
の
基
本
構
造

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
耳
」
つ
ま
り
音
響
情
報
の
入
力
装
置
に
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
と
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ

る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
空
気
中
の
粗
密
波
と
し
て
の
音
を
と
ら
え
る
も
の
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
空
気

以
外
の
振
動
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

　

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
は
ス
ピ
ー
カ
と
同
様
、
基
本
的
に
は
電
気
音
響
変
成
器
（
可
逆
変
換
器
）
あ
る
い
は

継
電
器
（
不
可
逆
変
換
器
）
で
、
動
電
形
・
電
磁
形
・
静
電
形
・
圧
電
形
・
炭
素
形
・
半
導
体
形
な
ど
が

あ
る
。
特
に
動
電
形
と
静
電
形
が
一
般
的
で
、
前
者
は
電
磁
誘
導
す
な
わ
ち
、
小
さ
な
マ
グ
ネ
ッ
ト
の
つ

く
る
磁
界
中
で
、
電
気
導
体
で
あ
る
振
動
板
が
音
波
に
よ
り
振
動
す
る
こ
と
で
起
電
力
が
生
じ
る
こ
と
を

利
用
す
る
も
の
で
、
後
者
は
コ
ン
デ
ン
サ
の
充
放
電
電
流
を
利
用
す
る
、
す
な
わ
ち
、
導
電
性
の
振
動
板

と
固
定
極
が
向
か
い
合
っ
た
コ
ン
デ
ン
サ
様
の
構
造
に
直
流
電
圧
を
か
け
て
お
き
、
振
動
に
応
じ
た
静
電

容
量
の
変
化
か
ら
生
じ
る
充
電
・
放
電
電
流
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ

イ
ク
・
エ
レ
ク
ト
レ
ッ
ト
コ
ン
デ
ン
サ
マ
イ
ク
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
の
電
話
（
黒
電
話
）

の
送
話
器
や
放
送
用
に
使
用
さ
れ
た
炭
素
形
の
カ
ー
ボ
ン
マ
イ
ク
は
、
炭
素
粒
の
振
動
接
触
に
よ
る
抵
抗

値
の
変
化
を
利
用
す
る
も
の
で
、
変
換
能
率
が
非
常
に
よ
く
（
た
だ
し
不
可
逆
）、
イ
ヤ
ホ
ン
程
度
な
ら

ば
増
幅
な
し
で
直
接
音
を
再
生
で
き
る
と
い
う
性
能
を
も
つ
。

　

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
、
電
流
の
変
化
・
磁
界
の
変
化
・
物
体
の
動
き
な
ど
を
振
動
と
し
て
拾
う
場
合
に
利

用
さ
れ
る
も
の
で
、
動
電
形
・
電
磁
形
・
半
導
体
形
な
ど
が
あ
る
。
電
磁
気
的
な
振
動
は
「
マ
グ
ネ
ッ
ト

の
芯
の
ま
わ
り
に
コ
イ
ル
を
巻
く
」
と
い
う
簡
単
な
仕
組
で
、
電
磁
誘
導
に
よ
る
起
電
力
を
得
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
物
体
の
振
動
は
、
圧
力
を
か
け
る
と
抵
抗
値
が
変
化
す
る
と
い
う
ピ
エ
ゾ
抵
抗
効
果
を
も
つ

半
導
体
（
不
可
逆
）
を
利
用
す
る
こ
と
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
人
間
の
聴
覚
が
左
右
２
つ
の
耳
か
ら
情
報
を
入
力
す
る
よ
う
に
、「
メ
デ
ィ
ア
の
聴
覚
」
に
も

２
つ
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
マ
イ
ク
を
用
い
る
方
法
、
す
な
わ
ち
ス
テ
レ
オ
（
マ
ル
チ
）
録
音
の
発

想
が
あ
る
。
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
方
法
に
は
、
レ
ベ
ル
や
位＊

相
の
差
を
考
慮
し
て
、
2
個
の
単
一
指
向
性
マ

イ
ク
を
適
当
な
間
隔
を
あ
け
て
配
置
す
る
「
レ
ベ
ル
・
位
相
差
方
式
」、
2
個
の
単
一
指
向
性
マ
イ
ク
を

一
点
に
配
置
す
る
「
レ
ベ
ル
方
式
」、多
数
の
モ
ノ
ラ
ル
マ
イ
ク
の
入
力
を
そ
れ
ぞ
れ
適
当
に
左
右
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
に
ふ
っ
て
、
架
空
の
ス
テ
レ
オ
音
場
を
つ
く
る
「
分
岐
方
式
」
の
3
つ
の
方
式
が
あ
る
。
２
つ
並

べ
れ
ば
立
体
的
に
聴
こ
え
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
も
な
く
、
特
に
マ
イ
ク
と
マ
イ
ク
の
距
離
を
開
け
る

（
位
相
差
を
利
用
す
る
）
場
合
は
、
そ
の
距
離
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

＊
位
相
差

　

波
の
１
周
期
を360

度
と
し
て
、
揺

れ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
ズ
レ
を
角
度
で
表
し

た
も
の
を
位
相
差
と
言
う
。
例
え
ば
同
じ

振
動
数
の
２
つ
の
波
が
位
相
差180

度

で
揺
れ
て
い
れ
ば
、
一
方
が
山
の
瞬
間
に

他
方
は
谷
と
い
う
関
係
に
な
る
。

　

位
相
差180

度
と
い
う
の
は
、
ス
テ

レ
オ
の
ス
ピ
ー
カ
の
一
方
を
プ
ラ
ス
・
マ

イ
ナ
ス
逆
に
つ
な
い
で
し
ま
っ
た
場
合
が
、

そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
の
場
合
、
２
つ
の

マ
イ
ク
を
音
源
に
対
し
て
半
波
長
分
離
し

て
ス
テ
レ
オ
録
音
し
た
よ
う
な
、
左
右
が

分
離
し
た
聴
こ
え
方
に
な
る
。
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２　

音
響
入
力
装
置
の
機
能

　

さ
て
次
に
そ
の
機
能
の
問
題
で
あ
る
が
、
マ
イ
ク
は
音
響
を
電
気
信
号
に
変
換
す
る
最
初
の
砦
で
あ
り
、

そ
の
良
し
悪
し
は
後
の
す
べ
て
の
処
理
・
記
録
に
影
響
す
る
。
処
理
・
記
録
系
が
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
て
い

て
も
、
入
力
の
段
階
で
十
分
な
素
材
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
の
先
に
限
界
を
生
じ
て
し
ま
う
。

　

マ
イ
ク
の
特
性
を
表
わ
す
値
に
は
、
感
度
・
雑
音
・
周
波
数
特
性
・
指
向
特
性
・
最
大
無
歪
み
音
圧
レ

ベ
ル
・
公
称
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
・
共
振
周
波
数
な
ど
が
あ
る
。

　

感
度
と
い
う
の
は
聴
覚
で
言
う
最
小
可
聴
値
と
は
意
味
が
異
な
り
、1kH

z

・1
μ

bar

の
平
面
波
を

正
面
か
ら
与
え
た
場
合
に
発
生
す
る
電
圧
で
、
１
Ｖ
を
０
dB
と
し
た
dB
単
位
で
表
示
す
る
。
通
常-80dB

か
ら-45dB

の
間
の
値
を
と
る
。
た
だ
し
、
単
に
感
度
が
よ
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
適

切
な
情
報
の
記
録
に
は
必
要
外
の
音
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

雑
音
は
そ
れ
自
体
か
ら
発
生
す
る
も
の
を
言
い
、
音
圧
レ
ベ
ル
に
換
算
し
て
表
わ
す
。
こ
れ
は
当
然
小

さ
な
値
で
あ
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
。

　

周
波
数
特
性
と
は
、
周
波
数
領
域
に
お
け
る
感
度
分
布
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
低
中
音
域
で
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
静
電
形
が
良
く
、
次
に
動
電
形
、
そ
の
他
で
は
い
わ
ゆ
る
良
質
な
録
音
は
望
め
な
い
と

言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
に
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
と
い
う
こ
と
が
美
的
に
良
い
音
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら

な
い
。「
機
械
」
で
あ
る
マ
イ
ク
は
、
そ
の
構
成
の
し
か
た
で
様
々
な
帯
域
に
対
応
す
る
も
の
が
実
現
で

き
る
わ
け
で
、
録
音
す
る
用
途
に
よ
っ
て
適
切
な
帯
域
を
も
つ
マ
イ
ク
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
の
方
が

む
し
ろ
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
帯
域
の
広
い
音
楽
の
録
音
の
場
合
は40H

z

〜15000H
z

と
ほ
ぼ

可
聴
域
全
域
が
必
要
に
な
る
が
、
音
声
の
録
音
で
は100

〜8000H
z

に
重
点
を
置
く
な
ど
、
必
要
の

な
い
帯
域
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
がS/N

比
向
上
の
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。

　

指
向
特
性
と
は
、
音
源
の
方
向
と
感
度
と
の
関
係
を
表
す
も
の
で
、
無
指
向
性
・
単
一
指
向
性
・
両
指

向
性
・
ラ
イ
ン
・
放
物
面
（
パ
ラ
ボ
ラ
）
集
音
な
ど
の
分
類
が
あ
る
。
無
指
向
性
は
全
方
向
に
つ
い
て

均
等
な
感
度
分
布
を
も
つ
も
の
、
単
一
指
向
性
は
マ
イ
ク
を
向
け
た
側
の
約180

度
の
範
囲
に
つ
い
て

感
度
が
高
い
も
の
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
、
最
も
指
向
性
の
強
い
パ
ラ
ボ
ラ
集
音
で
は
前
面
20
度
以
下
で
、

前
方
の
集
音
距
離
は
無
指
向
性
マ
イ
ク
の
３
倍
以
上
と
な
る
。

　

最
大
無
歪
み
音
圧
レ
ベ
ル
は
、
出
力
の
高
調
波
歪
み
率
が
１
％
以
上
に
な
る
と
き
の
入
力
音
圧
レ
ベ
ル

で
あ
る
。
人
間
の
耳
で
は
鼓
膜
を
破
く
危
険
が
あ
っ
て
測
定
で
き
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
は
「
正
常

に
機
能
す
る
範
囲
」
を
示
す
値
と
し
て
測
定
で
き
る
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
レ
ン
ジ
と
い
う
言
葉
も
こ
れ
に
近

い
も
の
で
「
ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル
（
下
限
）
か
ら
歪
み
が
生
じ
る
レ
ベ
ル
（
上
限
）
ま
で
の
範
囲
」
を
言
う
。

　

イ＊

ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
と
は
、
い
わ
ゆ
る
交
流
抵
抗
（
電
圧
／
電
流
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
機
器
間
で
の
接

続
の
際
に
重
要
な
値
で
、
当
然
整
合
を
と
っ
た
接
続
に
し
な
け
れ
ば
信
号
は
回
路
を
う
ま
く
流
れ
な
い
。

　

共
振
周
波
数
は
、
物
体
と
し
て
の
マ
イ
ク
の
固
有
振
動
数
で
、
マ
イ
ク
自
身
を
叩
い
た
と
き
に
発
生
す

る
音
の
周
波
数
と
考
え
る
と
よ
い
。
マ
イ
ク
や
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
「
個
性
」
を
生
む
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
を
追
及
す
る
場
合
に
は
や
っ
か
い
な
存
在
と
な
る
。

＊
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

　

振
動
は
、
つ
な
げ
ば
伝
わ
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
空
気
と
水
で
は

抵
抗
（
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
）
の
違
い
が
あ

る
た
め
、
空
気
中
の
振
動
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
水
の
中
に
は
伝
わ
ら
ず
、
通
常
は
反

射
さ
れ
て
し
ま
う
。
音
響
機
器
の
場
合
も

同
様
で
、
各
機
器
の
入
力
と
出
力
に
明
示

さ
れ
た
○
○
Ω
の
値
が
一
致
す
る
よ
う
に

つ
な
ぐ
必
要
が
あ
る
。
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こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
マ
イ
ク
は
「
人
」
の
聴
覚
と
は
異
な
り
、
も
の
に
よ
っ
て
様
々
な
「
個
性
」

が
存
在
す
る
た
め
、
録
音
に
際
し
て
は
個
々
の
マ
イ
ク
の
特
性
を
い
か
に
適
切
に
生
か
す
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
室
内
で
あ
れ
ば
残
響
の
程
度
、
屋
外
で
あ
れ
ば
風
に
よ
る
ノ
イ
ズ
の
問
題
、
テ

レ
ビ
・
映
画
の
ロ
ケ
で
は
マ
イ
ク
の
位
置
の
制
限
な
ど
、
状
況
に
応
じ
た
録
音
計
画
が
重
要
で
あ
る
。

　

補
足
に
な
る
が
、
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
ギ
タ
ー
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な
ど
は
周
波
数
特
性
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

さ
や
歪
み
具
合
ま
で
含
め
て
楽
器
の
個
性
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
音

を
拾
う
と
い
う
よ
り
音
を
つ
く
る
た
め
の
要
素
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
分
類
上
は
た
し
か
に
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
で
あ
り
、
増
幅
処
理
を
行
う
機
器
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
「
聴
覚
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
構

造
的
に
も
ギ
タ
ー
の
一
部
と
し
て
音
源
に
「
寄
生
」
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
そ
れ
は
楽
器
の
「
声
帯
」
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
メ
デ
ィ
ア
の
耳
」
は
そ
の
所
属
を
か
え
る
こ
と
で
「
声

帯
」
の
一
部
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

３　

デ
ジ
タ
ル
化
と
音
声
認
識

　

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
や
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
か
ら
の
入
力
は
、
そ
の
処
理
・
記
録
が
デ
ジ
タ
ル
と
な
る
場
合
は

A
/D

変
換
が
必
要
と
な
る
。
俗
に
サ
ン
プ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
音
声
の
デ
ジ
タ
ル
化
マ
シ
ン
は
音
楽
の
分
野

か
ら
登
場
し
た
が
、
現
行
の
大
半
の
デ
ジ
タ
ル
機
器
は
ア
ナ
ロ
グ
音
声
入
力
端
子
を
持
ち
、
そ
の
内
部
で

A
/D

変
換
（
俗
に
言
う
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
）
が
で
き
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

音
声
の
デ
ジ
タ
ル
化
で
は
、
原
音
波
形
を
ど
こ
ま
で
忠
実
に
再
現
す
る
か
、
そ
の
必
要
性
に
応
じ
て
標

本
化
周
波
数
と
量
子
化
数
と
呼
ば
れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

標
本
化
定
理
（sam

pling theorem

）
に
よ
れ
ば
、
標
本
化
周
波
数
は
、
信
号
に
含
ま
れ
る
最
高
周
波

数
の
2
倍
以
上
必
要
で
あ
る
。「
人
」
の
聴
覚
は20,000H

z

＝20kH
z

ま
で
の
帯
域
を
も
つ
の
で
、
標

本
化
周
波
数
が40kH

z

以
上
あ
れ
ば
、
耳
に
は
十
分
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
聴
こ
え
る
。
実

際
に
は 

44.1kH
z

・22.05kH
z

・11.025kH
z

と
い
っ
た
レ
ー
ト
の
も
の
が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て

お
り
、
順
に
Ｃ
Ｄ
・
ラ
ジ
オ
放
送
・
電
話
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
と
考
え
る
と
よ
い
。

　

量
子
化
数
は
音
の
波
形
の
振
幅
を
何
段
階
に
分
け
る
か
に
関
わ
る
も
の
で
、
例
え
ば
量
子
化
数
16
ビ
ッ

ト
で
あ
れ
ば
、
音
の
強
弱
が2

16

＝65,536

段
階
で
表
現
さ
れ
る
。
一
般
に
Ｃ
Ｄ
で
は
16
ビ
ッ
ト
、
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
16
ビ
ッ
ト
や
8
ビ
ッ
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
モ
ノ
ラ
ル
か
ス
テ
レ
オ
か
と
い
う
選
択
が
必
要
で
、
ス
テ
レ
オ
で
あ
れ
ば
当
然
2

倍
の
情
報
量
と
な
る
。

　

音
声
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
こ
と
で
高
度
な
レ
ベ
ル
の
処
理
が

可
能
に
な
る
。
例
え
ば
特
定
話
者
方
式
の
音
声
認
識
で
は
、
ま
ず
特
定
の
話
者
の
声
で
言
葉
の
入
力
を
行

い
、
あ
ら
ゆ
る
音
節
に
つ
い
て
の
特
徴
分
布
を
も
と
に
分
類
識
別
の
枠
組
み
を
形
成
し
て
、
こ
れ
を
知
識

ベ
ー
ス
と
し
て
記
憶
す
る
。
識
別
の
段
階
で
は
、
入
力
さ
れ
た
音
が
、
記
憶
さ
れ
た
分
類
枠
組
み
の
中
で

ど
の
音
と
強
い
相
関
を
示
す
か
に
よ
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
音
節
を
識
別
す
る
。
も
し
、「
い
く
つ
か
の
命

令
語
を
区
別
す
る
だ
け
」
と
い
う
問
題
で
あ
れ
ば
、
言
葉
を
音
節
単
位
に
区
分
す
る
と
い
う
手
間
が
省
け
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る
分
、
処
理
は
容
易
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
メ
デ
ィ
ア
の
脳
」
の
場
合
に
も
「
人
の
脳
」
と
同
様
に
、

一
種
の
知
識
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
も
た
せ
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
処
理
を
さ
せ
な
け
れ
ば
、
高
度
な
認
知

的
判
断
は
む
ず
か
し
い
。

　

４　

音
響
の
ア
ナ
ロ
グ
記
録

　

今
日
あ
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
見
れ
ば
、
音
響
は
画
像
よ
り
も
簡
単
に
扱
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
、

音
響
の
記
録
は
、
実
は
画
像
の
記
録
と
し
て
の
写
真
よ
り
も
歴
史
が
浅
い
。
蓄
音
機
の
発
明
者
エ
ジ
ソ
ン

（1847-1931

）
も
、
彼
が
生
ま
れ
た
と
き
写
真
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
映
画
に
つ
い
て

も
始
め
は
サ
イ
レ
ン
ト
（
無
声
映
画
）
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ト
ー
キ
ー
は1930

年
代
か
ら
後
の
こ
と
で

あ
る
（
ト
ー
キ
ー
第
1
作
は
、1927

年
ア
メ
リ
カ
映
画
の
『
ジ
ャ
ズ
・
シ
ン
ガ
ー
』）。
音
響
は
時
間
軸

を
基
軸
と
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
そ
の
記
録
再
生
に
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
動
作
で
き
る
仕
組
が
必
要
で
、

こ
れ
は
ア
ナ
ロ
グ
に
せ
よ
デ
ジ
タ
ル
に
せ
よ
、
高
速
で
動
作
さ
せ
る
と
い
う
技
術
の
成
熟
を
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
余
談
に
な
る
が
、
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
写
真
は
あ
る
が
、
声
の
記
録
は
な
い
。

最
近
の
人
で
も
声
の
記
録
は
め
っ
た
に
存
在
し
な
い
。
我
々
は
も
と
も
と
、
音
声
を
記
録
す
る
と
い
う
こ

と
を
写
真
ほ
ど
に
は
重
視
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ア
ナ
ロ
グ
記
録
の
原
理
は
文
字
通
り
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
（
類
似
的
）
で
、
要
す
る
に
空
気
の
振
動
の
様
子

を
、
そ
れ
に
似
た
形
で
、
物
理
的
・
化
学
的
・
光
学
的
・
電
磁
気
的
状
態
に
置
き
換
え
て
、
線
的
に
再
現

で
き
れ
ば
よ
い
。
た
だ
、
動
き
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
記
録
に
は
必
然
的
に
回
転
す
る
機

構
が
必
要
と
な
り
、
現
に
我
々
が
眼
に
す
る
ア
ナ
ロ
グ
記
録
媒
体
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
。

　

具
体
的
な
媒
体
と
し
て
は
、（
現
在
で
は
一
部
の
人
に
し
か
縁
が
な
い
が
）
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
に
機
械

的
に
溝
を
掘
っ
た
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ
ー
ド
、
映
画
の
サ
ウ
ン
ド
ト
ラ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
光
学
録
音
の
媒
体
と

な
る
フ
ィ
ル
ム
、
そ
し
て
（
こ
れ
も
現
在
で
は
利
用
者
が
少
な
く
な
っ
た
が
）
強
磁
性
材
を
塗
っ
た
テ
ー

プ
に
電
気
信
号
を
磁
気
の
変
化
と
し
て
記
録
す
る
磁
気
録
音
テ
ー
プ
な
ど
が
あ
る
。
磁
気
テ
ー
プ
媒
体
に

は
、
ノ
ー
マ
ル
・
ハ
イ
・
メ
タ
ル
な
ど
の
一
般
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
区
分
で
呼
ば
れ
る
、
ガ
マ
ヘ
マ
タ
イ
ト

系
・
ク
ロ
ー
ム
系
・
メ
タ
ル
系
の
も
の
が
あ
り
、
順
に
高
域
で
の
特
性
が
よ
く
な
る
。

　

５　

音
響
の
デ
ジ
タ
ル
記
録

　

標
本
化
・
量
子
化
に
よ
っ
て
数
値
デ
ー
タ
と
な
っ
た
音
声
は
、「
０
・
１
」
に
対
応
す
る
2
値
状
態
で
媒

体
に
記
録
さ
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
音
声
情
報
を
記
録
す
る
媒
体
と
し
て
は
、
オ
ー
デ
ィ
オ
Ｃ
Ｄ(Com

pact 

D
isc)

、
Ｍ
Ｄ(M

ini D
isk)

・
Ｄ
Ａ
Ｔ(D

igital A
udio Tape)

と
い
っ
た
音
楽
情
報
の
記
録
を
主
目
的
と

し
た
記
録
媒
体
と
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
ー
や
Ｈ
Ｄ
（H

ard D
isk

）
な
ど
、
汎
用
の
補
助
記
憶

媒
体
と
が
あ
る
。
特
に
ポ
ー
タ
ブ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
に
関
し
て
は
、
Ｐ
Ｃ
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
持
ち
運
び

に
も
兼
用
で
き
る
、
汎
用
の
リ
ム
ー
バ
ブ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
が
日
常
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
音
楽
情
報
の
記
録
が
主
目
的
の
前
３
者
に
つ
い
て
、
概
要
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
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Ｃ
Ｄ
：
「
０
・
１
」
に
対
応
す
る
結
晶
の
向
き
を
生
成
す
る
こ
と
で
、
レ
ー
ザ
に
よ
る
非
接
触
読
み

取
り
を
実
現
し
た
媒
体
で
、
デ
ジ
タ
ル
の
デ
ィ
ス
ク
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
（1982

年
発
表
）。

標
本
化
周
波
数44.1kH

z

、
量
子
化
16
ビ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

Ｍ
Ｄ
：
光
磁
気
記
録
方
式
の
デ
ィ
ス
ク
で
、
Ｍ
Ｏ
と
同
様
の
媒
体
で
あ
る
。
レ
ー
ザ
に
よ
っ
て
小
磁
石

を
加
熱
し
、
磁
性
変
化
が
可
能
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
「
０
・
１
」
に
対
応
す
る
向
き
に
磁
場
を
か
け
る
と

い
う
方
法
で
記
録
を
行
い
、
逆
に
読
み
込
む
場
合
は
、
レ
ー
ザ
の
反
射
光
の
偏
光
角
が
小
磁
石
の
磁
極
の

向
き
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
利
用
す
る
。

　

Ｄ
Ａ
Ｔ
：
幅3.81m

m

の
酸
化
鉄
テ
ー
プ
や
メ
タ
ル
テ
ー
プ
を
使
用
す
る
磁
気
記
録
方
式
の
媒
体
で
、

録
音
に
は
い
く
つ
か
の
モ
ー
ド
が
あ
る
が
、標
準
で
標
本
化
周
波
数48kH

z

、量
子
化
16
ビ
ッ
ト
で
、テ
ー

プ
ソ
フ
ト
の
再
生
は44.1kH

z

、
16
ビ
ッ
ト
と
CD
と
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
、
汎
用
の
メ
デ
ィ
ア
に
記
録
さ
れ
る
音
声
デ
ー
タ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
非
圧
縮
型
の
も
の
で
は 

Ａ
Ｕ
（U

N
IX

）、Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
（M

icrosoft/IBM

）、Ａ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
（A

pple

）
な
ど
、 

ま
た
圧
縮
型
の
も
の
で
は
、

Ｍ
Ｐ
３
（Fraunhofer/IIS

）、   

Ｗ
Ｍ
Ａ
（M

icrosoft

）、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｃ
３
（SO

N
Y

）
な
ど
、
複
数
の
形

式
が
あ
る
。
ク
ォ
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
標
本
化
周
波
数44.1kH

z
、
量
子
化
16
ビ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、

用
途
に
応
じ
て
数
段
階
の
選
択
肢
が
あ
る
。

　

さ
て
最
後
に
、
ア
ナ
ロ
グ
と
の
決
定
的
な
違
い
と
な
る
情
報
の
質
の
問
題
に
触
れ
よ
う
。
デ
ジ
タ
ル
記

録
媒
体
に
お
け
る
情
報
の
ク
ォ
リ
テ
ィ
ー
は
、
先
に
述
べ
た
標
本
化
周
波
数
・
量
子
化
数
の
値
、
お
よ
び

圧
縮
の
方
法
と
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
一
義
的
に
決
ま
る
も
の
で
、
記
録
さ
れ
る
媒
体
の
物
理
特
性
と
は
無

関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
媒
体
間
で
の
情
報
の
交
換
や
複
製
（
著
作
権
の
問
題
を
考
慮
し
て
転
送
先

や
回
数
に
制
限
が
か
か
る
も
の
も
あ
る
）
を
何
回
行
っ
て
も
、
情
報
の
質
が
落
ち
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の

点
は
、
音
質
が
媒
体
に
左
右
さ
れ
た
り
、
複
製
に
よ
っ
て
確
実
に
音
質
が
劣
化
し
た
り
す
る
ア
ナ
ロ
グ
媒

体
と
は
大
き
く
異
な
る
。　

　

ｐ
Ｃ
の
画
面
で
、音
声
フ
ァ
イ
ル
を
開
い
て
み
よ
う
（ 

録
音
や
編
集
の
で
き
る
ソ
フ
ト
で
〜.w

av 

フ
ァ

イ
ル
を
開
い
て
、
部
分
を
拡
大
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
）。「
メ
デ
ィ
ア
の
記
憶
」
の
中
で
は
、
サ
ウ
ン
ド

は
、
た
だ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
波
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
意
識
や
感
情
と
い
っ
た
も
の
と
は

当
然
無
関
係
で
、
ま
た
「
意
味
」
を
担
う
よ
う
な
分
節
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
空
気
の
弾
性
波
を

電
気
的
に
横
波
に
お
き
か
え
た
だ
け
の
ギ
ザ
ギ
ザ
で
あ
る
。
我
々
は
、
言
葉
や
音
楽
を
聴
く
と
い
う
こ
と

に
特
に
難
し
さ
を
感
じ
て
い
な
い
が
、
こ
の
連
続
波
形
か
ら
、
言
葉
の
要
素
と
し
て
の
音
や
、
特
定
の
楽

器
の
音
、
ま
し
て
や
音
楽
の
「
美
し
さ
」
な
ど
と
い
う
も
の
を
取
り
出
す
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
記
述
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
間
の
脳
は
、
こ
ん
な
状
態
の
も
の
を
、
様
々

0

0

な0

レ
ベ
ル

0

0

0

の0

意
味
の
あ
る
か
た
ち

0

0

0

に
体
制
化
し
な
が
ら

そ
れ
を
捉
え
て
い
る
の
だ
。
人
は
な
ぜ
音
楽
を
聴
く
の
か
、
そ
の
ま
え
に
、
そ
も
そ
も
こ
ん
な
ギ
ザ
ギ
ザ

か
ら
な
ぜ
言
葉
や
音
楽
が
聴
こ
え
て
く
る
の
か
。
メ
デ
ィ
ア
に
記
録
さ
れ
た
音
の
正
体
を
見
る
と
、
そ
ん

な
素
朴
な
疑
問
も
生
ま
れ
て
く
る
。
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メ
デ
ィ
ア
の
視
覚 

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
視
覚
」
に
は
、
世
界
を
一
挙
0

0

に
と
ら
え
る
も
の
（
例
え
ば
35
㎜
カ
メ
ラ
）
と
、
そ
れ
を

さ
ら
に
水
平
走
査
と
垂
直
走
査

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
に
よ
っ
て
線
的
な
電
気
信
号
に
変
換
し
て
と
ら
え
る
も
の
（
例
え
ば
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
ス
キ
ャ
ナ
）
と
が
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
要
す
る
に
像
を
形
成
す
る
仕
組
み
が
化
学
的

か
電
気
的
か
で
決
ま
る
も
の
で
、
電
気
信
号
と
い
う
時
間
軸
上
の
情
報
を
利
用
す
る
も
の
は
、
お
の
ず
と

走
査
変
換
と
い
う
仕
組
み
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
像
が
記
録
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
す
べ
て
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
あ
り
、
見
え
る

も
の
す
べ
て
が
無
差
別
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

１　

画
像
入
力
装
置
の
基
本
構
造

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
目
」
す
な
わ
ち
「
カ
メ
ラ
」
の
基
本
構
造
を
、
歴
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
確
認
し
よ
う
。

　

カ
メ
ラ
の
歴
史
の
第
1
段
階
は
「
針
穴
を
あ
け
た
暗
い
部
屋
」、
い
わ
ゆ
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ

で
あ
る
。
中
世
の
画
家
（
例
え
ば
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
）
は
す
で
に
風
景
絵
画
の
補
助
手
段
と
し
て
そ
の
原
理
を

利
用
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
暗
い
部
屋
の
一
方
の
壁
に
小
さ
な
穴
を
開
け
る
と
、
外
の
風
景
が
穴
の
反
対

側
の
壁
に
さ
か
さ
ま
に
写
し
出
さ
れ
る
（
倒
立
像
が
で
き
る
）
と
い
う
現
象
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
ず
っ
と

以
前
か
ら
偶
然
的
に
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

針
穴
の
か
わ
り
に
凸
レ
ン
ズ
を
つ
け
る
と
集
光
面
積
が
大
き
く
な
り
、
出
来
上
が
る
倒
立
像
も
明
る
く

な
る
。
像
の
で
き
る
面
を
す
り
硝
子
に
し
て
ト
レ
ー
ス
す
れ
ば
風
景
画
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
レ
ン
ズ
と

す
り
硝
子
を
も
つ
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
は
18
世
紀
ご
ろ
か
ら
画
家
の
あ
い
だ
に
普
及
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
が
カ
メ
ラ
の
歴
史
の
第
2
段
階
で
あ
る

　

歴
史
の
第
3
段
階
は
、1839

年
、
像
を
自
動
的
に
定
着
さ
せ
る
写
真
術
の
発
明
で
幕
を
あ
け
る
。
こ

の
発
明
に
よ
っ
て
多
く
の
肖
像
画
家
や
風
景
画
家
が
転
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
ほ
ど
、
そ
れ
は
画

期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、後
の
イ
ー
ス
ト
マ
ン
・
コ
ダ
ッ
ク
社
の
ロ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム（1888

）

に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
現
在
の
ス
チ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
原
型
が
完
成
す
る
。

　

ス
チ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
構
造
は
、
一
般
に
外
界
側
か
ら
順
に
レ
ン
ズ
・
絞
り
・
シ
ャ
ッ
タ
ー
・
フ
ィ
ル
ム

面
と
な
っ
て
お
り
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
存
在
を
除
い
て
は
「
人
」
の
眼
球
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
現
在
の
ス

チ
ー
ル
カ
メ
ラ
は
、
35
㎜＊

・
Ａ
Ｐ
Ｓ
（
約
20
㎜
）・
中
判
（
6
×
6
・
6
×
９
㎝
）・
大
判
（
4
×
5
・
8

×
10
イ
ン
チ
）
な
ど
フ
ィ
ル
ム
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
分
類
で
き
る
。

　

光
学
系
の
構
造
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
フ
ィ
ル
ム
を
一
定
の
速
さ
で
断
続
的
に
動
か
せ
ば
映
画
撮
影
用

の
カ
メ
ラ
と
な
る
。1895

年
に
は
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
よ
っ
て
そ
の
上
映
が
行
わ
れ
て
お
り
、
写
真

か
ら
50
年
後
に
映
画
の
誕
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
35
㎜
他
様
々
な
サ
イ
ズ
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
Ｃ
Ｆ

や
映
画
撮
影
と
い
っ
た
業
務
用
の
も
の
の
み
で
、
一
般
に
は
馴
染
み
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ス
チ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
光
学
系
に
加
え
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
光
電
変
換
系
を
用
い
、
光
の
二
次
元
像
を
線
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的
な
電
気
信
号
に
変
換
し
て
順
次
転
送
す
る
仕
組
み
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
が

で
き
あ
が
る
。
テ
レ
ビ
放
送
と
し
て
実
用
化
さ
れ
る
の
は1936

年
で
あ
り
、ビ
デ
オ
と
い
う
記
録
メ
デ
ィ

ア
が
実
用
化
し
た
の
が1956

年
。
つ
ま
り
記
録
で
き
る
カ
メ
ラ
と
し
て
は
、
半
世
紀
の
歴
史
し
か
も
た

な
い
新
し
い
カ
メ
ラ
で
あ
る
。
レ
ン
ズ
群
に
よ
る
光
学
像
の
生
成
、イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
に
よ
る
光
電
変
換
・

蓄
積
・
走
査
、
さ
ら
に
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
へ
の
記
録
で
電
子
的
信
号
処
理
・
電
磁
気
的
変
換
・
機
械
的
動
作
。

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
は
像
の
記
録
に
至
る
ま
で
に
、
多
く
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
由
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

画
像
入
力
装
置
の
機
能

　
「
カ
メ
ラ
」
の
機
能
に
つ
い
て
、
レ
ン
ズ
の
性
能
・
レ
ン
ズ
の
焦
点
距
離
・
絞
り
・
シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー

ド
と
い
っ
た
撮
影
パ
ラ
メ
ー
タ
を
中
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

レ
ン
ズ
の
性
能

　

カ
メ
ラ
と
い
う
機
械
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
光
学
系
を
構
成
す
る
の
が
レ
ン
ズ
で
あ
る
。
レ
ン
ズ
の
材

質
は
光
学
硝
子
と
い
う
良
質
の
硝
子
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
ク
ラ
ウ
ン
ガ
ラ
ス
（
K
）、
そ
れ
に
鉛
を

加
え
て
屈
折
率
を
上
げ
た
フ
リ
ン
ト
ガ
ラ
ス
（
F
）
の
二
つ
に
な
る
。
光
学
硝
子
は
当
然
無
色
透
明
で
均

質
で
あ
り
、
光
の
透
過
に
関
し
て
等
方
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
レ
ン
ズ
の
設
計
に
必
要
な
光
学
常
数
、
す
な

わ
ち
精
巧
な
屈
折
率
と
分
散
率
を
も
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
一
枚
の
凸
レ
ン
ズ
だ
け
で
は

光
の
波
長
に
よ
る
屈
折
率
の
差
、
い
わ
ゆ
る
色
収
差
が
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
複
数
の
レ
ン
ズ
を
群
に
構

成
し
て
単
体
の
レ
ン
ズ
に
見
立
て
る
。

　

レ
ン
ズ
に
は
F
ナ
ン
バ
ー
と
い
う
数
値
が
あ
り
、
そ
れ
ら
も
レ
ン
ズ
の
性
能
に
関
係
す
る
。
略
説
す
る

と
、
F
ナ
ン
バ
ー
は
「
焦
点
距
離
／
レ
ン
ズ
の
有
効
径
」
を
表
わ
す
値
（
暗
さ
の
尺
度
と
言
え
る
）
で
、

レ
ン
ズ
の
口
径
が
大
き
く
な
り
F
ナ
ン
バ
ー
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
「
明
る
い
レ
ン
ズ
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
レ
ン
ズ
は
口
径
の
大
き
な
も
の
ほ
ど
分
散
・
収
差
が
大
き
く
な
り
そ
の
分
良
質
の
レ
ン
ズ
の
製
造
が

難
し
い
た
め
、
一
般
的
な
カ
メ
ラ
で
は
F
ナ
ン
バ
ー1.4

〜2.8

程
度
の
レ
ン
ズ
が
つ
い
て
い
る
。

　
「
メ
デ
ィ
ア
の
目
」
で
あ
る
カ
メ
ラ
の
意
義
が
、
世
界
を
客
観
的
に
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
世
界
を
細
部
ま
で
あ
ざ
や
か
に
写
取
る
こ
と
の
で
き
る
レ
ン
ズ
は
そ
れ
だ
け
で
価
値
が
あ
る
。

　

し
か
し
、「
メ
デ
ィ
ア
の
耳
」
で
あ
る
マ
イ
ク
の
場
合
と
同
様
で
、
ム
ラ
が
な
く
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
空

間
周＊

波
数
特
性
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
美
的
な
映
像
を
写
し
出
す
と
い
う
こ
と
と
は
必
ず
し
も
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
。
技
術
的
な
成
果
が
美
的
要
求
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど

の
世
界
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
レ
ン
ズ
の
味
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
様
々
な
収
差

に
よ
る
ボ
ケ
ぐ
あ
い
と
い
う
も
の
が
レ
ン
ズ
の
個
性
で
あ
り
、
我
々
は
そ
う
し
た
「
味
」
を
必
要
に
応
じ

て
選
択
す
る
と
い
う
思
考
法
も
捨
て
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

レ
ン
ズ
の
焦
点
距
離

　

焦
点
距
離
は
レ
ン
ズ
の
主
点
（
後
ろ
側
主
点
）
か
ら
焦
点
面
（
フ
ィ
ル
ム
面
）
ま
で
の
距
離
の
こ
と
だ
が
、

＊
空
間
周
波
数
特
性

　

一
般
に
、
レ
ン
ズ
の
描
写
力
はM

TF

（ M
oduration Transfer Function 

）

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
評
価
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
画
像
の
細
か
さ
に
対
し
て
ど
の
程
度

ま
で
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
正
確
に
再
現
で
き

る
か
を
グ
ラ
フ
に
す
る
形
で
提
示
さ
れ
る
。

単
に
解
像
力
（
本
数
/
ミ
リ
）
の
高
さ
だ

け
で
な
く
、
レ
ン
ズ
の
空
間
周
波
数
特
性

の
分
布
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
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カ
メ
ラ
の
機
能
の
問
題
と
し
て
焦
点
距
離
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
値
が
画
角
（
具
体
的
に
は
主
点
か
ら
画

面
の
対
角
線
の
両
端
と
を
結
ぶ
線
の
な
す
角
）
に
直
接
関
わ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
35
㎜
フ
ィ
ル

ム
の
場
合
は
、
サ
イ
ズ
36
×
24
㎜
で
対
角
線
43.2
㎜
で
あ
る
か
ら
、
焦
点
距
離
50
㎜
で
画
角
46
度
と
な
る
。

　

焦
点
距
離
が
短
く
な
れ
ば
画
角
は
大
き
く
（
ワ
イ
ド
に
）
な
り
、
長
く
な
れ
ば
画
角
は
狭
く
（
望
遠

に
）
な
る
。
人
間
の
眼
に
自
然
に
見
え
る
角
度
が
ほ
ぼ
50
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
50
㎜
の
レ
ン
ズ
は
標
準
レ

ン
ズ
、
28
㎜
や
35
㎜
は
広
角
レ
ン
ズ
、
じ
っ
と
見
つ
め
る
画
角
に
あ
た
る
85
㎜
は
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
レ
ン
ズ
、

135
㎜
や
200
㎜
な
ど
は
望
遠
レ
ン
ズ
と
呼
ば
れ
る
（
た
だ
し
、
同
じ
焦
点
距
離
何
㎜
と
記
載
さ
れ
て
い
て
も

フ
ィ
ル
ム
の
大
き
さ
や
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
サ
イ
ズ
が
変
わ
れ
ば
画
角
も
変
わ
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
例
え
ば
６
×
６
㎝
の
フ
ィ
ル
ム
で
は
焦
点
距
離
80
㎜
が
標
準
画
角
と
な
る
し
、
35
㎜
よ
り
サ
イ
ズ
の

小
さ
い
Ｃ
Ｃ
Ｄ
を
用
い
る
デ＊

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
は
焦
点
距
離
が
非
常
に
短
く
て
も
標
準
画
角
と
な
る
場
合

が
あ
る
）。
こ
の
値
が
固
定
的
な
レ
ン
ズ
を
単
焦
点
レ
ン
ズ
、
こ
の
値
を
一
定
の
範
囲
で
変
え
ら
れ
る
も

の
を
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
と
言
う
。

　

絞
り

　

絞
り
は
レ
ン
ズ
の
使
用
面
積
つ
ま
り
明
る
さ
を
調
節
す
る
単
純
な
機
構
で
あ
り
、
も
の
に
よ
る
優
劣
の

差
が
ほ
と
ん
ど
無
い
部
分
で
あ
る
。
絞
り
機
構
は
レ
ン
ズ
群
の
中
間
に
あ
っ
て
、
複
数
枚
の
金
属
羽
根
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
レ
ン
ズ
鏡
胴
の
絞
り
リ
ン
グ
で
開
閉
を
調
節
す
る
が
、
リ
ン
グ
上
の
目
盛
は
レ
ン
ズ

の
解
放
F
値
か
ら
順
に
公
比
ル
ー
ト
2
の
等
比
数
列
で
並
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
目
盛
を
１
段
増
や
す
ご

と
に
有
効
径
が
、
１
／
√２
ず
つ
小
さ
く
な
る
（
採
光
面
積
が
半
分
に
な
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ

は
主
と
し
て
フ
ィ
ル
ム
に
あ
た
る
光
の
量
を
適
正
に
調
節
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の

目
の
虹
彩
と
同
様
、
絞
れ
ば
被
写
界
深
度
が
深
く
な
り
前
後
の
ピ
ン
ト
も
合
い
や
す
く
な
る
と
い
う
映
像

表
現
上
の
効
果
が
大
き
い
。

　

シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー
ド

　

シ
ャ
ッ
タ
ー
は
、
世
界
を
と
ら
え
る
「
一
瞬
」
と
い
う
も
の
に
ど
の
程
度
の
時
間
を
与
え
る
か
を
決
め

る
機
構
で
あ
り
、
そ
の
選
択
可
能
性
が
大
き
な
も
の
ほ
ど
カ
メ
ラ
と
し
て
の
機
能
は
優
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
一
般
的
な
ス
チ
ー
ル
カ
メ
ラ
で
は
4
秒
か
ら1/4000

秒
ま
で
の
間
を
１
／
２
倍
間
隔
で
選
択
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
絞
り
の
1
段
に
対
応
し
て
フ
ィ
ル
ム
に
あ
た
る
光
の
量
を
１
／
２
ず

つ
調
整
す
る
目
的
を
も
つ
。「
動
く
も
の
を
止
め
て
写
す
か
、
動
き
を
軌
跡
と
し
て
写
す
か
」
と
い
っ
た
、

人
間
の
目
で
は
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
視
覚
世
界
の
表
現
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
写
真
メ
デ
ィ
ア

に
特
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　

フ
レ
ー
ム
レ
ー
ト

　

動
く
映
像
を
と
ら
え
る
カ
メ
ラ
と
な
る
と
、
１
秒
あ
た
り
何
枚
の
画
像
を
撮
影
す
る
か
と
い
う
こ
と
も

重
要
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
速
度
撮
影
カ
メ
ラ
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
は
、

規
格
と
し
て
決
ま
っ
て
い
て
、
フ
ィ
ル
ム
を
使
う
映
画
の
撮
影
カ
メ
ラ
で
は
秒
間
24
フ
レ
ー
ム
（
コ
マ
）、

＊
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
画
角

　

様
々
な
サ
イ
ズ
の
Ｃ
Ｃ
Ｄ
を
使
用
す
る

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
カ
タ
ロ
グ
で
は
、
物

理
的
な
焦
点
距
離
の
記
載
が
画
角
を
説
明

す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
従
来
の

カ
メ
ラ
の
感
覚
で
理
解
で
き
る
よ
う
「
35

㎜
カ
メ
ラ
換
算
で
50
㎜
」
な
ど
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。

＊
使
い
捨
て
カ
メ
ラ

　

い
わ
ゆ
る
「
使
い
捨
て
カ
メ
ラ
」
は
、

感
度100

の
も
の
を
例
に
と
れ
ば
、
F

ナ
ン
バ
ー
11
の
25.6
㎜
レ
ン
ズ
で
、
絞
り
は

F11

固
定
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー
ド
も

1/100

固
定
と
い
う
も
の
で
、
日
中
晴

天
の
屋
外
で
2
〜
３
ｍ
の
距
離
で
ほ
ぼ
適

正
に
写
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｃ
信
号
を
ベ
ー
ス
に
し
た
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
な
ど
で
は
秒
間
30
（
正
確
に
は29.97

）
フ
レ
ー
ム

で
あ
る
。
人
間
の
目
が
チ
ラ
ツ
キ
を
感
じ
ず
に
自
然
な
仮
現
運
動
が
生
じ
る
の
が
こ
の
あ
た
り
だ
と
考
え

れ
ば
よ
い
。
こ
れ
よ
り
遅
い
と
、
動
き
が
飛
ん
だ
よ
う
な
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
も
の
に
見
え
、
逆
に
早
す
ぎ

で
も
残
像
が
ダ
ブ
っ
て
見
え
て
し
ま
う
。

　

イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ

　

フ
ィ
ル
ム
を
使
う
カ
メ
ラ
で
あ
れ
ば
、
光
学
系
（
レ
ン
ズ
・
絞
り
・
シ
ャ
ッ
タ
ー
）
ま
で
が
入
力
シ
ス

テ
ム
で
、
フ
ィ
ル
ム
は
記
録
の
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
像
を
電
気
信
号
に
変
換
し
て
か
ら
記
録
す
る
必
要

の
あ
る
カ
メ
ラ
で
は
、
光
電
変
換
系
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
ま
で
が
入
力
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
な
る
。

　

イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
は
テ
レ
ビ
・
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
・
デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
等
で
光
学
像
を
電
気
信
号

に
変
換
す
る
部
分
で
あ
り
、
レ
ン
ズ
同
様
に
最
終
的
な
画
像
の
解
像
度
や
色
調
に
大
き
く
影
響
す
る
重
要

な
部
分
で
あ
る
。
撮
像
管
と
固
体
撮
像
素
子
と
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
Ｃ
Ｃ
Ｄ
や
Ｃ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
に
代
表
さ
れ

る
固
体
撮
像
素
子
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

　

撮
像
管
は
、
イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ
と
し
て
は
テ
レ
ビ
の
初
期
か
ら
存
在
し
た
電
子
管
で
、
画
素
と
い
う
区

切
り
が
存
在
し
な
い
た
め
、
固
体
撮
像
素
子
よ
り
解
像
度
の
高
い
高
画
質
の
も
の
が
実
現
で
き
、
テ
レ
ビ

放
送
用
の
カ
メ
ラ
な
ど
は
現
在
で
も
こ
れ
を
用
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
光
学
系
か
ら
の
情
報
を
電
気
信

号
に
変
換
す
る
手
法
の
違
い
で
、
ビ
ジ
コ
ン
・
サ
チ
コ
ン
・
プ
ラ
ン
ビ
コ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
オ
ル
シ
コ
ン
・

SEC

管
な
ど
が
あ
る
。

　

固
体
撮
像
素
子
は
大
半
の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
や
デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
が
採
用
し
て
い
る
半
導
体
板
の

セ
ン
サ
で
、
1
次
元
（
ラ
イ
ン
セ
ン
サ
）
ま
た
は
2
次
元
（
エ
リ
ア
セ
ン
サ
）
に
並
ぶ
光
セ
ン
サ
の
集
合

体
を
感
光
面
と
し
て
も
つ
。
こ
れ
は
網
膜
の
状
態
に
似
て
お
り
、
各
セ
ン
サ
が
1
画
素
と
い
う
最
小
単
位

に
相
当
す
る
か
た
ち
で
、
光
電
変
換
・
蓄
積
・
走
査
の
3
つ
の
役
割
を
担
う
。
解
像
度
は
並
ん
で
い
る
画

素
の
数
で
決
ま
る
の
で
、
カ
メ
ラ
の
性
能
は
「
○
○
万
画
素
」
と
い
う
ス
ペ
ッ
ク
を
見
れ
ば
簡
単
に
区
別

で
き
る
。

　

撮
像
管
・
固
体
撮
像
素
子
と
も
に
関
わ
る
問
題
だ
が
、
カ
ラ
ー
の
映
像
信
号
は
基
本
的
に
Ｒ
Ｇ
Ｂ
3
種

の
信
号
に
分
離
し
て
取
り
だ
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
1
系
統
の
イ
メ
ー
ジ
セ
ン
サ

か
ら
取
り
出
す
方
法
と
、
光
学
的
に
Ｒ
Ｇ
Ｂ
に
分
離
し
て
3
系
統
の
セ
ン
サ
で
取
り
出
す
方
法
（
一
般
に

3
管
式
・
3
板
式
と
呼
ば
れ
る
）
と
が
あ
る
。
当
然
3
系
統
も
つ
も
の
が
高
画
質
で
あ
り
、
業
務
用
に
は

後
者
が
使
わ
れ
る
。

　

３　

デ
ジ
タ
ル
化
と
パ
タ
ー
ン
認
識

　

光
学
系
あ
る
い
は
さ
ら
に
光
電
変
換
系
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ア
ナ
ロ
グ
の
フ
ィ
ル
ム
や
映
像
信
号
を
デ

ジ
タ
ル
化
し
て
処
理
・
記
録
す
る
場
合
は
、A

/D

変
換
系
が
必
要
で
、
フ
ィ
ル
ム
ス
キ
ャ
ナ
・
イ
メ
ー

ジ
ス
キ
ャ
ナ
・
ビ
デ
オ
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
を
行
う
。
今
日
で
は
デ
ジ
タ
ル
ス

チ
ル
カ
メ
ラ
や
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
な
ど
、
光
学
系
・
光
電
変
換
系
及
びA

/D

変
換
系
を
合
わ
せ
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持
つ
機
器
が
一
般
化
し
て
お
り
、
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
す
る
こ
と
が
少

な
く
な
っ
た
が
、
世
界
を
光
の
像
と
し
て
と
ら
え
る
光
学
系
と
、
そ
れ
を
電
気
に
変
換
す
る
光
電
変
換

系
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
情
報
へ
変
換
す
るA

/D

変
換
系
、
こ
の
３
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
全
て
が
、

画
像
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
意
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
画
像
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お
い
て
も
音
声
同
様
、
標
本
化
数
と
量
子
化
数
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

画
像
の
場
合
、
縦
横
の
画
素
数
を
決
め
る
こ
と
が
標
本
化
に
あ
た
り
、
こ
の
数
はA

/D

変
換
系
の
限

度
内
で
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
問
題
は
今
述
べ
た
よ
う
に
光
学
系
と
光
電
変
換
系
が
ど

の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
原
画
像
が
35
㎜
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
画
質
は
約1000

万
画
素
程
度
に
相
当
し
、
ま
た
通
常
の
ビ
デ
オ
画
像
で
あ
れ
ば
約
30
万
画
素
程
度

に
相
当
す
る
。
原
画
像
を
超
え
る
解
像
度
を
も
た
せ
て
も
特
別
な
目
的
が
な
い
か
ぎ
り
意
味
が
な
い
た
め
、

お
の
ず
と
そ
れ
が
標
本
化
数
の
上
限
を
き
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
量
子
化
数
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
色
数
に
関
わ
る
も
の
で
、
例
え
ば
量
子
化
数
8
ビ
ッ
ト

で
あ
れ
ば256

色
、24
ビ
ッ
ト
で
あ
れ
ば1677

万
色
と
な
る
。Ｒ
Ｇ
Ｂ
各
8
ビ
ッ
ト（256

段
）で
24
ビ
ッ

ト
量
子
化
し
た
も
の
が
、
一
般
に
フ
ル
カ
ラ
ー
画
像
と
呼
ば
れ
、
我
々
の
視
覚
の
能
力
は
カ
バ
ー
さ
れ
る

（
た
だ
し
1
ビ
ッ
ト
異
な
る
だ
け
で
も
、
あ
る
程
度
の
面
積
で
並
べ
て
見
れ
ば
差
は
分
か
る
）。

　

画
像
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
こ
と
で
高
度
な
の
レ
ベ
ル
の
処
理

が
可
能
に
な
る
。
古
く
か
ら
実
用
化
さ
れ
て
い
る
Ｏ
Ｃ
Ｒ
（O

ptical Character Reader

）
等
の
数
字

認
識
シ
ス
テ
ム
に
加
え
、
手
書
き
の
文
字
認
識
も
一
般
化
し
、
さ
ら
に
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
画
像
か
ら
空
間

を
認
識
す
る
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
実
用
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

文
字
認
識
で
は
、
音
声
に
比
べ
て
識
別
の
手
が
か
り
が
多
く
、
例
え
ば
ペ
ン
入
力
の
も
の
で
は
、
ペ
ン

の
ア
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
の
情
報
か
ら
筆
順
や
画
数
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
特
定
の
筆
跡
に
限
ら
ず
、

あ
る
程
度
ク
セ
の
あ
る
文
字
で
も
ほ
ぼ
正
確
に
変
換
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
機
械
」
は
あ

ら
ゆ
る
文
字
に
つ
い
て
の
分
類
識
別
の
枠
組
み
を
知
識
ベ
ー
ス
と
し
て
記
憶
し
て
お
り
、
記
憶
さ
れ
た
分

類
枠
組
み
の
ど
の
文
字
と
相
関
が
強
い
か
を
み
る
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
の
文
字
を
識
別
す
る
。
ま
た
、
文

字
単
位
の
識
別
で
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
単
語
や
文
法
レ
ベ
ル
の
情
報
（
前
後
の
文
脈
を
参
考
に
す
る
）

も
知
識
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
で
、
文
字
識
別
能
力
を
上
げ
る
方
法
も
取
ら
れ
て
い
る
。

　

カ
メ
ラ
に
よ
る
空
間
認
識
に
関
し
て
も
視
野
内
の
特
徴
的
な
水
平
・
垂
直
線
や
、
消
点
へ
集
約
的
に
向

か
う
斜
め
の
線
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
ベ
ー
ス
を
手
が
か
り
に
し
て
お
り
、「
知
覚
」「
認
識
」
の
レ
ベ
ル

で
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
処
理
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

視
覚
情
報
の
認
識
マ
シ
ン
が
実
用
化
さ
れ
れ
ば
、
自
動
車
の
オ
ー
ト
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
や
盲
導
ロ
ボ
ッ
ト

な
ど
が
実
現
し
、
ま
た
「
人
」
の
視
覚
は
あ
ら
ゆ
る
単
純
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
人
」
は
こ
れ
ま
で
に
、
遠
く
を
見
る
（
望
遠
鏡:1609

）・
微
小
な
も
の
を
見
る
（
顕
微
鏡
）・「
一
瞬
」

を
凍
結
す
る
（
写
真:1839

）・「
動
き
」
を
記
録
す
る
（
映
画:1895

）・
遠
く
の
出
来
事
を
実
時
間
で

見
る
（
テ
レ
ビ:1936

）・
疑
似
的
な
空
間
に
介
入
す
る
（
ゲ
ー
ム
・
Ｖ
Ｒ
）
な
ど
、
視
覚
と
そ
の
周
辺

領
域
が
か
か
え
て
い
た
多
く
の
限
界
を
「
メ
デ
ィ
ア
」
に
よ
っ
て
拡
張
し
て
き
た
。
そ
の
分
だ
け
視
覚
は

セ
ン
サ
と
し
て
の
負
荷
を
減
ら
し
、そ
の
機
能
を
組
み
換
え
（
例
え
ば
、活
字
世
代
の
線
的
眼
球
制
御
か
ら
、
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漫
画
・
テ
レ
ビ
世
代
の
面
的
眼
球
制
御
へ
）、
部
分
的
に
は
そ
の
能
力
を
退
化
さ
せ
た
（
例
え
ば
、
視＊

力
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
い
将
来
、「
人
」
は
そ
の
得
意
領
域
で
あ
る
「
知
覚
・
認
識
」
を
も
「
機
械
」
に

委
ね
る
こ
と
で
、
よ
り
新
し
い
視
覚
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
我
々
は
そ
ろ
そ
ろ
「
自
由
に
な
っ

た
視
覚
で
な
に
を
見
る
か
」
と
い
う
新
し
い
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

４　

画
像
の
ア
ナ
ロ
グ
記
録

　

静
止
画
像
の
記
録
に
関
し
て
は
、
音
の
場
合
の
よ
う
な
時
間
軸
の
制
約
が
な
く
、
ま
た
ラ
ン
ダ
ム
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
カ
メ
ラ
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
な
ど
に
よ
っ
て
「
じ
っ
く
り
観
察
し
て
描
き

写
す
」
と
い
う
手
作
業
で
の
ア
ナ
ロ
グ
的
記
録
が
可
能
で
あ
っ
た
。
現
に
我
々
は
、
歴
史
上
の
人
物
の
肖

像
を
記
録
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
画
像
の
記
録
は
原
始
洞
窟
絵
画
の
時

代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、そ
れ
は
さ
て
お
き
、こ
こ
で
は1830

年
代
に
お
こ
る
「
像

の
自
動
的
記
録
」
と
い
う
も
の
を
出
発
点
と
し
よ
う
。

　

銀
塩
写
真

　

当
時
、
銀
の
光
化
学
反
応
に
着
目
し
て
カ
メ
ラ
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
の
像
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
化

学
者
や
画
家
の
試
行
錯
誤
は
、1826

年
ニ
エ
プ
ス
（J.N

.N
iepce

）
の
ヘ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、1835

年

タ
ル
ボ
ッ
ト
（W

.H
.F.Talbot

）
の
ネ＊

ガ
ポ
ジ
法
、1839

年
ダ
ゲ
ー
ル
（L.J.M

.D
aguerre

）
の
ダ
ゲ

＊
視
力

 

視
力
と
は
、
眼
で
2
つ
の
点
を
区
別
し

う
る
能
力
の
こ
と
で
、「
区
別
で
き
る
2

点
の
視
角
（
分
）」
の
逆
数
で
表
わ
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
視
角
で
1
分
に
相
当
す
る
2
点

間
の
区
別
が
で
き
る
も
の
は
、
視
力1.0

（
標
準
値
）
で
あ
る
。

レ
オ
タ
イ
プ
、1841

年
タ
ル
ボ
ッ
ト
の
カ
ロ
タ
イ
プ
の
発
表
と
い
う
か
た
ち
で
、
多
く
の
成
果
を
得
た
。

そ
し
て1888

年
イ
ー
ス
ト
マ
ン
（G

.Eastm
an

）
の
ロ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の
発
明
以
来
、
現
在
に
い
た
る

ま
で
「
銀
塩
写
真
」
は
ア
ナ
ロ
グ
記
録
の
主
役
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　

銀
塩
写
真
は
、
ハ
ロ
ゲ
ン
銀
（
AgX：

塩
化
銀
・
臭
化
銀
な
ど
）
が
光
に
よ
っ
て
黒
変
す
る
こ
と
を
利
用

す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ロ
ゲ
ン
銀
を
塗
布
し
た
面
に
光
像
を
結
ぶ
と
、
光
の
あ
た
っ
た
部
分
に
銀
核
と
よ

ば
れ
る
黒
点
が
形
成
さ
れ
る
（
潜
像
）。
こ
の
ま
ま
で
は
像
と
し
て
使
え
る
状
態
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を

さ
ら
に
モ
ノ
メ
チ
ル
パ
ラ
ア
ミ
ノ
・
フ
ェ
ノ
ー
ル
硫
酸
塩
や
ハ
イ
ド
ロ
キ
ノ
ン
を
主
薬
と
す
る
現
像
液
に

浸
す
こ
と
で
、
銀
核
の
周
囲
に
Ag
が
集
結
（
数
千
万
倍
に
増
幅
）
し
て
目
に
見
え
る
像
が
得
ら
れ
る
。
一

定
時
間
の
現
像
反
応
の
後
、
酢
酸
な
ど
に
よ
る
反
応
の
停
止
、
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
ハ
イ
ポ
）
な
ど

に
よ
る
未
露
光
AgX
の
除
去
、
す
な
わ
ち
定
着
処
理
を
終
え
て
、
像
は
永
久
化
さ
れ
る
。
一
般
に
こ
の
像
は

ネ
ガ
像
で
あ
る
た
め
、
別
の
感
光
面
（
印
画
紙
）
を
用
意
し
、
そ
の
ネ
ガ
を
透
過
す
る
光
を
感
光
さ
せ
て

同
様
の
処
理
を
行
う
こ
と
で
ポ
ジ
像
を
得
る
。
以
上
が
写
真
の
記
録
の
お
お
よ
そ
の
原
理
で
あ
る
。

　

カ
ラ
ー
写
真
の
場
合
は
、
カ
プ
ラ
ー
に
よ
る
発
色
現
像
を
行
う
。
こ
れ
は
光
を
Ｂ
Ｇ
Ｒ
の
順
に
分
離
し
、

各
々
の
補
色
に
あ
た
る
Ｙ
Ｍ
Ｃ
の
3
層
の
発
色
で
ネ
ガ
像
を
形
成
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
、
例
え
ば
、

被
写
体
の
青
い
光
は
、
フ
ィ
ル
ム
上
で
B
（Blue

）
に
感
光
す
る
層
を
Y
（Y

ellow

）
に
染
め
て
ネ
ガ
と

な
り
、
プ
リ
ン
ト
段
階
で
そ
れ
に
白
色
光
を
あ
て
る
と
、
R
と
G
が
透
過
し
て
印
画
紙
上
の
C
と
M
を
染

め
（
す
な
わ
ち
印
画
紙
上
で
は
青
の
色
が
出
て
）、
ポ
ジ
と
な
る
。

　

一
般
的
に
は
こ
の
よ
う
な
原
理
で
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
に
ネ
ガ
印
画
紙
の
組
み
合
わ
せ
で
プ
リ
ン
ト
写
真

＊
ネ
ガ
ポ
ジ
法

反
転
を
利
用
す
る
と
い
う
、
こ
の
ネ
ガ
・

ポ
ジ
法
は
「
一
枚
の
ネ
ガ
か
ら
複
数
の
ポ

ジ
が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
点
で
、
グ
ー
テ

ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
と
な
ら
ん
で
、
今

日
の
「
複
製
芸
術
」
社
会
の
き
っ
か
け
と

な
る
重
要
な
発
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
は
ネ
ガ
・
ポ
ジ
法
を
考
案
し
、
世
界
最

初
の
写
真
集
「
自
然
の
鉛
筆
」（1843

）

を
作
っ
た
タ
ル
ボ
ッ
ト
の
業
績
は
偉
大
で

あ
る
。
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と
す
る
が
、
カ
プ
ラ
ー
の
発
色
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
、
リ
バ
ー
サ
ル
（
ポ
ジ
）
フ
ィ

ル
ム
も
あ
り
、
ス
ラ
イ
ド
上
映
用
や
印
刷
物
を
作
る
場
合
の
写
真
原
稿
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ィ
ル
ム
を
使
っ
た
動
画
の
記
録
（
映
画
）
で
は
、
一
般
に
35
㎜
ロ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
を
縦
に
秒
間
24
コ

マ
と
い
う
か
た
ち
で
撮
影
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
1
コ
マ
は
、
ス
チ
ー
ル
カ
メ
ラ
が
用
い
る
1
コ
マ
の
サ

イ
ズ
の
半
分
（
24
×
18
㎜
）
で
パ
ー
フ
ォ
レ
ー
シ
ョ
ン
４
穴
分
に
あ
た
る
。
一
般
に
普
及
し
た
８
㎜
な
ど

は
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
で
あ
っ
た
が
、
オ
プ
チ
カ
ル
処
理
を
前
提
と
す
る
映
画
で
は
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
が
用
い

ら
れ
る
。

　

さ
て
次
に
銀
塩
写
真
方
式
の
特
性
の
問
題
に
触
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
感
度
と
粒
状
性
・
色
温
度
な
ど

が
そ
の
特
性
に
関
わ
る
選
択
肢
と
し
て
問
題
に
な
る
。

　

フ
ィ
ル
ム
の
感
度
はISO

感
度
と
い
う
か
た
ち
で
数
値
と
し
て
与
え
ら
れ
、
カ
ラ
ー
ネ
ガ
で
は
感
度

100

・400

等
が
普
及
し
て
い
る
。
一
般
に
こ
の
感
度
と
粒
状
性
は
相
反
す
る
も
の
で
、
感
度
の
低
い
も

の
ほ
ど
粒
子
が
細
か
く
色
の
再
現
性
も
良
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
感
度
を
と
る
か
デ
ィ
テ
ー
ル
を

と
る
か
は
ユ
ー
ザ
の
選
択
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
注
意
が
必
要
な
の
は
、
フ
ィ
ル
ム
感
度
は
カ
ラ
ー

フ
ィ
ル
ム
の
場
合
と
白
黒
フ
ィ
ル
ム
の
場
合
で
は
、
同
じ
感
度
で
も
多
少
意
味
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
カ
ラ
ー
の
場
合
は
フ
ィ
ル
ム
感
度
は
フ
ィ
ル
ム
そ
の
も
の
の
固
有
の
感
度
で
、
そ
の
値
に
無
関
係
に

現
像
処
理
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
白
黒
の
場
合
は
表
示
感
度
は
撮
影
時
の
推
奨
感
度
設
定
値
で
あ
り
、

現
像
の
際
は
設
定
し
た
感
度
値
に
応
じ
て
増
感
現
像
・
減
感
現
像
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
白
黒

で
感
度400

の
フ
ィ
ル
ム
を
、
カ
メ
ラ
の
感
度
設
定
値
を1600

や3200

に
設
定
し
て
（
フ
ィ
ル
ム

に
当
た
る
光
量
は
１
／
４
、１
／
８
と
な
る
）
撮
影
し
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
増
感
現
像
（
現
像
時
間

を
長
く
）
す
る
こ
と
で
適
正
な
ネ
ガ
が
得
ら
れ
る
（
カ
ラ
ー
の
場
合
、
こ
れ
は
基
本
的
に
は
難
し
い
）。

　

色
温
度
は
写
真
の
ホ
ワ
イ
ト
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
光
源
の
も
と
で
撮
影
す
る
か

に
応
じ
て
選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
人
」
の
視
覚
は
光
源
に
応
じ
て
自
動
的
に
ホ
ワ
イ
ト
バ
ラ

ン
ス
を
と
っ
て
い
る
が
、「
機
械
」
の
視
覚
に
は
「
白
」
は
光
源
の
色
温
度
に
よ
っ
て
赤
み
を
お
び
た
り

青
み
を
お
び
た
り
す
る
。
太
陽
光
の
も
と
で
の
撮
影
を
前
提
と
し
た
デ
イ
ラ
イ
ト
タ
イ
プ
が
一
般
的
で
ほ

ぼ6000K

を
白
色
と
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ル
ム
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
±200K

ほ
ど
前
後
す
る
。
一
方

白
熱
電
球
の
も
と
で
の
撮
影
を
前
提
と
し
た
タ
ン
グ
ス
テ
ン
タ
イ
プ
は
、
ほ
ぼ3000K

を
白
色
と
し
て

い
る
。
色
温
度
値
は
当
然
、
ホ
ワ
イ
ト
バ
ラ
ン
ス
適
正
に
た
も
つ
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、「
朝
の
青
白

い
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
太
陽
光
の
も
と
で
タ
ン
グ
ス
テ
ン
タ
イ
プ
を
使
う
」
な
ど
、
表
現
上
の
理
由

で
逆
の
選
択
が
な
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。

　

以
上
は
主
と
し
て
フ
ィ
ル
ム
の
問
題
で
あ
る
が
、
印
画
紙
に
関
し
て
補
足
す
る
と
、
表
面
の
質
感
に
つ

い
て
光
沢
・
半
光
沢
な
ど
の
区
別
が
あ
り
、
ま
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
強
さ
の
区
別
と
し
て
硬
調
・
軟
調
な

ど
が
あ
る
。

　

磁
気
テ
ー
プ

　

電
気
的
な
映
像
信
号
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
場
合
は
電
磁
気
的
な
記
録
方
式
を
と
る
。
音
声
に
比
べ

る
と
そ
の
周
波
数
が4.25M

H
z

と
大
き
い
た
め
に
、
よ
り
高
速
に
読
み
書
き
す
る
機
構
が
必
要
で
、
は
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じ
め
て
の
も
の
は
ビ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
ビ
ー
研
究
所
の
固
定
ヘ
ッ
ド
型
白
黒
で1951

年
、
そ
し
て
テ
レ
ビ

局
で
最
初
に
実
用
化
さ
れ
た
の
は
ア
ン
ペ
ッ
ク
ス
社
の
回
転
4
ヘ
ッ
ド
2
イ
ン
チ
機
で
、
テ
レ
ビ
放
送
よ

り
お
く
れ
て1956

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
庭
用
の
も
の
で
は1964

年
ソ
ニ
ー
の
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
、

1975

・1976
年
の
カ
セ
ッ
ト
式
１
／
２
イ
ン
チ
の
ベ
ー
タ
とV

H
S

方
式
、1985

年
ソ
ニ
ー
の8m

m

方
式
、
そ
し
て1996
年
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
と
次
々
に
発
展
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

媒
体
と
し
て
は
、
１
／
２
イ
ン
チ
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
で
は
一
般
に
コ
バ
ル
ト
添
加
ガ
ン
マ
酸
化
鉄
の
磁

性
体
を
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
フ
ィ
ル
ム
ベ
ー
ス
上
に
塗
布
し
た
も
の
、
ま
た
８
㎜
や
デ
ジ
タ
ル
で
は
メ
タ
ル
磁

性
体
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
。記
録
構
造
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
で
若
干
ず
つ
異
な
る
が
、基
本
的
に
は
テ
ー

プ
の
走
行
方
向
に
対
し
て
ヘ
ッ
ド
を
斜
め
に
回
転
さ
せ
、
1
フ
レ
ー
ム
分
の
映
像
信
号
を
2
つ
の
ト
ラ
ッ

ク
（
2
フ
ィ
ー
ル
ド
分
と
い
う
意
味
で
、
テ
ー
プ
上
で
は
斜
め
の
線
分
奇
跡
2
本
に
な
る
）
に
記
録
す
る
、

い
わ
ゆ
る
ヘ
リ
カ
ル
走
査
方
式
が
と
ら
れ
る
（N

TSC
対
応
の
ビ
デ
オ
で
は
ヘ
ッ
ド
は
毎
秒
30
回
転
し
て

い
る
）。

　

さ
て
、
磁
気
テ
ー
プ
の
特
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
磁
気
方
式
で
は
ヘ
ッ
ド
と
テ
ー
プ
の
相
対
速
度
・
周

波
数
特
性
が
関
わ
る
水
平
解
像
度
、
ビ
デ
オ
Ｓ
／
Ｎ
（
輝
度
）、
カ
ラ
ー
Ｓ
／
Ｎ
（
色
相
・
彩
度
）
な
ど

が
問
題
と
な
る
。
水
平
解
像
度
は
、
一
画
面
で
何
本
の
縦
縞
を
再
現
で
き
る
か
を
数
値
で
表
わ
す
も
の

で
、
画
質
競
走
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
指
標
で
あ
る
。
垂
直
方
向
に
関
し
て
は
走
査
線
の
数
以
上
の

分
解
能
は
物
理
的
に
無
理
で
あ
る
が
、
水
平
方
向
に
つ
い
て
は
信
号
（
特
に
輝
度
信
号
）
の
高
域
が
忠
実

に
再
現
で
き
れ
ば
解
像
度
は
上
が
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
こ
れ
は
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
特
性
に
依

存
す
る
こ
と
が
多
い
。
ビ
デ
オ
Ｓ
／
Ｎ
は45dB

以
上
あ
れ
ば
十
分
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
低
い
と
画

面
が
ざ
ら
つ
き
、
輪
郭
が
不
鮮
明
に
な
る
。
対
策
と
し
て
は
磁
性
体
の
超
微
粒
子
化
や
表
面
性
の
向
上
が

あ
げ
ら
れ
る
。
カ
ラ
ー
Ｓ
／
Ｎ
は
、
色
相
が
ズ
レ
る
と
い
う
Ｐ
Ｍ
ノ
イ
ズ
と
、
彩
度
す
な
わ
ち
色
の
飽
和

度
に
関
す
る
Ａ
Ｍ
ノ
イ
ズ
の
問
題
が
あ
る
が
、
特
に
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
関
し
て
は
後
者
の
問
題
が
大
き
い
。

N
TSC

で
は
輝
度
（
Y
）
と
色
度
（
I,Q
）
は
分
離
さ
れ
、
色
信
号
I,Q
は3.58M

H
z

の
色
副
搬
送
波
に
の
っ

て
い
る
。
色
彩
が
鮮
や
か
に
再
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
テ
ー
プ
が
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
周
波
数
特
性

を
も
ち
、
全
体
で4.25M

H
z

と
い
う
広
帯
域
の
映
像
信
号
に
十
分
追
随
で
き
る
能
力
が
必
要
と
な
る
。

　

５　

画
像
の
デ
ジ
タ
ル
記
録

　

標
本
化
・
量
子
化
そ
し
て
何
ら
か
の
方
式
で
圧
縮
さ
れ
た
静
止
画
・
動
画
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
、

「
０
・
１
」
に
対
応
す
る
2
値
状
態
で
媒
体
に
記
録
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
録
媒
体
は
文
字
や
音
声
・

音
楽
を
デ
ジ
タ
ル
記
録
す
る
媒
体
と
同
一
で
、
従
来
の
磁
気
記
録
方
式
を
用
い
た
テ
ー
プ
、
レ
ー
ザ
ー
に

よ
っ
て
「
０
・
１
」
に
対
応
す
る
結
晶
の
向
き
を
読
み
書
き
す
る
デ
ィ
ス
ク
、
レ
ー
ザ
に
よ
る
加
熱
と
磁

性
変
化
を
利
用
し
た
デ
ィ
ス
ク
、
そ
し
て
半
導
体
を
利
用
し
た
固
体
の
メ
モ
リ
ー
な
ど
が
使
用
で
き
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
が
採
用
し
て
い
る
Ｄ
Ｖ
テ
ー
プ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
等
が

採
用
し
て
い
る
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド
、
そ
し
て
Ｐ
Ｃ
を
経
由
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
汎
用
の
補
助
記
憶
媒
体
が

静
止
画
・
動
画
の
記
録
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
。
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ア
ナ
ロ
グ
メ
デ
ィ
ア
の
記
録
の
場
合
は
、
媒
体
の
品
質
特
性
が
直
接
記
録
さ
れ
る
情
報
の
質
に
関
わ
る

が
、
デ
ジ
タ
ル
の
場
合
は
０
と
１
が
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
、
安
定
し
て
記
録
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ

け
が
重
要
で
、
そ
れ
さ
え
正
し
く
識
別
で
き
れ
ば
、
情
報
の
質
に
は
影
響
し
な
い
。
そ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー

は
標
本
化
周
波
数
・
量
子
化
数
の
値
お
よ
び
圧
縮
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
一
義
的
に
決
ま
る
も
の
で
、
媒
体
の

物
理
特
性
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
記
録
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
在
デ
ジ
タ
ル
で
静
止
画
・
動
画
を
扱
う

場
合
の
形
式
は
Ｐ
Ｃ
上
で
読
み
書
き
で
き
る
も
の
を
含
め
る
と
か
な
り
の
数
に
な
る
。
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ

が
採
用
し
て
い
る
Ｄ
Ｖ
形
式
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
採
用
し
て
い
る
Ｍ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が
採
用
し

て
い
る
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
が
代
表
的
な
も
の
に
な
る
が
、
Ｐ
Ｃ
上
で
各
種
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
利
用
し
て
扱

う
こ
と
が
で
き
る
形
式
と
な
る
と
、
一
般
的
な
も
の
だ
け
で
も
静
止
画
で
は
Ｂ
Ｍ
Ｐ
・
Ｇ
Ｉ
Ｆ
・
Ｐ
Ｎ

Ｇ
・
Ｅ
Ｐ
Ｓ
・
Ｔ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
、
動
画
で
は
Ａ
Ｖ
Ｉ
・
Ｑ
ｕ
ｉ
ｃ
ｋ
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
に
各
種
の

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
特
有
の
形
式
が
加
わ
る
と
膨
大
な
数
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
Ｐ
Ｃ
を
経
由
し
て
デ
ー
タ
交

換
す
る
際
は
、
双
方
の
環
境
で
正
し
く
フ
ァ
イ
ル
の
読
み
書
き
が
で
き
る
か
と
い
っ
た
確
認
が
必
要
に
な

る
。
特
に
圧
縮
の
方
式
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
、
例
え
ば
同
じ
Ａ
Ｖ
Ｉ
形
式
（
フ
ァ
イ
ル
名
が

〜.avi

）
で
も
圧
縮
方
式
の
違
い
で
相
手
側
で
は
再
生
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
生
じ
る
。
最
近
で
は

大
半
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
が
あ
ら
ゆ
る
方
式
を
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
種
の
問
題

は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
扱
う
場
合
に
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
常
識
と
考
え
て
接
し

た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

静
止
画
・
動
画
に
関
連
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
充
実
、
特
に
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
と
携
帯
電
話
が
一
体
化
す
る

こ
と
で
、
カ
メ
ラ
を
日
常
的
に
携
帯
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

撮
り
直
し
は
何
度
で
も
で
き
る
し
、
現
像
代
も
い
ら
な
い
、
Ｐ
Ｃ
で
管
理
す
れ
ば
検
索
に
も
時
間
が
か
か

ら
な
い
。
面
白
い
も
の
を
見
か
け
た
と
き
、
資
料
が
必
要
な
と
き
、
時
刻
表
を
メ
モ
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
、
一
瞬
で
記
録
が
済
む
こ
と
は
非
常
に
便
利
な
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
我
々
は
、
自
分
の
目
で
見
て
記
憶
す
る
こ
と
や
、
ペ
ン
を
持
っ
て
（
手
を
動
か
し
て
）

記
憶
す
る
と
い
う
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
喜
ば

し
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
。
と
く
に
創
造
的
な
精
神
活
動
に
と
っ
て
は
、
過
去
の
記
憶
や
様
々
な
感
情
を

呼
び
さ
ま
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
見
る
事
、ペ
ン
を
走
ら
せ
な
が
ら
頭
の
中
を
整
理
す
る
こ
と
、そ
う
い
っ

た
時
間
0

0

の0

か
け
か
た

0

0

0

0

が
必
要
な
こ
と
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
視
覚
は
純
粋
な
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
正
確
に
記
録
す
る
、
一
方
、
人
の

視
覚
に
は
、
様
々
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
関
与
し
て
い
て
、
見
て
い
る
そ
の
場
で
情
報
の
「
編
集
」
が
行
わ

れ
て
い
く
。
見
る
こ
と
に
お
い
て
も
記
憶
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
は
、
そ
の
特
性
を

生
か
す
か
た
ち
で
共
存
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



Ⅱ- 122Ⅱ- 123

　

人
間
の
聴
覚 

　

聴
覚
が
捉
え
る
音
は
、
自
然
環
境
の
も
の
と
社
会
環
境
の
も
の
と
に
分
類
で
き
る
と
言
わ
れ
る
。
前
者

は
自
然
界
や
異
種
の
生
物
を
情
報
源
と
す
る
音
で
、
障
害
物
や
餌
、
外
敵
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者

は
同
種
の
生
物
同
士
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
音
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
関
心
事
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
音
の
方
で
あ
り
、
聴
覚
に
関
す
る
心
理
学
的
基
礎
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

人
間
が
音
声
や
音
楽
と
い
っ
た
情
報
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

１　

受
容
器

　

 

「
人
」
の
聴
覚
の
受
容
器
は
、
外
耳
・
中
耳
・
内
耳
の
3
つ
で
構
成
さ
れ
る
が
、
外
耳
と
中
耳
は
音
響

振
動
の
伝
達
を
、
内
耳
は
感
覚
細
胞
を
も
ち
、
刺
激
に
よ
る
興
奮
を
起
こ
す
。

　

ま
ず
外
耳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
耳＊

介
・
耳
殻
・
外
耳
道
か
ら
な
り
、
外
耳
道
の
終
端
に
は
鼓
膜
が
あ
っ

て
、
こ
れ
が
空
気
中
の
粗
密
波
を
最
初
に
体
内
へ
伝
え
る
役
割
を
担
う
。
耳
介
が3kH

z

付
近
、
耳
殻
が

5kH
z

付
近
、
外
耳
道
が2.5kH

z

付
近
に
そ
れ
ぞ
れ
共
振
点
を
も
ち
、
こ
れ
と
頭
全
体
や
胸
・
肩
等
の

共
振
も
わ
ず
か
に
関
与
し
て
、
鼓
膜
の
付
近
で
は2

〜6kH
z

の
帯
域
で
約10dB
ほ
ど
音
圧
が
上
が
っ

て
い
る
と
い
う
。
こ
の
帯
域
は
す
な
わ
ち
人
の
音
声
の
、
音
素
識
別
や
話
者
識
別
に
も
っ
と
も
重
要
な
領

域
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
同
種
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
優
位
性
」
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

中
耳
は
鼓
膜
の
振
動
を
内
耳
の
前
庭
窓
に
伝
え
る
役
割
を
担
う
。
そ
の
中
空
を
鼓
室
と
い
う
が
、
そ
こ

に
は
3
つ
の
耳
小
骨
が
あ
っ
て
、
空
気
の
「
大
き
な
振
幅
・
小
さ
な
圧
」
を
体
内
の
「
小
さ
な
振
幅
・
大

き
な
圧
」
へ
変
換
す
る
「
て
こ
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、空
気
と
水
の
イ
ン
ピ
ー

ダ
ン
ス
整
合
が
行
わ
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、水
中
に
生
活
す
る
生
物
の
場
合
は
「
水
の
振
動
」
↓
「
体
（
水

と
同
じ
）
の
振
動
」
で
音
が
伝
わ
る
た
め
、
こ
の
仕
組
み
は
不
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
魚
や
イ
ル
カ
な

ど
で
は
、
内
耳
が
直
接
頭
部
に
埋
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
）。

　

内
耳
は
三
半
規
管
・
前
庭
・
蝸
牛
で
構
成
さ
れ
る
が
、
聴
覚
に
関
係
す
る
の
は
蝸
牛
で
、
そ
の
螺
旋
状

の
管
を
2
分
す
る
基
底
膜
と
呼
ば
れ
る
膜
の
上
に
音
の
感
覚
細
胞
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
直
線
的
な
配
列

で
あ
る
。
ベ
ケ
シ
ー
（1943

）
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
鼓
膜
か
ら
伝
達
さ
れ
て
く
る
振
動
は
蝸
牛
内
で
進

行
波
を
な
し
、
こ
の
進
行
波
は
周
波
数
の
高
い
音
で
は
蝸
牛
の
入
り
口
に
近
い
と
こ
ろ
、
低
い
音
で
は
奥

の
ほ
う
で
そ
の
振
幅
が
最
大
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
基
底
膜
の
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
、
我
々
は
入
力
さ
れ

た
音
の
高
低
を
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
そ
の
基
底
膜
上
に
は
音
の
感
覚
受
容
器
で
あ
る
コ
ル
チ
器
官
が
の
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
構
成

す
る
有
毛
細
胞
は
、
ゆ
れ
に
よ
っ
て
電
位
を
発
生
し
、
そ
れ
が
聴
神
経
（
第
1
次
ニ
ュ
ー
ロ
ン
）
に
伝
達

さ
れ
、
あ
と
は
2
次
、
3
次
と
シ
ナ
プ
ス
を
介
し
て
中
継
さ
れ
て
4
次
で
大
脳
皮
質
の
聴
覚
領
に
至
る
。

1
次
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
基
底
膜
上
の
い
ず
れ
か
の
位
置
の
興
奮
を
伝
達
し
て
お
り
、
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
、

各
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
特
徴
周
波
数
（
最
大
感
度
を
示
す
周
波
数
）
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
上
位
で
は

＊
耳
介

　

耳
介
は
正
面
向
き
に
優
位
な
形
状
を
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
音
の
聴
こ
え
方

（
周
波
数
特
性
）
は
方
向
に
よ
っ
て
変
化

す
る
。
人
間
は
こ
れ
を
利
用
し
て
、
音
が

前
方
か
ら
聴
こ
え
て
い
る
か
後
方
か
ら
聴

こ
え
て
い
る
か
を
知
る
事
が
で
き
る
。
ち

な
み
に
、
左
右
に
関
し
て
は
、
両
耳
が
捉

え
る
音
量
の
差
や
位
相
差
が
ヒ
ン
ト
に

な
っ
て
い
る
。
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多
数
の
入
力
に
対
し
て
1
つ
の
出
力
と
い
う
か
た
ち
で
神
経
回
路
網
を
な
し
て
い
く
。
興
奮
は
単
純
に
聴

覚
領
へ
上
向
す
る
だ
け
で
な
く
、
遠
心
性
（
上
か
ら
下
っ
て
く
る
）
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

が
干
渉
す
る
な
ど
し
て
、
複
雑
な
機
能
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
回
路
網
全
体
で
お
こ
っ

て
い
る
興
奮
の
空
間
的
・
時
間
的
パ
タ
ー
ン
が
、
我
々
の
音
の
聴
こ
え
方
を
決
定
づ
け
て
い
る
。

　

最
終
的
に
は
、
大
脳
皮
質
の
側
頭
葉
に
あ
る
聴
覚
領
が
情
報
処
理
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
は
音
の

感
覚
と
い
う
単
純
な
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
空
間
や
時
間
の
知
覚
に
関
わ
る
高
度
な
情
報
処
理
機
能

を
実
現
し
て
い
る
。

　

２　

可
聴
周
波
数
と
最
小
可
聴
限

　
「
人
」
の
音
波
に
対
す
る
可
聴
周
波
数
範
囲
は
、
ほ
ぼ20H

z

か
ら20,000H

z

で
、
音
楽
の
話
で

言
う
と
（1000

倍
≒

2
10

倍

で
あ
る
か
ら
）
10
オ＊

ク
タ
ー
ブ
に
相
当
す
る
。
内
耳
の
特
性
の
み
で
は

100kH
z

程
度
ま
で
感
じ
る
ら
し
い
が
、
伝
達
系
で
あ
る
中
耳
の
限
界
で
上
限
が
き
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ

は
当
然
、
構
造
・
サ
イ
ズ
の
異
な
る
聴
覚
器
を
も
つ
生＊

物
で
は
異
な
る
も
の
で
、
例
え
ば
犬
は
上
限
が

50kH
z

と
な
る
（
調
教
用
の
犬
笛
は
こ
の
帯
域
を
利
用
し
て
お
り
、
人
間
に
は
聴
こ
え
な
い
）。

　

音
の
強
さ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
音
圧
で
は2

×10
-4μ

bar

か
ら2
×10

2μ
bar

と
約
百
万
倍

の
レ
ン
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
最
大
限
界
の
方
は
、
こ
れ
以
上
で
は
鼓
膜
が
破
れ
る
と
い
う
意
味

の
数
値
で
あ
る
。
最
小
値
の
方
は
、
正
常
聴
力
者
で
の
最
も
感
度
の
高
い3kH

z

付
近
で
の
音
圧
で
あ
る
。

　

一
般
に
音
の
強
さ
に
つ
い
て
はSPL

（Sound Pressure Level:

音
圧
レ
ベ
ル
）
が
単
位
と
し
て
用
い

ら
れ
、
こ
れ
は 20

log

（（実
効

音
圧

）／

（基
準

音
圧

：
2

×10
-4μ

bar

））ｄ
Ｂ

と
い
う
式
で
与
え

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
百
万
倍
は120dB

に
あ
た
る
。
対
数
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
人
の
聴
覚
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
レ
ン
ジ
が
百
万
倍
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
般
に
感
覚
が
物
理
量
の
対
数
に
比
例
す
る
こ
と
が
主

な
理
由
で
、
メ
ー
タ
等
は
こ
の
dB
表
示
を
採
用
す
る
こ
と
で
感
覚
的
に
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
音
の
高
さ
（
周
波
数
）
や
強
さ
（
音
圧
）
に
つ
い
て
、
そ
の
差
を
ど
の
程
度
ま
で
細

か
く
区
別
で
き
る
か
（
弁
別
能
力
）
と
い
う
点
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
分
解
能
を
示
す
値
を
弁
別

閾
（difference threshold

）
と
い
う
が
、
こ
れ
に
は
一
般
に
「
弁
別
閾
の
値
は
刺
激
の
レ
ベ
ル
に
比
例

す
る
（
弁
別
閾
／
刺
激
量
＝
定
数
）」
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
法
則
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
こ
で
定
数
と
は
、

感
覚
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
比
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
法
則
は
刺
激
の
レ
ベ
ル
が

あ
る
程
度
以
上
大
き
く
な
い
と
成
立
し
な
い
が
、
周
波
数
、
強
さ
、
音
の
持
続
時
間
な
ど
あ
ら
ゆ
る
感
覚

刺
激
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。

　

３　

音
程
・
音
色
の
心
理

　

視
覚
心
理
の
分
野
で
は
色
彩
が
も
た
ら
す
様
々
な
心
理
的
効
果
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
聴
覚
の
領
域
で

そ
れ
に
相
当
す
る
音
程
や
音
色
に
つ
い
て
も
同
様
の
心
理
的
効
果
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
空
間
を

基
軸
と
す
る
色
彩
と
時
間
を
基
軸
と
す
る
音
と
で
は
何
を
何
に
対
応
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
難
し

＊
マ
ス
キ
ン
グ
現
象

　

妨
害
音
に
よ
っ
て
、
最
小
可
聴
値
が
上

昇
す
る（
よ
う
す
る
に
聴
こ
え
な
く
な
る
）

現
象
を
マ
ス
キ
ン
グ
と
い
う
。一
般
に「
妨

害
音
の
レ
ベ
ル
が
上
が
れ
ば
マ
ス
キ
ン
グ

量
は
増
え
る
、
マ
ス
キ
ン
グ
量
は
妨
害
音

の
周
波
数
び
接
近
す
る
ほ
ど
大
き
く
な
る

低
音
は
高
音
を
も
マ
ス
ク
す
る
が
、
高
音

は
低
音
を
マ
ス
ク
し
な
い
」
な
ど
の
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
。

＊
10
オ
ク
タ
ー
ブ

　

ピ
ア
ノ
は
88
の
鍵
盤
を
持
つ
が
、
こ
れ

は
、
88
÷
12
＝
７
オ
ク
タ
ー
ブ
強
で
あ
る
。

「
鍵
盤
を
増
や
せ
ば
表
現
力
が
あ
が
る
」

よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
も
あ
と
２
オ

ク
タ
ー
ブ
程
度
で
、
そ
れ
以
上
は
意
味
が

無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＊
超
音
波
を
利
用
す
る
生
物

　

コ
ウ
モ
リ
や
イ
ル
カ
な
ど
の
生
物
で
は
、

自
ら
の
発
す
る
超
音
波
の
反
射
音
の
時
間

遅
れ
パ
タ
ー
ン
を
情
報
と
し
て
利
用
し
て

お
り
、
か
な
り
の
精
度
で
空
間
把
握
が
で

き
る
と
言
う
。
例
え
ば
コ
ウ
モ
リ
は
１
㎜

の
針
金
を
２
m
の
距
離
で
認
知
で
き
る
と

い
う
。
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い
問
題
な
の
だ
が
、
可
能
な
範
囲
で
考
察
し
て
み
た
い
。

　

音
嗜
好
：
色
彩
の
場
合
は
、
波
長
の
違
い
で
あ
る
色
相
に
対
し
て
各
々
の
文
化
的
背
景
も
絡
め
た
嗜
好

が
見
ら
れ
る
が
、
音
の
場
合
は
波
長
の
違
い
と
し
て
の
音
程
（
大
半
の
人
に
は
相
対
的
な
も
の
）
に
は
嗜

好
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
「
私
は
レ
の
音
よ
り
ソ
の
音
が
好
き
」
と
か
「
高
い
音
が
好
き
」

と
か
い
っ
た
発
言
は
稀
に
し
か
聞
か
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
音
色
（
こ
れ
は
倍
音
の
構
成
比
の
問
題
で
視
覚

の
領
域
で
は
「
色
の
濁
り
ぐ
あ
い
・
色
調
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
が
）
の
ほ
う
が
明
確
で
、「
ピ

ア
ノ
の
音
が
好
き
」
と
か
「
歪
ん
だ
ギ
タ
ー
の
音
が
好
き
」
と
か
い
っ
た
発
言
は
聞
か
れ
や
す
い
。
し
か

し
、
こ
れ
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
た
り
す
る
も
の
で
、
一
般

的
な
傾
向
は
見
ら
れ
に
く
い
。
あ
え
て
言
え
ば
「
爪
で
黒
板
を
引
っ
掻
く
音
」
の
よ
う
な
高
周
波
を
多
く

含
む
非
楽
音
に
つ
い
て
は
、
大
半
の
人
が
「
不
快
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

　

感
情
効
果
：
音
程
や
音
色
が
感
情
と
結
び
つ
く
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
嗜
好
の
問
題
と
同
様
で
、
音
程

よ
り
も
音
色
の
ほ
う
が
そ
の
関
係
は
緊
密
で
あ
る
。「
フ
ァ
ッ
ト
な
音
／
や
せ
た
音
」「
メ
ロ
ウ
な
音
／
ブ

ラ
イ
ト
な
音
」
な
ど
い
ず
れ
も
音
色
に
関
す
る
言
葉
で
、
倍
音
の
含
ま
れ
か
た
や
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン
が

聴
く
者
の
感
情
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
音
楽
情
報
の
場
合
は
、
リ
ズ
ム
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
・

和
声
が
強
く
感
情
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
楽
曲
の
主
旋
律
を
行
く
楽
器
（
音
色
）
が
適
切
に

選
択
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
伝
え
は
最
も
効
果
的
に
な
る
。

　

誘
耳0

性
：
色
彩
の
心
理
で
は
誘
目
性
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
誘
耳
性
と
い
う
言
葉
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
た
だ
、

明
ら
か
に
「
全
体
の
中
で
目
立
つ
音
」
と
い
う
の
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
声
に
関
し
て
言
え
ば
、
大
衆
の

中
で
「
よ
く
通
る
声
」
や
「
マ
イ
ク
に
の
り
や
す
い
声
」
が
存
在
す
る
し
、
音
楽
の
演
奏
の
場
合
に
も
、

主
旋
律
を
演
奏
す
る
の
に
向
い
て
い
る
楽
器
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
バ
イ
オ
リ
ン
・
ギ
タ
ー
・
サ
キ
ソ
フ
ォ

ン
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
高
い
音
程
域
で
豊
か
な
倍
音
を
含
む
」
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

　

音
程
の
調
和
：
こ
れ
は
視
覚
で
い
う
色
調
和
の
問
題
で
、
一
般
に
は
耳
に
心
地
よ
く
響
く
音
程
の
組
み

合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
「
和
声
」
の
問
題
に
な
る
。
和
声
と
い
う
も
の
は
、
実
は
物
理
的
に
簡
単
に
説
明
で

き
る
も
の
で
、
例
え
ば
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
3
度
の
和
声
は
、
そ
の
周
波
数
比
が
4
対
5
、
あ
る
い
は

ト
ラ
イ
ア
ド
（
3
和
音
）
の
機
軸
で
あ
る
5
度
の
音
程
は
周
波
数
比
2
対
3
と
い
う
よ
う
に
、
周
波
数
が

簡
単
な
整
数
比
で
表
わ
さ
れ
る
複
数
の
音
は
馴
染
み
や
す
い
（
た
だ
し
現
在
主
流
の
平
均
律
で
は
こ
の
比

は
完
全
で
は
な
い
）。
こ
れ
は
例
え
ば
ド
（
1
度
）
の
3
倍
音
が
ソ
（
5
度
）
の
2
倍
音
と
等
し
い
と
い

う
ふ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
の
整
数
次
倍
音
が
共
鳴
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
理
的
整
合
性
の

理
由
か
ら
、
主
要
な
3
和
音
や
4
和
音
は
、
原
則
と
し
て
3
度
間
隔
の
積
み
重
ね
で
成
立
し
、
逆
に
そ
れ

以
外
の
音
程
の
組
み
合
わ
せ
を
用
い
る
と
、
不
協
和
で
緊
張
感
の
あ
る
和
音
と
な
る
。

　

４　

聴
覚
野

　

視
覚
に
は
視
野
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
自
分
の
位
置
を
中
心
と
し
た
世
界
の
一
部
の
情
報
が
読
み
取

ら
れ
て
い
る
が
、
聴
覚
の
場
合
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
の
方
向
の
音
が
耳
に
は
い
っ
て
お
り
、
そ
の
点
が

視
覚
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
耳
は
開
閉
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
（
時
間
的
に
も
）
あ
ら
ゆ
る
方
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向
か
ら
の
（
空
間
的
に
も
）
情
報
に
対
し
て
「
待
ち
受
け
」
の
状
態
に
あ
る
。「
呼
び
か
け
」
や
「
警
告
」、

「
目
覚
ま
し
」
が
視
覚
で
は
な
く
聴
覚
に
訴
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
外
耳
の
構
造
か
ら
言
っ
て
も
後
方
よ
り
は
前
方
に
対
し
て
感
度
が
高
く
な
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
ま
た
耳
が
2
つ
あ
る
こ
と
か
ら
音
源
の
方
向
を
あ
る
程
度
特
定
す
る
能
力
が
あ
る
わ
け
で
、

我
々
の
聴
覚
は
完
全
な
る
無
指
向
性
で
は
な
い
。 

　

５　

音
声
の
識
別

　

音
の
種
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
区
別
し
言
葉
で
言
い
当
て
る
能
力
を
識
別
能
力
と
い
う
が
、「
人
」

の
聴
覚
に
は
絶
対
音
の
識
別
、
音
声
の
識
別
、
話
者
の
識
別
、
和
音
・
音
程
の
識
別
な
ど
、
様
々
な
能
力

が
あ
る
。
我
々
は
通
常
こ
う
し
た
能
力
を
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
感
じ
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
が
生
後
の

学
習
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
開
発
の
可
能
性
の
あ
る
能
力
と
し
て
、
非
常

に
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　

ま
ず
絶
対
音
感
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
音
を
単
独
で
聴
い
て
そ
の
音
名
を
言
い
当
て
る
と
い
う
能
力

で
、
こ
れ
は
周
波
数
分
析
器
な
ど
の
機
械
に
と
っ
て
は
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、「
人
」
の
聴
覚
の
場
合

に
は
、
臨＊

界
期
の
間
（
８
歳
ご
ろ
ま
で
）
に
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
者
の
み
が
持
ち
う
る
能
力
で
あ
る
。

音
楽
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
は
有
利
な
面
も
多
い
が
、
逆
に
「
ど
ん
な
音
を
聴
い
て
も
い
ち
い
ち
音
名
が

浮
か
ん
で
し
ま
う
、
中
途
半
端
な
音
程
だ
と
不
快
に
感
じ
て
し
ま
う
、
音
楽
が
純
粋
に
楽
し
め
な
い
」
と

い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
面
も
あ
り
、
そ
の
能
力
を
修
得
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
音
楽
関
係
者
の

間
で
も
賛
否
両
論
あ
る
。

　

音
声
の
識
別
能
力
は
、
我
々
が
皆
持
っ
て
い
る
も
の
で
、「
ア
・
イ
・
ウ
‥
」
と
い
う
音
節
を
聴
き
分

け
る
能
力
、
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
も
や

は
り
後
天
的
な（
臨
界
期
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
）も
の
で
、日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
者
に
は
日
本
語
の
音
節（
約

百
種
）
を
聴
き
分
け
る
能
力
、
英
語
圏
で
生
ま
れ
育
て
ば
英
語
の
音
節
（
３
千
種
以
上
）
を
聴
き
分
け
る

能
力
が
身
に
つ
い
て
い
る（
脳
の
聴
覚
領
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
）。
音
声
識
別
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、

音
節
の
短
い
時
間
内
で
の
ス
ペ
ク
ト
ル
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
時
間
経
過
パ
タ
ー
ン
と
い
う
2
つ
の
物
理
的
パ

ラ
メ
ー
タ
で
、
例
え
ば
母
音
を
特
徴
づ
け
る
ホ＊

ル
マ
ン
ト
と
い
う
も
の
も
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
音
を

構
成
す
る
周
波
数
成
分
の
問
題
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、こ
の
場
合
最
も
重
要
な
の
は
「
ア
」
の
物
理
パ
ラ
メ
ー
タ
と
い
う
よ
り
、「
ア
」
と
「
イ
」

の
物
理
パ
ラ
メ
ー
タ
の
「
関
係
」
で
あ
る
。
我
々
は
「
ア
」
の
音
だ
け
を
聴
い
て
「
ア
」
の
識
別
能
力
を

修
得
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
語
の
あ
ら
ゆ
る
音
節
を
聴
く
な
か
で
「
ア
」
の
立
場
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
機
械
に
音
声
識
別
を
さ
せ
る
場
合
も
、
単
に
入
力
音
に
関
す
る
物
理
パ
ラ
メ
ー
タ
の
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
の
み
で
な
く
、
音
節
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
用
い
る
こ
と
で
、
識
別
は
よ
り

ス
ム
ー
ズ
な
も
の
に
な
る
。

　

次
に
話
者
の
識
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
声
の
質
に
関
す
る
識
別
で
、
子
供
の
声
・
大
人
の
声
・
男
声
・

女
声
・
誰
々
の
声
な
ど
と
聴
き
分
け
る
能
力
で
あ
る
。
楽
器
の
種
類
を
識
別
す
る
能
力
も
同
様
で
、
や
は

＊
ホ
ル
マ
ン
ト

日
本
語
の
5
母
音
の
ホ
ル
マ
ン
ト
、
す
な

わ
ち
音
を
特
徴
付
け
る
周
波
数
成
分
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ　

300              　
　
　

 2000

エ　
　

500          　
　

 1700

ア          　
　

 800  1200

オ　
　

500 　

800

ウ　

300        　

 1000   

（
単
位 

Hz
）

＊
臨
界
期

　

脳
神
経
回
路
の
基
本
的
な
組
織
化
が
完

了
す
る
ま
で
の
重
要
な
時
期
を
臨
界
期
と

い
う
。
人
の
脳
は
、
４
・
５
歳
ご
ろ
ま
で

に
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
最
大
に
増
や
し
、
あ
と

は
必
要
な
部
分
（
脳
が
刺
激
を
受
け
て
組

織
化
を
行
っ
た
部
分
）
だ
け
を
残
し
て
捨

て
て
い
く
、
と
い
う
進
化
論
的
プ
ロ
セ
ス

を
踏
む
。
し
た
が
っ
て
、
臨
界
期
（
脳
機

能
ご
と
に
異
な
る
が
、
ほ
ぼ
８
歳
ご
ろ
ま

で
）
に
刺
激
を
受
け
な
か
っ
た
、
あ
る
い

は
訓
練
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
に
関
し
て
は
、

後
か
ら
そ
の
処
理
能
力
を
身
に
つ
け
よ
う

と
し
て
も
間
に
合
わ
な
い
か
、
非
常
に
努

力
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
幼
少
期
の
教

育
が
大
切
な
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
英
才
教
育
を
受
け
な
か
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
あ
き
ら
め
て
は
い
け
な

い
。
人
は
臨
界
期
以
前
に
体
験
し
た
こ
と

を
（
忘
れ
て
は
い
る
が
）
そ
れ
な
り
に
身

に
つ
け
て
い
る
。
眠
っ
て
い
る
才
能
に
気

づ
く
た
め
に
も
、
広
い
視
野
で
自
分
の
可

能
性
を
試
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
長
く
18
歳
以
上
の
教
育
に
携

わ
っ
て
お
り
、「
自
分
の
探
し
方
」
次
第

で
、
学
校
の
成
績
と
は
関
係
な
く
才
能
が

発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し

て
思
う
に
、「
学
力
」
と
は
「
答
え
る
力
」

で
は
な
く
「
問
う
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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り
学
習
に
よ
っ
て
修
得
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
。

　

和
音
や
音
程
な
ど
の
識
別
は
、
音
楽
的
な
訓
練
を
あ
る
程
度
受
け
れ
ば
比
較
的
簡
単
に
持
つ
こ
と
の
で

き
る
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
絶
対
音
感
の
よ
う
に
周
波
数
に
相
当
す
る
物
理
的
絶
対
値
を
言
い
当
て
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
音
の
高
さ
の
相
対
的
な
関
係
を
問
題
と
す
る
。
そ
の
修
得
訓
練
は
臨
界
期
以
降

で
も
遅
く
は
な
く
、
ま
た
能
力
の
修
得
が
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
こ
と
も
な
い
。

　

６　

言
葉
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
認
知

　

音
を
識
別
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
に
加
え
て
、
そ
の
情
報
内
容
を
読
み
取
っ
て
記
憶
す
る
と
い
う

レ
ベ
ル
の
問
題
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
言
葉
の
認
知
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
知
覚
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
重
要
な
の
は
言
語
要
素

間
の
関
係
・
構
造
で
あ
る
。
言
葉
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
同
じ
内
容
を
「
話
し
手
を
変

え
て
・
大
き
な
・
高
い
声
で
・
ゆ
っ
く
り
話
す
」
と
い
う
よ
う
に
変
化
さ
せ
て
も
、
伝
わ
る
内
容
に
は
（
美

的
な
側
面
を
除
け
ば
）
変
化
は
な
い
。
我
々
が
「
言
葉
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
場
合
も
、
確
か
に
音

が
付
随
す
る
が
、
そ
の
際
そ
れ
が
「
常
に
誰
某
の
声
で
思
い
浮
か
ぶ
」
と
い
う
よ
う
な
具
体
性
は
な
い
。

こ
れ
は
視
覚
の
場
合
で
言
う
と
、
読
ん
だ
内
容
は
覚
え
て
い
る
が
文
字
が
ど
ん
な
書
体
で
あ
っ
た
か
は
覚

え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
言
葉
は
美
的
な
表
現
の
場
合
を
除
い
て
、
常
に
音
そ
の
も
の

の
具
体
的
な
側
面
を
欠
く
音
列
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
読
み
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　

メ
ロ
デ
ィ
ー
の
場
合
も
同
様
に
構
造
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
認
知
に
は
そ
の
か

た
ち
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
音
の
刺
激
情
報
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
、
各
音

の
音
程
関
係
と
そ
の
時
系
列
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
音
の
絶
対
的
周
波
数
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
言
葉
の

場
合
同
様
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
再
生
の
際
に
「
楽
器
を
変
え
て
・
音
量
を
変
え
て
・
移
調
し
て
・
テ
ン
ポ
を

変
え
て
」
と
い
う
操
作
を
し
て
も
、
我
々
は
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
同
一
の
も
の
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ア
レ
ン
ジ
に
大
幅
な
変
更
を
加
え
て
も
、
そ
の
中
か
ら
主
旋
律
を
聴
き
分
け
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を

認
知
し
、曲
名
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、「
人
」
の
聴
覚
の
能
力
の
強
み
で
あ
る
。「
メ

デ
ィ
ア
の
聴
覚
」
に
は
「
曲
名
当
て
」
は
難
し
い
。

　

７　

聴
覚
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス

　

フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス（fram

e of reference

）と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
日
本
語
で
は「
参
照
枠
」

あ
る
い
は
「
関
係
づ
け
の
枠
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
我
々
の
視
聴
覚
情
報
の
認
知
を
理
解
す
る

上
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
人
は
言
葉
に
せ
よ
音
楽
に
せ
よ
、
そ
の
音
そ
の
も

の
を
直
接
処
理
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ら
を
あ
る
観
点
か
ら
自
分
の
知
識
ベ
ー
ス
へ
位
置
づ
け
る
か
た

ち
で
認
知
す
る
。そ
の
際
に
有
効
に
な
っ
て
い
る
意
識
の
構
え
な
り
知
識
ベ
ー
ス
の
構
造
な
り
が
、フ
レ
ー

ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
相
当
す
る
。
聴
覚
に
関
す
る
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
物
音
・
言
葉
・

音
楽
と
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
認
知
に
お
い
て
機
能
す
る
も
の
で
、
逆
に
こ
れ
が
十
分
に
機
能
し
な
い
よ
う
な

＊
錯
語

 

視
覚
に
は
錯
覚
と
い
う
現
象
が
あ
る
が
、

聴
覚
の
場
合
は
錯
語
と
い
う
こ
と
が
起
こ

る
。
こ
れ
は
音
節
の
識
別
に
混
乱
が
生
じ

た
場
合
と
、
聴
き
手
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の

作
用
で
日
頃
使
い
慣
れ
た
音
節
列
と
し
て

聴
い
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
が
、
一
般
的

に
「
耳
慣
れ
な
い
単
語
」
と
い
う
も
の
は

何
度
も
聴
き
返
さ
な
い
と
正
確
に
音
節
を

拾
い
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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状
況
で
は
、
我
々
の
聴
覚
は
情
報
の
読
み
取
り
に
失
敗
し
た
り
、
あ
る
い
は
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
り
す
る
。

　

ま
ず
物
音
の
場
合
は
、
人
の
頭
の
中
の
言
葉
の
辞
書
が
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
る
。
こ
れ

は
い
わ
ゆ
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
態
度
」
と
い
う
人
特
有
の
態
度
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
刺
激
情
報
に
対
し
て

そ
れ
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
言
語
的
に
了
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
由
来
す
る
も
の
で
、
耳
に
入
る
物
音

は
無
意
識
の
う
ち
に
「
○
○
の
音
」
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
名
付
け
得
ぬ
音
に
対
し
て
は
、「
何
の

音
?
」「
誰
の
声
?
」
と
緊
張
が
生
じ
、
通
常
と
は
異
な
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
集
中
す
る
聴
覚
態
度
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
言
葉
に
関
し
て
言
え
ば
、
頭
の
中
の
「
単
語
辞
書
と
文
法
構
造
」
や
「
聴
き
慣
れ
た
表
現
構
造
」

と
い
う
も
の
が
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
る
。「
単
語
辞
書
と
文
法
構
造
」
は
、
人
に
と
っ
て

は
あ
ら
ゆ
る
情
報
処
理
の
基
底
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
な
い
言
葉
は
一
般

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
な
い
（
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
詩
的
な
表
現
」
の
部
類
に
入
る
）。

ま
た
、「
聴
き
慣
れ
た
表
現
構
造
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
例
え
ば
「
日
常
会
話
で
の
言
葉
使

い
」
や
「
小
説
の
文
体
」
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
初
め
て
読
む
作
家
の
小
説
に
、
は
じ
め
の

う
ち
は
読
み
辛
さ
を
感
じ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
を
読
み
続
け
て
い
る
と
、

作
家
の
言
い
回
し
や
文
章
運
び
の
テ
ン
ポ
の
よ
う
な
も
の
が
、
読
む
人
の
認
知
的
な
フ
レ
ー
ム
を
形
成
し
、

以
後
そ
れ
が
参
照
枠
と
な
る
こ
と
で
ス
ム
ー
ズ
な
読
み
取
り
が
可
能
に
な
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
フ
レ
ー
ム

が
有
効
に
機
能
す
れ
ば
、
我
々
は
情
報
の
読
み
取
り
を
失
敗
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
補
足
的
に
、
聴
き
慣
れ
な
い

0

0

0

0

表
現
構
造
が
、
情
報
の
読
み
取
り
能
力
を
下
げ
る
例
を
示
そ
う
。 

「
ジ
ュ
ウ
、
キ
ュ
ウ
、
ハ
チ
、
シ
チ
、
ナ
ナ
、
ロ
ク
、
ゴ
、
ヨ
ン
、
サ
ン
、
ニ
イ
、
イ
チ
」。 

指
を
折
っ
て

数
え
る
と
11
あ
る
。
数
を
降
順
に
数
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
我
々
の
聴
覚
は
、
こ
の
間
違
い
（
７
が

だ
ぶ
っ
て
い
る
）
に
気
付
き
に
く
い
。

　

さ
て
、
最
後
に
音
楽
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
音
楽
の
場
合
、
曲
の
鳴
り
は
じ
め
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
了
解

さ
れ
る
そ
の
曲
の
キ
ー
と
ス
ケ
ー
ル
（
音
階
の
セ
ッ
ト
）
が
、
そ
の
曲
を
聴
い
て
い
る
間
の
フ
レ
ー
ム
オ

ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
キ
ー
や
ス
ケ
ー
ル
は
言
語
的
に
ハ
長
調
と
か
イ
短
調
な

ど
と
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
絶
対
音
感
の
あ
る
人
は
別
で
あ
る
が
）。
そ
し
て
一
般
に

は
キ
ー
は
そ
の
音
楽
が
鳴
っ
て
い
る
間
は
有
効
で
あ
る
が
、
曲
が
鳴
り
止
む
と
消
滅
す
る
性
質
の
も
の
で
、

例
え
ば
数
分
後
に
同
じ
曲
を
口
ず
さ
も
う
と
し
て
も
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
は
思
い
出
せ
て

も
キ
ー
は
正
確
で
は
な
く
な
る
。
ま
た
ス
ケ
ー
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
我
々
は
一
般
的
な
西
洋
音
階
に
慣

れ
て
い
る
た
め
、
西
洋
音
楽
に
関
し
て
は
曲
を
聴
い
て
い
る
間
は
長
調
や
短
調
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ム
が
有

効
に
な
っ
て
、
音
楽
の
聴
き
取
り
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
、
音
の
間
違
い
に
気
付
い
た
り
、
次
に
く
る
フ
レ
ー

ズ
が
あ
る
程
度
予
測
で
き
た
り
す
る
が
、
聴
き
慣
れ
な
い
音
階
を
用
い
た
曲
の
場
合
は
耳
が
慣
れ
る
（
頭

の
中
に
ス
ケ
ー
ル
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
で
き
る
）
ま
で
は
聴
き
取
り
が
う
ま
く
い
か
ず
、

例
え
ば
音
が
は
ず
れ
て
も
気
付
き
に
く
い
。
と
く
に
現
代
音
楽
な
ど
で
ク
ロ
マ
チ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
（
す
べ

て
半
音
間
隔
で
12
種
類
の
音
を
使
用
す
る
も
の
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
数
が
７
±
２
を
超
え
て
い
る
）
な
ど
が
使

用
さ
れ
る
と
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
な
か
な
か
了
解
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
当
然
記
憶
も
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
は
我
々
の
音
の
聴
き
取
り
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
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果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
言
語
の
よ
う
に
長
い
時
間
を
か
け
て
成
立
し
た
も
の
と
、
音
楽
の
キ
ー
・

ス
ケ
ー
ル
の
よ
う
に
短
時
間
で
成
立
し
て
一
時
的
に
機
能
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
音
情
報

の
設
計
に
と
っ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
い
。

　

８　

聴
覚
の
人
工
現
実

　

人
工
現
実
は
一
般
に
2
つ
に
分
類
さ
れ
、
一
つ
は
仮
想
現
実
（V

irtual Reality

）、
も
う
ひ
と
つ
は
遠

隔
臨
場
感
覚
あ
る
い
は
遠
隔
現
実
（Tele Reality

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

仮
想
現
実
は
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
や
芸
術
の
領
域
で
話
題
と
な
る
も
の
で
、
今
こ
こ
に
実
際
に
は
存

在
し
な
い
架
空
の
世
界
を
出
現
さ
せ
る
技
術
が
必
要
に
な
る
。
音
の
仮
想
現
実
で
は
ス
ピ
ー
カ
が
主
た
る

情
報
発
生
源
に
な
る
の
だ
が
、
視
覚
情
報
の
場
合
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
は
異
な
り
、
今
聴
い
て
い
る
音
が

本
当
の
音
か
、
ス
ピ
ー
カ
か
ら
出
て
い
る
音
か
に
つ
い
て
の
物
理
的
な
差
異
が
ほ
と
ん
ど
な
い
点
で
、
そ

れ
は
比
較
的
簡
単
に
実
現
さ
れ
る
。
よ
く
観
光
地
な
ど
で
、
ス
ピ
ー
カ
か
ら
う
ぐ
い
す
の
鳴
き
声
が
聴
こ

え
て
く
る
場
合
が
あ
る
が
、
本
物
の
声
と
だ
ま
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
こ
れ
も
音
源
と
情
報
源
が
同
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

位
置
に
あ
る

0

0

0

0

0

と
い
う
聴
覚
情
報
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
、
視
覚
情
報
の
場
合
に
は
不
可
能
な
話
で
あ
る
。

　

遠
隔
現
実
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
媒
介
と
し
て
別
の
空
間
内
へ
臨
場
す
る
技
術
を
用
い
る
も
の
だ
が
、
具
体

的
に
は
人
間
が
直
接
入
れ
な
い
よ
う
な
場
所
や
危
険
な
作
業
現
場
な
ど
に
ロ
ボ
ッ
ト
を
派
遣
し
、
あ
た
か

も
自
分
が
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
っ
た
か
の
ご
と
く
遠
隔
地
か
ら
そ
れ
を
操
作
す
る
と
い
う
場
合
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
音
の
遠
隔
現
実
で
は
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
が
主
た
る
音
源
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
顔
や
耳
に

あ
た
る
部
分
の
音
響
特
性
を
人
間
の
そ
れ
に
近
似
さ
せ
、
両
耳
に
相
当
す
る
位
置
に
マ
イ
ク
を
取
り
付
け

れ
ば
（
バ
イ
ノ
ー
ラ
ル
ヘ
ッ
ド
）、
十
分
な
臨
場
感
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
だ

け
で
は
現
実
に
存
在
す
る
「
体
が
感
じ
る
振＊

動
」
が
再
現
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
点
の
違
和
感
は
残
る
。

　

一
般
に
聴
覚
世
界
の
人
工
的
構
築
は
、
視
覚
世
界
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
は
る
か
に
簡
単
で
、
そ
の
臨
場

感
も
現
実
と
区
別
で
き
な
い
ま
で
に
近
似
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う
言

葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
の
音
に
限
ら
ず
、
ス
ピ
ー
カ
だ
け
で
も
十
分
に
音
の
景
観
を
構
築
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

す
べ
て
は
、
音
源
と
情
報
源
が
同
じ
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
生
成
さ
れ
る
も
の
が
物
理
的
に
同
一
の
弾
性

波
で
あ
る
と
い
う
聴
覚
情
報
の
特
性
に
由
来
す
る
。
視
覚
情
報
の
場
合
で
も
、
光
源
そ
の
も
の
が
情
報
源

（
例
え
ば
星
座
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
）
と
な
っ
て
い
れ
ば
、「
ス
ピ
ー
カ
の
う
ぐ
い
す
」
と
同
じ
よ
う
に
人
を
欺
く
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

＊
気
導
音
と
骨
導
音

　

空
気
の
振
動
と
し
て
伝
わ
る
音
を
気
導

音
、
物
体
の
振
動
と
し
て
直
接
骨
を
伝
わ

る
音
を
骨
導
音
と
言
う
。
イ
ン
ナ
ー
イ
ヤ

型
の
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
な
ど
で
は
、
低
域
が
骨

導
音
と
し
て
伝
わ
る
た
め
に
、
小
さ
な
幕

面
に
も
関
わ
ら
ず
、
低
域
か
ら
高
域
ま
で
、

バ
ラ
ン
ス
良
く
伝
わ
る
。
ち
な
み
に
、
蛇

は
骨
導
音
で
周
囲
の
音
を
と
ら
え
て
い
る
。
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人
間
の
視
覚

　

我
々
は
、
世
界
の
認
知
の
大
半
を
「
視
覚
」
に
依
存
し
て
い
る
。
自
然
環
境
と
い
う
意
味
で
の
外
部
世

界
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
社
会
に
お
け
る
大
半
の
情
報
が
、
文
字
・
図
形
・
静
止
画
像
・
動
画
像
と
い
う
形

式
で
視
覚
に
訴
え
て
く
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
人
」
特
有
の
「
シ
ン
ボ
ル
化
能
力
（
イ
メ
ー
ジ
喚
起
能
力
）」

と
い
う
も
の
も
、「
不＊

在
の
現
前
」
す
な
わ
ち
、
目
の
前
に
無
い
も
の
を
頭
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
（
視
覚
化
）

す
る
こ
と
で
あ
り
、
頭
の
中
の
「
視
覚
像
」
が
世
界
の
認
知
に
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
る
。

人
間
の
「
視
覚
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
人
」
そ

の
も
の
に
つ
い
て
哲
学
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

１　

受
容
器

　

生
物
の
体
に
は
感
光
細
胞
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
字
通
り
、
光
を
感
じ
る
細
胞
の
こ
と
で
、
下
等
な

生
物
の
場
合
で
は
体
表
に
そ
れ
が
分
布
し
て
い
る
が
、
高
等
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
感
光
細
胞
の
集
合
は

窪
み
の
中
に
入
り
込
む
（
例
え
ば
オ
ウ
ム
貝
の
眼
は
こ
の
段
階
の
も
の
で
、
ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
と
同
様

の
仕
組
み
で
視
覚
像
を
形
成
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
そ
れ
が
進
化
す
る
と
、
そ
の
窪
み
へ
入
る
光
量
の
調

節
機
能
を
も
っ
た
り
、
透
明
な
膜
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
り
し
て
く
る
。
人
間
の
場
合
で
は
、
窪
み
の
中
の

感
光
細
胞
の
集
合
が
網
膜
で
あ
り
、
光
量
の
調
節
を
す
る
の
が
虹
彩
で
あ
り
、
透
明
な
膜
が
角
膜
で
あ
る
。

ま
た
水
晶
体
は
角
膜
の
派
生
と
し
て
、
硝
子
体
は
窪
み
内
部
の
空
間
を
外
圧
か
ら
護
る
た
め
に
発
生
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
目
」
は
発
生
学
的
に
は
脳
の
一
部
で
あ
る
。
以
下
、
虹
彩
・
水
晶
体
・

網
膜
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

虹
彩
は
外
部
か
ら
の
光
量
を
調
節
す
る
機
構
で
、
強
い
光
に
よ
っ
て
感
光
細
胞
が
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
の
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
が
、
カ
メ
ラ
の
絞
り
と
同
様
に
被
写
界
深
度
の
調
節
機
能
を
副
産
物
と

し
て
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
虹
彩
が
大
き
く
（
瞳
孔
が
大
き
く
）
な
れ
ば
レ
ン
ズ
の
使
用
面
積
が

大
き
く
な
る
た
め
、
ピ
ン
ト
の
合
う
範
囲
が
狭
く
な
り
（
対
象
の
前
後
が
ボ
ケ
る
）、
逆
に
小
さ
く
絞
ら

れ
る
と
ピ
ン
ト
の
合
う
範
囲
は
広
く
な
る
（
対
象
の
前
後
も
く
っ
き
り
と
見
え
る
）。
曇
り
空
の
下
で
は

ぼ
ん
や
り
見
え
る
風
景
が
、
明
る
い
日
差
し
の
下
で
は
す
っ
き
り
見
え
る
の
と
い
う
も
、
日
差
し
に
よ
る

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る＊

。

　

水
晶
体
は
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
相
当
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
支
え
る
毛
様
体
筋
の
弛
緩
・
収
縮
に
よ
っ

て
厚
み
を
変
え
る
こ
と
で
、
焦
点
距
離
を
調
節
し
、
網
膜
上
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
る
。
通
常
の
レ
ン
ズ
の

理
屈
と
同
様
で
、
遠
方
を
見
て
い
る
場
合
は
薄
く
、
近
く
を
見
る
場
合
は
厚
く
な
る
。

　

網
膜
は
カ
メ
ラ
で
い
う
フ
ィ
ル
ム
面
に
相
当
し
、
感
光
素
子
の
2
次
元
的
な
配
列
で
像
を
と
ら
え
る

よ
う
に
で
き
て
い
る
。
網
膜
に
倒
立
像
が
写
っ
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
考
え
た
の
は
ケ
プ
ラ
ー
（1604

）

と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
は
シ
ャ
イ
ナ
ー
（1625

）
に
よ
っ
て
（
牛
の
眼
球
で
）
確
認
さ
れ
て
い

る
。
網
膜
上
の
各
感
光
細
胞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
入
っ
て
く
る
光
の
量
や
波
長
に
応
じ
て
化
学
物
質
を
放
出

＊
不
在
の
現
前

　

生
後
ま
も
な
い
乳
児
は
、
大
人
の
指
さ

し
動
作
に
対
し
て
「
指
先
そ
の
も
の
を
見

る
」
と
い
う
反
応
を
す
る
が
、
言
葉
の
獲

得
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
「
指
が
指
し
示
す
も

の
を
見
る
」
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
く

る
。
ま
た
「
母
親
の
不
在
に
気
づ
い
た
と

た
ん
に
泣
き
出
す
」
と
い
う
の
も
ほ
ぼ
同

時
期
で
あ
る
。

　

指
が
指
し
示
す
方
向
に
何
か
が
「
あ
る

で
あ
ろ
う
」
こ
と
、
さ
っ
き
ま
で
そ
こ

に
あ
っ
た
も
の
が
「
な
い
」
と
い
う
こ

と
、
こ
の
い
ず
れ
も
が
、
不
在
の
も
の
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
と
い
う
能
力
を
必
要
と
す

る
。「
な
い
」
こ
と
が
わ
か
る
に
は
「
あ
っ

た
」
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
目
の
前
に

あ
る
も
の
が
す
べ
て
」
で
あ
る
動
物
に
は

な
い
能
力
で
あ
り
、
人
間
が
予
見
と
計
画

に
よ
っ
て
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
き
っ

か
け
と
な
っ
た
最
も
基
本
的
な
能
力
だ
と

言
え
る
。

＊
絞
り
と
シ
ャ
ー
プ
ネ
ス

　

眼
鏡
を
か
け
て
い
る
読
者
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
は
ず
し
て
時
計
の
ベ
ル
ト
の
穴
越

し
に
風
景
を
見
て
み
る
と
よ
い
。
絞
り
こ

め
ば
（
像
は
相
対
的
に
暗
く
な
る
が
）
ピ

ン
ト
が
合
い
や
す
く
な
る
と
い
う
事
実
が

確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ピ
ン
ホ
ー
ル
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
レ
ン
ズ

を
使
わ
ず
結
像
す
る
も
の
は
、
原
理
的
に

は
ボ
ケ
と
は
無
縁
で
あ
り
、
す
べ
て
の
距

離
に
ピ
ン
ト
が
合
う
。

＊
不
在
の
現
前　

補
足

　

も
ち
ろ
ん
、「
目
の
前
に
あ
る
も
の
が

す
べ
て
」
と
い
う
動
物
（
真
猿
類
以
外
）

で
も
餌
を
隠
せ
ば
探
す
。
し
か
し
そ
れ
は

「
餌
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

の
行
動
と
い
う
よ
り
「
に
お
い
が
す
る
の

に
そ
れ
が
な
い
」
と
い
う
目
の
前
の
疑
問

に
反
応
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
人
間
と

の
比
較
に
お
い
て
身
近
な
動
物
の
行
動
を

観
察
す
る
際
は
、
動
物
が
我
々
の
予
想
以

上
に
嗅
覚
情
報
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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し
、
そ
れ
が
視
神
系
の
細
胞
へ
伝
わ
る
。
こ
の
と
き
、
網
膜
の
中
心
付
近
で
は
感
光
細
胞
と
視
神
経
細
胞

の
連
結
が
1
対
1
、
周
辺
部
で
は
多
対
1
と
な
っ
て
い
て
、
中
心
部
の
像
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。

ち
な
み
に
、
人
の
網
膜
を
「
画
素
数
」
で
例
え
る
と
、（
中
心
部
が
高
解
像
度
に
な
る
の
は
当
然
と
し
て
）

視
神
経
の
数
か
ら
、
ほ
ぼ1000

×1000

画
素
程
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
眼
球
を
カ
メ
ラ
に
例
え
て
考
え
る
と
、「
倒
立
像
」
と
い
う
言
葉
か
ら
ひ
と
つ
の
疑
問
が
湧
い

て
く
る
。「
我
々
が
見
て
い
る
世
界
は
さ
か
さ
ま
な
の
か
?
」
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
答
え
は
、
網
膜
上

の
物
理
的
事
実
と
し
て
は
「
Ｙ
Ｅ
Ｓ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
メ
ラ
に
お
け
る
フ
ィ
ル
ム
面
と
同
様
で
、

網
膜
上
に
は
倒
立
像
が
写
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
レ
ン
ズ
や
プ
リ
ズ
ム
に
よ
る
網

膜
像
の
逆
転
実
験
を
行
っ
た
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
（1896

）
の
報
告
に
よ
る
と
、「
逆
さ
眼
鏡
」
を
か
け
は
じ

め
て
3
日
目
ほ
ど
で
違
和
感
が
う
す
れ
、
1
週
間
ほ
ど
で
以
前
と
同
様
の
視
覚
が
確
立
し
て
、
重
力
方
向

や
触
覚
、
聴
覚
と
の
矛
盾
が
な
く
な
る
と
い
う
。
ま
た
生
ま
れ
て
す
ぐ
の
ネ
コ
に
「
逆
さ
眼
鏡
」
を
か
け

さ
せ
る
と
い
う
実
験
で
も
、
ネ
コ
の
成
長
過
程
で
は
な
ん
ら
有
意
な
現
象
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

要
す
る
に
問
題
は
、
脳
の
中
で
網
膜
像
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
と
ど
う
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
網
膜
上
で
正
立
か
倒
立
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
我
々
に
は
、（
自
分
自
身
の
手
足
も
含
め
て
）
自
分
の
眼
に
入
っ
た
世
界
し
か
見
え
て
い
な

い
わ
け
で
、
網
膜
像
が
世
界
の
す
べ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
手
の
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
手
の
感
覚

の
あ
る
場
所
が
結
び
つ
き
、
足
が
見
え
て
い
る
方
向
と
重
力
を
感
じ
る
方
向
が
結
び
つ
く
」
よ
う
に
な
れ

ば
、
我
々
は
矛
盾
を
感
じ
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。
脳
の
中
で
視
覚
像
と
体
勢
感
覚
が
同
一
化
し
て
い
れ
ば

問
題
は
な
い
。
感
覚
的
に
は
理
解
し
に
く
い
事
実
だ
が
、
我
々
の
世
界
認
知
に
と
っ
て
視
覚
像
が
い
か
に

優
位
な
立
場
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
重
要
な
事
実
だ
と
言
え
る
。

　

こ
こ
で
、
大
脳
の
視
覚
領
に
関
す
る
脳
科
学
の
知
見
を
補
足
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

網
膜
が
捉
え
た
像
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
イ
メ
ー
ジ
配
列
を
保
っ
て
大
脳
に
向
か
う
の
だ
が
（
Ｖ
１
野

か
ら
Ｖ
３
野
ま
で
は
、
ほ
ぼ
網
膜
の
配
列
が
そ
の
ま
ま
）、
大
脳
に
は
視
覚
に
関
わ
る
複
数
の
領
野
が
あ
っ

て
、
領
野
ご
と
に
か
な
り
明
確
な
役
割
分
担
が
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｖ
１
野
（
第
一
次
視
覚
野
）
で
は
初
期

的
な
情
報
の
処
理
と
振
り
分
け
、
Ｖ
３
野
で
は
方
向
・
線
す
な
わ
ち
「
形
」
の
検
出
、
Ｖ
４
野
で
は
「
色

彩
」
の
検
出
、
Ｍ
Ｔ
野
で
は
「
運
動
」
の
検
出
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
プ
の
異
な
る
処
理
が
異
な
る
視
覚

領
野
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
処
理
の
流
れ
に
も
分
担
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
右
視
野
の
像
が
左

脳
へ
左
視
野
の
像
が
右
脳
へ
と
分
岐
し
て
い
る
こ
と
、「
空
間
視
」
に
関
わ
る
情
報
と
「
形
態
視
」
に
関

わ
る
情
報
が
そ
れ
ぞ
れ
大
脳
の
背
側
と
腹
側
に
分
岐
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
大
脳
は
、
か
な
り
複
雑
に
機

能
分
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
連
合
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
複
雑
な

問
題
は
未
解
決
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
に
関
わ
る
領
野
が
少
な
く
と
も
30
以
上
あ
っ
て
、
大
脳
皮
質
の

60
％
以
上
が
視
覚
情
報
処
理
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
（
ち
な
み

に
、
霊
長
類
は
皆
同
様
の
「
視
覚
動
物
」
で
あ
る
）。

　

さ
て
、
今
の
段
階
で
確
認
さ
れ
て
い
る
非
常
に
重
要
な
知
見
は
、「
視
る
」
こ
と
に
も
「
想
像
す
る
」

こ
と
に
も
、
と
も
に
側
頭
葉
連
合
野
の
連
想
記
憶
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
性
化
（
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
表
象
の

活
性
化
）
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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目
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
信
号
（
視
覚
）、
そ
し
て
前
頭
葉
か
ら
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
信
号
（
想
像
）、
こ

の
２
つ
の
タ
イ
プ
の
信
号
は
、
同
様
の
ふ
る
ま
い
で
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
表
象
を
活
性
化
し
て
い
る
。
す
で

に
サ
ル
ト
ル
は
「
想
像
力
の
問
題
」
の
中
で
こ
の
こ
と
を
哲
学
的
に
考
察
し
て
い
た
が
、
我
々
の
視
覚
と

想
像
が
、
脳
の
中
で
お
こ
る
「
イ
メ
ー
ジ
喚
起
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
知
見
は
、
特
に

「
映
像
」
に
関
す
る
領
域
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
考
察
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

２　

可
視
光
線
と
色
彩

　

人
の
視
覚
が
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
光
と
は
、
波
長
が380nm

か
ら760nm

の
範
囲
の
電
磁
波

で
あ
る
（
ち
な
み
に
そ
の
外
の
領
域
は
、
波
長
の
短
い
方
へ
紫
外
・
X
・
ガ
ン
マ
‥
、
長
い
方
へ
は
赤

外
・
無
線
通
信
の
電
磁
波
領
域
‥
と
な
る
）。
我
々
は
そ
の
波
長
の
違
い
を
「
色
」
と
い
う
現
象
と
し
て

と
ら
え
て
お
り
、
波
長
の
長
い
方
か
ら
「
赤
橙
黄
緑
青
藍
紫
」
と
い
う
ふ
う
に
対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
色
」
は
物
理
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
一
人
一
人
の
頭
の
中
で
生
じ

て
い
る
心
理
現
象
で
あ
っ
て
、
ま
た
「
色
名
」
も
本
来
連
続
的
に
分
布
す
る
も
の
を
言
葉
で
区
切
っ
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
た
め
、「
赤
と
橙
の
境
界
は
?
」
と
問
わ
れ
て
も
そ
の
答
え
は
定
ま
ら
な
い
。

　
「
人
」
が
見
て
い
る
「
色
」
を
さ
ら
に
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
錐
体
（Cone

）
と
杆
体
（Rod

）

と
い
う
2
種
の
視
細
胞
の
存
在
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
簡
単
に
言
う
と
、
錐
体
は
感

度
は
悪
い
が
色
彩
を
感
じ
る
能
力
が
あ
り
、
杆
体
は
逆
に
高
感
度
で
あ
る
が
明
暗
し
か
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
人
」
の
網
膜
上
に
は
中
心
部
（
黄
斑
部
と
も
言
う
。
凝
視
点
の
像
が

で
き
る
部
分
で
、
視
角
で
言
う
と
10
度
以
内
）
に
錐
体
が
多
く
分
布
し
、
一
方
周
辺
部
に
は
杆
体
が
多
く

分
布
し
て
い
る
。
我
々
が
「
色
」
を
感
じ
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る

限
ら
れ
た
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
こ
の
錐
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
色
」
を
見
分
け
る
の
か
。
錐
体
に
は
、
R
（611nm

）・
G

（529nm

）・
B
（462nm

）
に
感
受
性
の
ピ
ー
ク
を
も
つ
３
種
類
の
細
胞
が
あ
り
、
入
射
光
の
波
長
に

よ
り
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
反
応
の
割
合
で
、
色
を
感
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
画
像
を
表
示
す
る
デ
ィ
ス

プ
レ
イ
は
Ｒ
Ｇ
Ｂ
の
3
原
色
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
色
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
本
来
3
種
類
の
波
長
の
光
を

ま
ぜ
て
単
一
の
波
長
の
光
に
す
る
と
い
う
の
は
物
理
的
に
は
無
理
な
話
で
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
我
々
の

錐
体
が
Ｒ
Ｇ
Ｂ
の
組
み
合
わ
せ
で
反
応
し
て
い
る
た
め
に
、
本
来
の
単
一
の
波
長
と
、
3
種
の
波
長
の
ま

ざ
っ
た
も
の
の
区
別
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
逆
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
3
原
色
説
は

す
で
に
、
ヤ
ン
グ
（1801

）・
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
（1860

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
）。

　

３　

色
彩
の
心
理

　

さ
て
、
こ
の
心
理
現
象
と
し
て
の
「
色
」
に
は
、
色
彩
嗜
好
・
感
情
効
果
・
対
比
効
果
・
誘
目
性
・
演

色
性
・
色
彩
調
和
な
ど
、
視
覚
情
報
の
デ
ザ
イ
ン
の
際
に
考
慮
す
べ
き
問
題
が
多
く
あ
る
。
以
下
に
そ
れ

ら
を
簡
単
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。
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色
彩
嗜
好
：
好
ま
れ
る
色
は
、
感
覚
的
、
情
緒
的
、
経
験
的
に
好
ま
し
い
色
で
、「
明
る
い
・
健
康
的
・

上
品
・
自
然
・
新
し
い
」
な
ど
様
々
に
形
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
好
み
も
性
・
年
齢
・
時
代
・

民
族
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
人
」
個
人
の
関
わ
る
文
化
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
た
だ
し
総
体
的
に
紫
系
や
暗
濁
色
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

　

感
情
効
果
：
我
々
は
色
彩
に
よ
っ
て
感
情
を
刺
激
さ
れ
る
が
、
色
彩
と
感
情
の
対
応
関
係
は
一
般
に
い

く
つ
か
の
の
軸
で
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
暖
色⇔

寒
色
」・「
動
的
色⇔

静
的
色
」・「
重
い
色⇔

軽
い
色
」

「
強
い
色⇔

弱
い
色
」・「
硬
い
色⇔
柔
ら
か
い
色
」・「
好
き
な
色⇔

嫌
い
な
色
」・「
心
地
よ
い
色⇔

不
快

な
色
」
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
軸
の
上
で
、
寒
暖
・
静
動
・
重
い
軽
い
以
外
は
そ
の
色
彩
の
位

置
付
け
に
個
人
差
が
大
き
く
標
準
的
な
関
係
付
け
は
困
難
で
あ
る
。

　

対
比
・
同
化
効
果
：
色
同
士
が
影
響
し
あ
っ
て
そ
の
差
異
が
強
調
さ
れ
て
見
え
る
こ
と
を
色
の
対
比
と

い
い
、
逆
に
色
同
士
が
誘
導
に
よ
っ
て
ま
と
ま
っ
て
見
え
る
こ
と
を
色
の
同
化
と
い
う
。
一
般
に
「
図
」

の
色
に
注
目
し
た
場
合
は
対
比
が
、「
地
」
の
色
に
注
目
し
た
場
合
は
同
化
が
お
こ
り
や
す
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。
人
は
「
図
」
に
注
目
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
対
比
効
果
は
特
に
顕
著
で
、
例
え
ば
、

白
に
囲
ま
れ
た
グ
レ
ー
は
よ
り
黒
く
見
え
、
黒
に
囲
ま
れ
た
グ
レ
ー
は
明
る
く
見
え
る
な
ど
、
周
囲
の
色

の
影
響
で
「
図
」
の
色
は
実
際
の
色
か
ら
ず
れ
て
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

誘
目
性
：
よ
り
明
度
の
高
い
も
の
、
よ
り
彩
度
の
高
い
も
の
が
人
の
目
を
引
き
付
け
や
す
く
、
色
相
に

関
し
て
は
青
系
よ
り
も
赤
・
黄
系
が
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
的
に
は
周
囲
の
色
と
の
対
比
、
特
に
明

度
の
対
比
効
果
が
問
題
で
、
同
じ
黄
色
で
も
黒
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
場
合
が
最
も
誘
目
性
は
高
く
な
る
。

黄
色
と
青
と
い
う
ふ
う
に
色
相
の
上
で
の
反
対
色
も
効
果
的
だ
が
、
赤
と
緑
の
よ
う
に
明
度
が
近
く
な
る

と
ギ
ラ
ギ
ラ
し
て
見
づ
ら
く
な
る
（
リ
ー
プ
マ
ン
効
果
）。

　

演
色
性
：
特
殊
な
照
明
（
高
速
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
内
ネ
オ
ン
な
ど
）
を
除
け
ば
、
照
明
光
は
連
続
ス
ペ

ク
ト
ル
（
可
視
光
の
広
い
範
囲
の
波
長
を
連
続
的
に
含
む
）
か
、
あ
る
い
は
複
数
の
線
ス
ペ
ク
ト
ル
か
ら

成
る
光
で
、
そ
の
分
布
の
か
た
よ
り
に
よ
っ
て
赤
み
や
青
み
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
照
明
の
色
み
は
、
一

般
に
色＊

温
度
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
白
熱
球
や
ろ
う
そ
く
な
ど
は3000K

以
下
、

太
陽
光
は6500K

、
国
内
用
テ
レ
ビ
は9000K

な
ど
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
色
温
度
の
異
な
る
照
明
の

下
で
は
同
じ
白
で
も
異
な
る
も
の
と
な
り
、
当
然
物
の
見
え
方
の
印
象
な
ど
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
光
源
の
性
質
を
演
色
性
と
言
い
、
様
々
な
状
況
下
で
適
切
な
色
温
度
の
照
明
を
計
画
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
学
習
な
ど
の
作
業
に
向
く
照
明
と
、
食
卓
を
照
ら
す
照
明
を
使
い
わ
け
る
な
ど
、

日
常
的
に
も
経
験
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

色
彩
調
和
：
複
数
の
色
面
を
組
み
あ
わ
せ
て
画
面
を
構
成
す
る
場
合
、
そ
の
配
色
が
美
し
く
調
和
し
て

見
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
般
的
に
次
の
よ
う
な
解
決
案
が
考
え
ら
れ
る
。

①
色
相
に
つ
い
て
類
似
す
る
も
の
を
配
色
す
る
（
近
似
色
調
和
）、
②
同
色
相
で
明
度
・
彩
度
の
異
な
る

も
の
で
配
色
す
る
（
同
系
色
調
和
）、
③
色
相
に
関
し
て
反
対
と
な
る
色
で
配
色
す
る
（
補
色
調
和
）、
④

彩
度
の
高
い
も
の
同
士
は
一
般
に
色
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
た
め
、
多
く
の
色
相
を
配
色
す
る
場
合
は
低
い
彩

度
の
も
の
で
組
み
合
わ
せ
る
。
⑤
高
い
彩
度
の
色
同
士
が
隣
接
す
る
場
合
に
は
中
間
に
無
彩
色
を
配
置
す

る
、
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
般
論
で
あ
り
、
構
成
法
や
各
色
の
面
積
比
で
様
々
な
調

＊
色
温
度

　

人
間
の
視
覚
は
、
通
常
照
明
の
色
温
度

に
対
し
て
自
動
的
に
ホ
ワ
イ
ト
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
な
お
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
赤

さ
や
青
さ
を
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
い
が
、

フ
ィ
ル
ム
で
撮
影
す
る
と
、
そ
の
差
は
歴

然
と
す
る
。

　

照
明
の
色
温
度
の
違
い
に
よ
る
色
か
ぶ

り
の
問
題
を
解
消
す
る
に
は
、
写
真
を
撮

る
際
に
、
白
い
紙
等
を
同
時
に
写
し
込
ん

で
お
く
と
よ
い
。
後
か
ら
フ
ォ
ト
レ
タ
ッ

チ
ツ
ー
ル
等
で
、
簡
単
に
ホ
ワ
イ
ト
バ
ラ

ン
ス
を
取
り
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。



Ⅱ- 144Ⅱ- 145

和
の
さ
せ
か
た
が
追
及
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

４　

視
野

　

頭
部
を
固
定
し
て
1
点
を
凝
視
し
た
状
態
で
見
え
る
範
囲
を
視
野
と
い
う
が
、
視
野
計
に
よ
る
調
査
で

は
、「
人
」の
視
野
は
左
右
約
200
度
・
上
下
約
140
度
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
左
右
に
つ
い
て
は
大
差
な
い
が
、

上
下
に
関
し
て
は
上
60
度
・
下
80
度
と
下
の
方
が
広
く
、
経
験
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
日
常
生
活
で
は

さ
ら
に
下
の
方
が
優
位
に
な
る
。
我
々
の
身
の
回
り
の
物
は
大
部
分
眼
の
高
さ
よ
り
下
に
あ
っ
て
、
と
り

あ
え
ず
注
意
を
要
す
る
の
は
足
元
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
都
市
生
活
で
は
「
頭

上
注
意
」
も
常
識
で
あ
り
、
人
の
視
野
と
生
活
環
境
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
は
銘
記
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
上
に
述
べ
た
視
野
は
「
見
え
る
範
囲
」
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
実
際
に
情
報
の
読
み
に
関
わ
る

領
域
と
い
う
の
は
、
左
右
20
度
・
上
下
10
度
の
範
囲
で
、
こ
れ
は
網
膜
上
で
言
う
と
錐
体
が
集
中
的
に
分

布
す
る
域
に
あ
た
る
。
こ
の
範
囲
の
情
報
は
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
例
え
ば

星
座
の
よ
う
に
我
々
が
か
っ
て
に
群
と
し
て
見
て
い
る
も
の
も
、
ほ
ぼ
こ
の
視
角
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　

視
覚
情
報
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
「
見
え
る
範
囲
」「
読
む
範
囲
」
と
い

う
二
つ
の
視
野
の
も
つ
意
味
は
重
要
で
、
例
え
ば
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
見
え
る
電
照
看
板
を
計
画
す
る
と
い

う
場
合
で
も
、
ま
ず
普
通
に
ホ
ー
ム
に
立
っ
た
状
態
で
、
視
認
さ
れ
う
る
範
囲
内
に
設
置
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
（
気
付
か
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
）、
ま
た
そ
こ
か
ら
眺
め
た
場
合
に
、
看
板
の
デ
ザ
イ
ン
全

体
が
ま
と
ま
っ
て
見
え
る
視
角
範
囲
に
お
さ
ま
る
か
た
ち
で
判
読
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
こ
れ
を
超

え
る
大
き
さ
の
も
の
で
は
、
構
図
や
配
色
と
い
っ
た
画
面
内
の
設
計
が
的
は
ず
れ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
）。
視
野
と
視
角
の
問
題
は
色
彩
や
形
態
の
知
覚
の
問
題
に
比
べ
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
作
業

環
境
の
計
画
、
鉄
道
や
自
動
車
道
路
な
ど
交
通
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
案
内
・
標
識
の
計
画
、
公
園
や
都
市

環
境
全
般
に
お
け
る
景
観
の
計
画
、
あ
る
い
は
又
聴
覚
障
害
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ

ム
の
設
計
な
ど
、
我
々
の
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
場
面
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

補
足
的
に
他
の
動
物
と
の
比
較
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
大
半
の
動
物
は
眼
が
顔
面
の
両
側
に
あ
っ
て
、

各
々
の
視
野
が
独
立
す
る
か
た
ち
で
ほ
ぼ
360
度
の
視
野
を
も
つ
の
に
対
し
、「
人
」
場
合
は
両
眼
と
も
前

方
を
向
い
て
い
て
、
左
右
の
眼
の
視
野
の
共
通
領
域
が
広
い
。
つ
ま
り
両
眼
で
の
全
体
の
視
野
は
狭
い
が
、

両
眼
視
に
よ
る
奥
行
き
知
覚
（
後
に
詳
し
く
述
べ
る
）
が
有
利
に
な
る
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
人
」
以
外
の
動
物
が
障
害
物
や
外
敵
と
い
っ
た
自
然
環
境
に
関
す
る
情
報
を
重
視
す

る
の
に
対
し
、「
人
」
は
そ
う
し
た
情
報
よ
り
も
相
手
の
表
情
や
し
ぐ
さ
、
あ
る
い
は
文
字
や
画
像
情
報

と
い
っ
た
同
種
の
も
の
同
士
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
情
報
を
重
視
す
る
こ
と
を
物
語
る
。

　

５　

形
態
の
知
覚  

　

形
態
の
知
覚
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
ま
ず
「
地
と
図
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
理
解
が
必
要
で
あ
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る
。「
地
と
図
」
と
は
視
覚
心
理
学
の
用
語
で
、「
地
」
は
背
景
、「
図
」
は
そ
こ
に
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ

て
現
出
し
て
い
る
対
象
を
言
う
。
一
般
に
「
図
」
と
し
て
見
え
や
す
い
傾
向
に
あ
る
の
は
、
閉
じ
た
領
域
、

面
積
の
小
さ
な
領
域
、
垂
直
・
水
平
方
向
に
そ
ろ
っ
た
領
域
、
上
下
で
言
え
ば
下
の
方
、
幅
が
一
定
な
領

域
、
動
い
て
い
る
も
の
、
誘
目
性
の
高
い
色
彩
、
輝
度
の
高
い
も
の
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

日
常
の
視
覚
で
は
、
背
景
と
視
覚
対
象
と
の
関
係
は
、
ほ
ぼ
明
白
で
あ
る
が
、
紙
面
や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

と
い
っ
た
2
次
元
の
視
覚
で
は
教
示
0

0

の0

し
か
た

0

0

0

次
第
0

0

で0

こ
の
反＊

転
が
生
じ
や
す
い
。「
杯
に
も
見
え
る
し
、

向
か
い
合
う
二
人
の
顔
に
も
見
え
る
」
と
い
う
有
名
な
「
ル
ビ
ン
の
杯
」
な
ど
も
、
こ
の
図
地
の
反
転
現

象
を
応
用
し
た
図
形
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
図
」
に
な
る
も
の
と
は
、
も
と
も
と
物
理
的
に
ひ
と
つ
の
個
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
我
々
が
通
常
も
の
を
見
る
場
合
、
本
来
無
関
係
の
も
の
で

も
そ
れ
ら
を
「
群
化
」
さ
せ
て
見
て
い
る
場
合
が
多
い
（
例
え
ば
星
座
）。
創
作
と
い
う
能
動
的
な
行
為

の
み
で
な
く
、「
も
の
を
見
る
」
と
い
う
一
見
受
動
的
な
行
為
の
場
合
に
も
、
人
は
な
か
ば
自
動
的
に
物

事
を
「
秩
序
」
だ
て
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

物
理
的
に
は
バ
ラ
バ
ラ
な
視
覚
刺
激
を
、
我
々
の
視
覚
が
こ
ち
ら
の
都
合
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
て
し
ま

う
。こ
の
よ
う
な
性
質
を
、心
理
学
で
は「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
法
則
」と
言
う
。ウ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー（1923

）

は
、「
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
が
ま
と
ま
っ
て
見
え
る
た
め
の
要
因
」
を
、
近
接
・
類
同
・
閉
合
・
よ
い
連
続
・

よ
い
形
・
共
通
運
命
・
客
観
的
構
え
・
過
去
経
験
の
８
つ
に
分
類
し
て
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
近
く

に
あ
る
も
の
同
士
が
ま
と
ま
っ
て
見
え
る
（
近
接
の
要
因
）、＜＞

や（
）
な
ど
「
閉
じ
た
形
」
は
ワ
ン
セ
ッ

ト
に
見
え
る
（
閉
合
の
要
因
）、
群＊

集
の
中
を
２
人
の
人
物
が
同
じ
速
さ
で
走
っ
て
い
る
と
、
そ
の
二
人

が
主
役
と
し
て
浮
き
立
っ
て
見
え
る
（
共
通
運
命
）、「
三
角
形
に
注
目
し
て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と
バ

ラ
バ
ラ
な
３
点
で
も
三
角
形
に
見
え
る
（
客
観
的
構
え
）、「
朝
顔
を
見
る
と
思
い
出
す
」
と
い
う
文
の
解

釈
（「（
朝
の
）
顔
」
か
「
朝
顔
」
か
）
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
（
過
去
経
験
）
な
ど
、ウ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー

の
ま
と
め
た
群
化
の
要
因
は
、
様
々
な
現
象
を
説
明
で
き
る
。

　

我
々
の
視
覚
は
、
そ
の
認
知
に
お
い
て
、
視
覚
情
報
量
の
経
済
効
率
を
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ラ

バ
ラ
な
ま
ま
で
記
憶
す
る
よ
り
、
要
素
の
関
係
を
見
出
し
て
、
そ
の
関
係
0

0

を0

記
憶
0

0

す
る
0

0

方
が
は
る
か
に
効

率
的
で
あ
る
。
例
え
ば
「
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
」
は
「
○
が
十
個
」
と
書
け
ば
６
文
字
分
圧
縮
で
き

る
。
ま
た
例
え
ば
文
章
も
、
一
文
字
一
文
字
見
る
よ
り
は
、
前
後
の
文
脈
を
た
よ
り
に
あ
り
そ
う
な

0

0

0

0

0

「
単

語
」
に
予
測
を
つ
け
て
単
語
単
位
で
読
ん
で
し
ま
う
方
が
早
い
。

　

情
報
量
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
ま
と
め
て
見
る
。
要
素
で
は
な
く
要
素
間
の
関
係
を
把
握
す
る
。
そ
れ

が
人
間
の
知
覚
の
基
本
方
針
と
言
え
る
。

　

６　

幾
何
学
的
錯
視

　

こ
こ
ま
で
の
話
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
も
の
の
見
え
方
と
い
う
の
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
の

物
理
的
な
特
徴
と
、
そ
れ
を
見
る
我
々
の
脳
の
働
き
の
両
方
に
原
因
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
さ

ら
に
我
々
見
る
側
の
問
題
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
幾
何
学
的
錯
視
そ
の
他
の
現
象
を
み
て
み
よ
う
。

＊
群
集
（
モ
ブ
）
シ
ー
ン

　

こ
の
場
合
、
走
っ
て
い
る
２
人
を
カ
メ

ラ
が
固
定
点
で
と
ら
え
る
よ
う
に
フ
ォ

ロ
ー
撮
影
す
る
と
、
さ
ら
に
主
役
が
浮
き

立
つ
映
像
に
な
る
。
こ
の
場
合
２
人
の
役

者
と
カ
メ
ラ
と
の
３
者
が
共
通
運
命
に
あ

る
こ
と
に
な
る
。

＊
図
地
の
反
転

　

特
に
視
力
が
低
下
し
て
い
る
場
合
、
意

識
の
構
え
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
逆
転
は

簡
単
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
心
霊
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
で
「
出

る
出
る
」
と
い
う
意
識
で
見
て
い
る
と
、

背
景
の
影
の
ほ
う
が
図
に
な
り
や
す
く

な
っ
て
、
結
果
「
何
か
」
を
見
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
数
人
で
同
じ
景
色
を
見
て

い
て
も
、
自
分
だ
け
が
、「
何
か
」
の
影

ら
し
き
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
十
分

に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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幾
何
学
的
錯
視
（G

eom
etrical O

ptical Illusion

）
と
は
、
大
き
さ
・
形
・
方
向
な
ど
の
幾
何
学
的

パ
ラ
メ
ー
タ
が
実
際
の
値
と
は
異
な
っ
て
見
え
る
現
象
で
あ
る
。
最
も
簡
単
な
例
は
、「
正
方
形
が
縦
長

の
長
方
形
に
見
え
る
」
と
い
う
も
の
で
、我
々
の
視
覚
で
は
水
平
線
よ
り
垂
直
線
の
方
が
長
く
見
え
る
（
垂

直
・
水
平
錯
視
）
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
幾
何
学
的
錯
視
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
、
は
じ
め

に
発
見
・
報
告
し
た
学
者
の
名
で
○
○
錯
視
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
一
般
に
、
錯
視
現
象
は
「
細
く
見
せ
る
」

「
高
く
見
せ
る
」
な
ど
の
目
的
に
応
じ
て
視
覚
情
報
の
デ
ザ
イ
ン
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
物
理
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
に
輪
郭
線
が
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
現
象
（
主
観
的
輪

郭
）
や
、
物
理
的
に
も
主
観
的
に
も
見
え
て
い
な
い
存
在
が
視
覚
情
報
処
理
に
影
響
す
る
と
い
う
現
象
も
、

見
る
側
の
心
理
に
大
き
く
依
存
し
た
現
象
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
重
要
で
、
例
え
ば
レ
イ
ア
ウ
ト
グ
リ
ッ

ド
の
よ
う
な
「
不
可
視
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
我
々
の
視
覚
に
捉
え
ら
れ
て
、
そ
れ

が
全
体
の
構
図
や
秩
序
感
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
室
と
い
う
空
間
の
中
で
も
、
通
常
は

机
が
「
不
可
視
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
沿
っ
て
な
ら
ん
お
り
、
そ
れ
か
ら
ず
れ
る
も
の
が
あ
る
と
、
そ
の

ず
れ
た
机
の
輪
郭
線
の
延
長
に
さ
ら
に
新
し
い
「
不
可
視
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
生
じ
て
、
空
間
は
雑
然

と
見
え
て
く
る
。
描
か
れ
た
線
の
み
な
ら
ず
、
図
形
の
線
の
延
長
に
感
じ
ら
れ
る
「
非
在
の
線
」
も
、
画

面
全
体
の
構
図
・
秩
序
に
大
き
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　

７　

奥
行
き
知
覚

　

本
来
2
次
元
で
あ
る
網
膜
像
を
も
と
に
、
我
々
は
奥
行
き
を
含
む
3
次
元
の
世
界
を
認
知
し
て
い
る
。

第
3
の
軸
で
あ
る
、
こ
の
奥
行
き
を
知
る
手
が
か
り
に
は
絵
画
的
要
因
・
生
理
的
要
因
・
運
動
要
因
な
ど

が
あ
る
。

　

絵
画
的
要
因
と
は
、
大
き
さ
・
上
下
・
重
な
り
・
き
め
の
勾
配
・
色
調
・
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
・
明
暗
・
影

の
で
き
か
た
な
ど
で
、
配
置
や
描
き
か
た
に
よ
っ
て
奥
行
き
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

生
理
的
要
因
に
は
、
水
晶
体
の
調
節
や
視
線
の
収
斂
と
い
っ
た
筋
肉
の
動
き
に
関
わ
る
も
の
と
、
両
眼

の
網
膜
像
の
ズ
レ
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
特
に
両
眼
視
差
（Binocular Parallax

）
は
ス
テ
レ
オ

グ
ラ
ム
の
基
本
原
理
で
も
あ
り
、
他
の
要
因
と
は
違
う
生
々
し
い
立
体
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

主
と
し
て
視
点
が
移
動
し
て
い
る
場
合
に
は
運
動
要
因
が
効
い
て
く
る
。
視
点
を
移
動
し
な
が
ら
風
景

を
眺
め
て
い
る
と
、
近
く
の
風
景
と
遠
く
の
風
景
と
で
は
移
動
の
ス
ピ
ー
ド
に
差
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
感
じ
ら
れ
る
遠
近
感
を
、
運
動
視
差
（M

otion Parallax

）
と
い
い
、
セ
ル
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
の
風
景
描
写
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

　

８　

運
動
知
覚

　

運
動
の
知
覚
に
は
2
種
類
の
機
構
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
像―

網
膜
シ
ス
テ
ム
、

眼―

頭
シ
ス
テ
ム
と
い
う
。
像―

網
膜
シ
ス
テ
ム
は
視
線
を
固
定
し
た
場
合
に
動
く
対
象
の
網
膜
上
で
の

位
置
が
変
化
す
る
こ
と
を
運
動
と
し
て
知
覚
す
る
も
の
で
、
眼―

頭
シ
ス
テ
ム
は
動
く
対
象
を
追
視
し
た
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場
合
の
眼
球
や
頭
の
動
き
か
ら
対
象
の
運
動
を
知
覚
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
一
般
に
こ
の
2
つ
の
情

報
を
関
連
づ
け
な
が
ら
処
理
す
る
こ
と
で
、
運
動
を
知
覚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
運
動
も
、
実
際
に
対
象
が
運
動
し
て
い
る
場
合
に
の
み
知
覚
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、「
運

動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
仮
現
運
動
の
場
合
も
あ
る
。
仮
現
運
動
に
は
自
由
運
動
・
誘
導
運

動
・
運
動
残
像
・
β
運
動
・
α
運
動
・
γ
運
動
な
ど
様
々
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
説

明
し
よ
う
。

　

自
由
運
動
と
は
、
暗
い
場
所
で
一
つ
の
光
点
を
凝
視
し
て
い
る
と
、
ゆ
れ
て
見
え
は
じ
め
る
現
象
で
あ

る
。「
感
覚
遮
断
さ
れ
る
と
幻
覚
が
見
え
は
じ
め
る
」あ
る
い
は「
入
眠
幻
覚
」な
ど
の
現
象
と
も
似
て
、「
人
」

は
刺
激
情
報
が
少
な
い
場
面
で
は
、
物
理
的
に
は
存
在
し
な
い
架
空
の
現
象
を
つ
く
り
だ
す
場
合
が
多
い
。

　

誘
導
運
動
と
は
、
静
止
し
た
対
象
が
、
周
囲
の
も
の
の
動
き
に
よ
っ
て
そ
の
逆
向
き
に
運
動
し
て
見
え

る
現
象
を
言
う
。
特
に
、
自
分
の
周
囲
の
も
の
の
動
き
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
動
き
だ
す
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
場
合
を
自
己
誘
導
運
動
と
言
い
、「
ビ
ッ
ク
リ
ハ
ウ
ス
」
な
ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

　

運
動
残
像
は
、
滝
の
水
の
流
れ
を
見
つ
め
た
後
、
静
止
し
た
物
体
を
眺
め
る
と
物
体
が
上
に
動
き
出
す

よ
う
に
見
え
る
現
象
で
、
回
転
す
る
螺
旋
が
止
ま
っ
た
後
な
ど
、
運
動
が
停
止
し
た
あ
と
そ
の
運
動
と
は

逆
方
向
に
感
じ
ら
れ
る
動
き
は
す
べ
て
運
動
残
像
で
あ
る
。

　

α
運
動
は
ミ
ュ
ー
ラ
・
ラ
イ
ア
の
錯
視
図
で
2
種
の
矢
羽
根
の
図
を
交
互
に
提
示
す
る
と
、
水
平
の
線

分
が
伸
縮
し
て
見
え
る
現
象
を
言
い
、
光
刺
激
が
出
現
・
消
失
す
る
際
に
そ
れ
が
膨
張
・
収
縮
す
る
運
動

に
見
え
る
現
象
を
γ
運
動
と
言
う
。

　

β
運
動
は
、
我
々
に
も
っ
と
も
馴
染
み
深
い
現
象
で
、
電
光
掲
示
板
で
文
字
が
動
く
、
映
画
や
テ
レ
ビ

で
現
実
的
な
動
き
が
再
現
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
運
動
の
知
覚
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
視
野
の
持
続

性
」
と
「
フ
ァ
イ
現
象
」
と
い
う
2
つ
の
視
覚
の
要
因
が
作
用
し
て
い
る
。
前
者
は
「
光
（
像
）
の
点
滅

が
秒
間
30
回
以
上
ま
で
速
く
な
る
と
、
そ
れ
は
点
滅
で
は
な
く
持
続
し
て
見
え
る
」
と
い
う
も
の
で
、
視

覚
の
情
報
伝
達
速
度
の
限
界
か
ら
生
じ
る
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
映
画
で
は
秒

間
24
コ
マ
と
い
う
画
像
素
材
を
1
コ
マ
に
つ
き
3
回
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
あ
け
る
と
い
う
形
で
秒
間
72
コ
マ
に

し
て
お
り
、
テ
レ
ビ
は
秒
間
30
コ
マ
と
い
う
画
像
を
1
フ
レ
ー
ム
に
つ
き
2
回
（
2
フ
ィ
ー
ル
ド
）
走
査

す
る
か
た
ち
で
ち
ら
つ
き
を
防
い
で
い
る
。
後
者
は
「
空
間
的
に
位
置
の
異
な
る
2
つ
の
光
点
を
一
定
時

間
あ
け
て
見
せ
る
と
、
光
が
動
い
て
見
え
る
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
は
刺
激
の
強
さ
・
刺
激
間
の
距

離
・
時
間
間
隔
な
ど
が
適
切
に
計
画
さ
れ
た
場
合
に
き
れ
い
な
運
動
に
見
え
る
。
時
間
間
隔
の
み
に
注
目

す
れ
ば
、
一
般
に
そ
れ
は
60
ミ
リ
秒
程
度
と
言
わ
れ
て
お
り
、
30
ミ
リ
秒
を
下
回
る
と
2
つ
が
同
時
に
見

え
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

眼
は
も
と
も
と
運
動
の
発
見
器
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
と
も
言
わ
れ
、
外
界
の
動
く
も
の
を
知
覚
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
生
物
一
般
に
と
っ
て
そ
の
生
存
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の

「
人
」
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
外
界
の
運
動
知
覚
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
虚
構
の
世
界
の
運
動
知
覚
で
あ

る
「
仮
現
運
動
」
が
非
常
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
我
々
は
日
常
に
お
い
て
多
く
の
も
の
の

動
き
の
情
報
を
、
現
実
の
運
動
で
は
な
く
、
仮
現
運
動
（
テ
レ
ビ
の
映
像
）
に
よ
っ
て
得
て
い
る
こ
と
は

銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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９　

視
覚
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス

　

日
常
的
な
視
覚
・
文
字
・
静
止
画
・
動
画
な
ど
に
対
し
て
、
見
る
意
識
の
構
え

0

0

0

0

0

は
様
々
に
関
与
し
て
お

り
、
そ
れ
は
視
覚
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
視
覚
世
界
の
構
築
と
精
巧
な

読
み
取
り
を
手
助
け
し
て
い
る
。

　

日
常
の
視
覚
で
は
聴
覚
の
場
合
の
話
と
同
様
、
頭
の
中
の
単
語
の
辞
書
と
文
法
構
造
が
最
も
大
き
な
フ

レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
作
用
し
て
お
り
、
す
べ
て
を
言
語
的
に
了
解
し
よ
う
と
す
る
「
カ
テ

ゴ
リ
ー
態
度
」
が
効
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
視
界
に
「
名
付
け
よ
う
の
な
い
も
の
」
が
出
現
し
た
場
合
に

は
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
効
力
を
失
い
、
緊
張
感
や
不
快
感
が
高
ま
る
状
況
が
発
生
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

日
常
の
視
覚
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
さ
ら
に
様
々
な
次
元
に
存
在
す
る
。「
人

の
顔
を
見
る
」
と
い
う
状
況
を
例
に
と
る
と
、
我
々
は
単
に
そ
れ
を
「
顔
」
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
見
る

以
上
に
、
表
情
の
細
か
な
読
み
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
顔
全
体
が
さ
か
さ
ま
に
見
え
て
い
る
状
態
で
は

そ
の
判
別
が
難
し
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
顔
の
目
鼻
の
正
立
し
た
位
置
関
係
が
ひ
と
つ
の
フ

レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
効
な
場
合
に
、
表
情
の
違
い
を
敏
感
に
読
み
取
る
こ
と

が
可
能
だ
が
、
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
無
効
に
な
る
さ
か
さ
ま
の
状
態
で
は
読
み
取
り
能
力
が

落
ち
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
じ
こ
と
は
文
字
な
ど
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
さ
か
さ
ま
で
も
文
章
を
読
む

こ
と
は
で
き
る
が
、
内
容
が
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
、
あ
る
い
は
誤
字
や
左
右
反
転
し
た
文
字
な
ど
を
発
見

す
る
能
力
が
落
ち
る
な
ど
、
全
体
的
な
情
報
処
理
能
力
は
落
ち
る
の
で
あ
る
。

　
「
さ
か
さ
ま
で
は
読
み
に
く
い
の
は
あ
た
り
ま
え
」
だ
と
い
う
感
想
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
機
械
」
の
視

覚
の
場
合
に
、
像
が
正
立
で
あ
れ
倒
立
で
あ
れ
そ
の
分
析
能
力
に
差
が
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
人
」

あ
る
い
は
「
生
物
」
に
特
有
の
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
画
像
を
見
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
般
に
「
像
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
言
語

情
報
に
お
け
る
「
辞
書
」・「
文
法
」
と
い
っ
た
も
の
が
な
い
た
め
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
何
か
」
が
様
々
な

レ
ベ
ル
で
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
人
の
造
形
的
な
思
考
を
介
し
て
描
か
れ
た
絵
画
・
漫
画
と
、
カ
メ
ラ
で
自
動
的
に
記
録
さ

れ
た
写
真
や
テ
レ
ビ
の
映
像
と
の
区
別
（
前
者
が
明
ら
か
に
「
様
式
」
や
「
文
化
的
な
約
束
事
」
と
い
っ

た
伝
え
方
の
枠
組
み
を
持
つ
）
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

　

例
え
ば
漫
画
を
読
む
（
見
る
）
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
一
つ
例
を
あ
げ
る
と
、（
日
本
人
の
場
合
）
右

上
か
ら
左
下
へ
向
か
う
「
方
向
」
が
、
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
そ
の
読
み
を
拘

束
し
て
お
り
、
右
↓
左
は
順
方
向
で
「
行
く
も
の
」
と
し
て
読
ま
れ
、
左
↓
右
は
逆
方
向
で
「
や
っ
て
く

る
も
の
」
と
し
て
読
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
絵
巻
物
な
ど
で
は
そ
れ
は
典
型
的
で
あ
る
）。
こ
れ
は
「
縦

書
き
」
と
い
う
文
字
文
化
に
由
来
す
る
も
の
で
、
西
洋
の
場
合
で
は
逆
に
左
か
ら
右
が
順
方
向
と
な
る
。

絵
画
・
漫
画
表
現
に
は
こ
う
し
た
様
式
・
約
束
事
が
多
く
存
在
し
、
そ
れ
を
読
み
慣
れ
た
者
に
は
、
作
家

の
意
図
が
ス
ム
ー
ズ
に
伝
わ
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
い
わ
ゆ
る
活
字
世
代
と
漫
画
世
代
で
は
、
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漫
画
を
読
む
（
見
る
）
ス
ピ
ー
ド
や
視
線
の
配
分
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
カ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
映
像
を
見
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
そ
の
映
像
か
ら
逆
投
影
的
に
読
み
取

れ
る
カ
メ
ラ
の
切
り
取
っ
た
「
ワ
ク
」・
位
置
（
視
点
）・
角
度
（
視
線
方
向
）
と
い
っ
た
も
の
が
フ
レ
ー

ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
っ
て
、
我
々
の
映
像
の
読
み
に
参
画
す
る
。
映
画
の
理
論
が
誕
生
し
て
間
も

な
い
こ
ろ
の
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
（1933

）
や
ベ
ラ
・
バ
ラ
ー
ジ
ュ
（1949

）
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
よ

う
に
、
世
界
を
「
ワ
ク
」
に
切
り
取
り
、
一
定
の
視
点
か
ら
一
定
の
方
向
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
見

る
者
に
「
世
界
の
見
方
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
あ
る
意
味
を
も

つ
、
あ
る
い
は
意
味
を
生
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
の
重
要
性
は
、
我
々
の
日
常
的
な
映
像
体
験
か
ら
も
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
ワ
ク
」
に

関
し
て
言
え
ば
、「
地
面
を
這
う
演
技
が
、
岩
山
を
登
る
よ
う
に
見
え
る
」
な
ど
の
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
効

果
を
利
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
与
え
ら
れ
た
「
ワ
ク
」
を
基
準
に
世
界
を
再
構
成
し
て
見
て

い
る
こ
と
か
ら
、
撮
影
時
の
カ
メ
ラ
が
90
度
倒
れ
て
い
て
も
そ
の
こ
と
に
は
気
付
か
な
い
の
で
あ
る
（
実

際
に
は
、
気
付
い
て
も
そ
の
よ
う
に
は
見
え
に
く
い
）。
ま
た
、
位
置
と
角
度
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
そ

れ
が
フ
レ
ー
ム
と
し
て
機
能
し
な
く
な
る
と
、
ど
こ
か
ら
ど
う
見
て
撮
ら
れ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、

な
に
が
写
っ
て
い
る
の
か
す
ら
つ
か
め
な
く
な
る
。「
ワ
ク
」・
カ
メ
ラ
の
位
置
・
角
度
、
我
々
は
通
常
そ

れ
ら
を
意
識
し
て
感
じ
て
は
い
な
い
が
、
映
像
を
見
る
場
合
に
究
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

描
か
れ
た
も
の
に
せ
よ
、
カ
メ
ラ
で
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
（
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
お
け
る
辞
書
や
文
法
の
よ
う
な
か
た
ち
で
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
様
々
な
フ
レ
ー
ム

オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
存
在
し
て
、
見
る
者
の
読
み
を
支
え
て
い
る
。
そ
れ
は
経
験
的
に
身
に
つ
い
て
く

る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
音
楽
に
お
け
る
「
音
階
ス
ケ
ー
ル
」
の
ご
と
く
、
そ
の
修
得
に
臨
界
期
が
あ
る
か

ど
う
か
も
定
か
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
音
痴
」
な
ら
ぬ
「
映
痴
」
に
つ
い
て
も
謎
は
多
い
。

　

最
後
に
慣
性
系
に
関
わ
る
特
殊
な
問
題
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
世
界
に
対
す
る
我
々
の
関
わ
り
方
に
は
、

ア
ウ
ト
サ
イ
ド
・
イ
ン
と
イ
ン
サ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
と
い
う
2
種
類
の
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
航
空
機
の
操
縦
に
お
け
る
視
知
覚
を
考
察
す
る
場
合
に
よ
く
引
き
合
い

に
だ
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
・
イ
ン
と
は
「
航
空
機
の
外
の
世
界
（
地
球
）
が
基
準
座
標
で

あ
り
、
航
空
機
（
自
分
）
は
そ
れ
に
対
し
て
傾
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ

ン
ス
を
外
部
に
お
い
て
視
覚
世
界
を
捉
え
て
い
る
状
態
を
言
い
、
イ
ン
サ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
と
は
「
航
空
機

の
内
部
（
自
分
）
の
上
下
左
右
が
基
準
座
標
で
あ
り
、
外
の
世
界
が
傾
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
フ

レ
ー
ム
オ
ブ
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
内
部
に
お
い
て
視
覚
世
界
を
見
て
い
る
状
態
を
言
う
。

　

一
般
に
航
空
機
の
操
縦
で
は
航
空
機
自
体
が
慣
性
系
で
あ
る
た
め
に
、
イ
ン
サ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
が
有
効

だ
が
、
離
陸
や
着
陸
時
に
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
・
イ
ン
が
有
効
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
の
切
り
替
わ
る

タ
イ
ミ
ン
グ
が
航
空
機
の
操
縦
で
最
も
危
険
な
瞬
間
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
自
分
が
傾
い
て
い
る
の
か

外
が
傾
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
瞬
間
と
い
う
の
は
、
体
勢
感
覚
に
も
視
覚
に
も
違
和
感
が
生
じ

て
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
障
害
が
発
生
す
る
。
Ｖ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
を
実
用
化
す
る
過
程
で
も
こ
の
問
題

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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10　

視
覚
の
人
工
現
実

　

人
工
現
実
に
仮
想
現
実
と
遠
隔
現
実
の
分
類
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
視
覚
世
界
に

お
け
る
こ
の
問
題
を
聴
覚
の
場
合
と
対
応
づ
け
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　

仮
想
現
実
世
界
の
も
っ
と
も
簡
単
な
ア
イ
デ
ア
は
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
サ
イ
ズ
を
大
き
く
し
て
、
我
々

の
現
実
的
な
視
野
を
覆
っ
て
し
ま
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
一
般
に
視
覚
的
な
臨
場
感
は
視
角
に
し
て
20

度
を
超
え
る
と
大
き
く
な
る
と
言
わ
れ
、
約
80
度
か
ら
100
度
で
ほ
ぼ
満
足
で
き
る
サ
イ
ズ
に
な
る
と
言
わ

れ
る
。
要
す
る
に
非
常
に
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
を
用
意
す
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
「
あ
き
ら
か
に
こ
れ
は
映
像
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
は
残
る
も
の
で
、
例
え
ば

大
き
な
も
の
が
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
く
る
映
像
を
見
て
も
「
思
わ
ず
体
を
よ
け
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

は
い
か
な
い
。
最
大
の
問
題
は
3
次
元
空
間
の
奥
行
き
を
ど
う
再
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聴
覚

で
は
ス
ピ
ー
カ
の
多
元
配
置
、
特
に
ス
テ
レ
オ
音
場
に
よ
る
空
間
的
な
音
の
定
位
が
重
要
だ
が
、
視
覚
の

場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
、
両
眼
視
差
を
応
用
し
た
ス
テ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
技
術
が
こ
こ
で
の
必
須

要
素
と
な
る
。
原
理
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
左
右
の
眼
の
網
膜
像
に
あ
た
る
映
像
を
そ
れ
ぞ
れ
左
と

右
の
眼
に
分
離
し
て
見
せ
る
こ
と
で
実
現
で
き
る
。

　

現
在
そ
の
技
術
は
表
示
面
方
式
と
眼
鏡
方
式
と
に
大
別
さ
れ
る
。
表
示
面
方
式
は
、
レ
ン
テ
ィ
キ
ュ
ラ

板
や
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
バ
リ
ア
な
ど
で
表
示
面
そ
の
も
の
を
加
工
す
る
も
の
で
、
肉
眼
で
立
体
視
で
き
る
の

が
魅
力
だ
が
、
観
察
者
の
位
置
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
眼
鏡
方
式
で
は
偏
光
板
と
偏
光
眼

鏡
用
い
た
同
時
式
と
、
左
右
交
互
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
開
閉
が
お
こ
る
眼
鏡
を
用
い
た
継
時
式
が
あ
り
、
特

に
ス
ク
リ
ー
ン
と
偏
光
眼
鏡
を
用
い
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
遠
隔
現
実
の
構
築
で
は
、
観
察
者
の
手
足
や
頭
が
動
き
な
が
ら
、「
向
こ
う
の
世
界
」
に
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
、
聴
覚
に
お
け
る
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
に
相
当
す
る
、

Ｈ
Ｍ
Ｄ
（H

ead M
ounted D

isplay

）
が
利
用
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
Ｈ
Ｍ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
で
は
、

頭
の
位
置
・
方
向
・
向
き
の
情
報
を
利
用
し
て
、
体
や
頭
の
動
き
に
応
じ
た
能
動
的
な
画
像
更
新
が
実
現

さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
右
眼
と
左
眼
の
画
像
は
分
離
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
奥
行
き
感
も
再
現
さ
れ
る
か
た
ち

で
架
空
の
世
界
を
疑
似
現
実
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
さ
ら
に
進
ん
だ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、
レ
ー
ザ
ー
光
に
よ
っ
て
直
接
網
膜
上
に
像

を
形
成
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
開
発
中
で
あ
る
と
い
う
。
人
の
脳
そ
の
も
の
に
ア
ク
セ
ス
し
て
視
覚
像

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
人
工
的
に
視
覚
に
介
入
で
き
る
限
界
は
「
網
膜
」
で
あ
り
、
こ
の
技

術
に
「
体
勢
」
の
情
報
を
う
ま
く
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
れ
ば
、
現
実
と
非
現
実
の
区
別
が
き
わ
め
て
つ
き
に
く

い
架
空
の
世
界
が
構
築
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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結
び　

｜　

「
過
剰
な
脳
」
の
独
り
言

　
｜

　

な
ぜ
か
と
問
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、「
脳
が
よ
ろ
こ
ぶ
か
ら
だ
」
と
し
か
答
え
よ
う
の
な
い
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
が
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
思
索
や
行
為
の
動
機
を
説
明
す
る
、
最
も
端
的
な
答
え
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
と
サ
ル
を
分
け
る
最
も
顕
著
な
違
い
は
、
無
駄
（
？
）
に
発
達
し
た
前
頭
葉
に
あ
る
。
こ
の
過
剰

な
脳
細
胞
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
活
性
化
の
た
め
に
（
細
胞
は
活
動
し
な
け
れ
衰
退
す
る
か
ら
）、
人
間

に
「
考
え
る
」
こ
と
を
さ
せ
は
じ
め
た
。
要
す
る
に
生
命
維
持
活
動
に
は
必
要
の
な
い
、
自
ら
の
た
め
に

お
互
い
に
信
号
を
交
換
し
合
う
と
い
う
余
計
な
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
る
。人
間
は
、考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
「
今
こ
こ
」
を
離
れ
た
事
柄
を
反
省
し
た
り
予
見
し
た
り
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
想
像
が
描
き
出
す
「
快
適
な
世
界
」
を
実
現
し
よ
う
と
い
ろ
ん
な
も
の
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
、

自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
世
界
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
、
20
年
も
の
学
習
期
間
を
経
な
け
れ
ば
歩
き
出
せ
な
い
と

い
う
バ
カ
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
サ
ル
は
そ
ん
な
人
間
を
見
て
お
そ
ら
く
あ
き
れ
て
い
る
。
歌
う
こ
と

も
描
く
こ
と
も
物
語
を
つ
く
る
こ
と
も
、
そ
し
て
世
界
の
仕
組
み
を
探
求
す
る
こ
と
も
、
サ
ル
に
は
必
要

の
な
い
こ
と
な
の
だ
。
す
べ
て
は
、
過
剰
に
発
達
し
た
脳
の
「
よ
ろ
こ
び
」
に
起
因
し
て
い
る＊

。

　

か
つ
て
、
授
業
の
な
か
で
「
あ
な
た
は
な
ぜ
映
画
を
見
る
の
で
す
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。「
好
き
な
タ
レ
ン
ト
が
出
て
い
る
か
ら
」・「
物
語
の
世
界
を
見
た
い
か
ら
」・「
現
実
逃
避
」・

「
自
分
も
つ
く
り
た
い
か
ら
（
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
ら
）」・「
映
画
と
映
像
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
か
ら
」、

様
々
な
回
答
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
ま
ま
で
は
面
白
く
な
い
の
で
、
さ
ら
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
回
答
の
枝
葉
を
落
と
す
こ
と
で
、
以
下
の
四
つ
の
機
軸
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

視
た
い
／
つ
く
り
た
い
／
知
り
た
い
／
伝
え
た
い　

｜
｜

 

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
「
脳
が
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
」
の
理
由
が
見
事
に
見
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
ら
は

次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
物
語
を
視
る
（
読
む
）
こ
と
／
物
語
を
つ
く
る

こ
と
／
物
語
の
仕
組
み
を
知
る
こ
と
／
物
語
の
仕
組
み
を
伝
え
る
こ
と
、｜

｜

で
あ
る
。「
物
語
」
と
い

う
語
を
「
世
界
」
に
置
き
換
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
「
秩
序
」
と
置
き
換
え
て
も
良

い
だ
ろ
う
。
サ＊

ル
は
物
語
を
理
解
し
な
い
し
、
つ
く
る
こ
と
も
な
い
、
当
然
形
而
上
学
的
な
好
奇
心
は
無

い
し
、
そ
れ
を
他
の
サ
ル
に
伝
え
よ
う
と
も
し
な
い
。
こ
れ
ら
は
人
間
に
特
有
の
よ
ろ
こ
び
な
の
だ
。

　

こ
の
四
つ
の
分
類
は
、
人
間
の
発
達
段
階
に
照
ら
し
て
も
興
味
深
い
。
ま
ず
視
る
こ
と
聴
く
こ
と
物
語

に
浸
る
こ
と
が
楽
し
く
て
、
や
が
て
自
分
で
も
何
か
つ
く
っ
て
み
た
く
な
る
。
つ
く
っ
て
い
く
う
ち
に
そ

の
仕
組
み
に
興
味
が
行
き
、
最
終
的
に
は
自
分
が
発
見
し
た
仕
組
み
を
人
に
伝
え
た
く
な
る
。
多
か
れ
少

な
か
れ
誰
で
も
成
人
す
る
こ
ろ
に
は
、
な
ん
と
な
く
自
分
の
世
界
観
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
、

そ
れ
が
成
熟
す
る
と
次
の
世
代
へ
伝
え
た
く
な
る
。
典
型
的
な
の
は
、
宗
教
家
や
芸
術
家
、
あ
る
い
は
広

く
研
究
や
教
育
に
携
わ
る
人
た
ち
で
あ
る
。
自
分
の
世
界
観
が
ク
リ
ア
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど「
伝
え
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
は
強
く
な
る
。

＊
サ
ル
と
ヒ
ト

　
「
サ
ル
」
と
一
括
す
る
の
は
実
は
乱
暴

で
、
霊
長
類
の
中
で
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な

ど
の
大
型
類
人
猿
は
、
鏡
に
よ
る
自
己
確

認
や
写
真
の
認
知
、
ま
た
ペ
ン
を
使
っ
た

落
書
き
行
為
も
す
る
（
ニ
ホ
ン
ザ
ル
な
ど

旧
世
界
ザ
ル
は
落
書
き
は
し
な
い
）。
観

察
で
き
る
レ
ベ
ル
で
の
人
と
の
区
別
は
、

例
え
ば
、
道
具
を
使
っ
て
道
具
を
作
る
こ

と
（
二
次
製
作
）
や
死
体
を
埋
葬
す
る
（
墓

づ
く
り
）
と
い
っ
た
、
高
度
な
シ
ン
ボ
ル

操
作
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

＊
過
剰
な
脳
活
動

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
剰
な
脳
活
動
に
も

程
度
は
あ
る
。
脳
は
や
み
く
も
に
活
動
し

た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
信
号
が

多
す
ぎ
て
も
細
胞
は
破
壊
さ
れ
る
し
、
信

号
の
ル
ー
プ
バ
ッ
ク
に
歯
止
め
が
き
か
な

く
な
れ
ば
癲
癇
発
作
の
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
あ
ま
り
に
も
多
く
の
新

し
い
情
報
に
対
し
て
は
、「
待
っ
た
」
が

か
か
る
。
情
報
は
多
す
ぎ
れ
ば
疲
れ
る
し
、

少
な
け
れ
ば
退
屈
す
る
。
日
常
的
な
感
覚

で
わ
か
る
よ
う
に
、
脳
は
そ
の
時
々
の
適

度
な
活
性
状
態
を
求
め
て
い
る
。
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さ
て
、
脳
が
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
の
究
極
に
は
、
脳
の
中
で
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
様
々
な
神＊

経
伝
達

物
質
が
関
与
し
て
い
る
。
精
神
疾
患
の
治
療
な
ど
で
は
脳
の
状
態
を
良
好
に
す
る
た
め
に
薬
物
を
使
う
と

い
う
場
合
が
あ
る
が
、
通
常
は
そ
の
よ
う
な
外
的
手
段
で
脳
を
よ
ろ
こ
ば
す
必
要
は
な
い
。
厳
し
い
脳
血

管
関
門
を
簡
単
に
通
過
で
き
る
薬
物
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
脳
内
に
存
在
す
る
物
質
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
脳
を
よ
ろ
こ
ば
す
に
は
、
身
体
の
状
況
や
各
種
の
感
覚
刺
激
、
さ
ら
に
思
考

の
あ
り
か
た
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
そ
の
物
質
を
様
々
に
活
性
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
昔
か
ら
あ
る
様
々
な
「
宗
教
行
為
」
や
「
癒
し
の
技
法
」
さ
ら
に
は
「
自＊

己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
」
と

い
っ
た
も
の
も
、
神
経
伝
達
物
質
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
胸
の
前
で
手

を
合
わ
せ
る
だ
け
で
も
血
行
が
良
く
な
る
の
だ
か
ら
、
内
外
の
刺
激
が
神
経
伝
達
物
質
の
ふ
る
ま
い
を
変

化
さ
せ
得
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

以
下
、
こ
の
よ
う
な
物
質
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
与
し
て
脳
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
で
あ
ろ
う
、
視
る
・
つ

く
る
・
知
る
・
伝
え
る
、
に
つ
い
て
順
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　

視
る
こ
と
・
聴
く
こ
と

　

 

「
視
る
こ
と
、
そ
れ
は
も
う
な
に
か
な
の
だ
」
と
言
っ
た
の
は
梶
井
基
次
郎
で
あ
る
。
確
か
に
、
単
な

る
風
景
で
も
、
見
て
い
る
だ
け
で
気
分
が
良
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
一
方
で
、
見
た
だ
け
で
不
快
感
を
覚

え
る
よ
う
な
対
象
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
何
か
？
。
記
憶
で
あ
る
。
我
々
の「
視
る
」

や
「
聴
く
」
は
、
単
純
な
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
が
関
与
し
て
い
て
、「
知
覚
」
と
「
想
像
」
は
と
も
に
連
想
的

0

0

0

に
記
憶
を
活
性
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

視
る
こ
と
、
そ
れ
は
記
憶
と
関
わ
る
こ
と
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
人
は
、
楽
し
い
記
憶
の
想
起
に
つ
な
が

る
「
視
る
」
を
求
め
て
い
る
。
不
快
な
記
憶
は
リ
ン
ク
か
ら
は
ず
し
た
い
。
人
の
「
視
る
」
は
、
快
適
な

記
憶
と
結
び
つ
く
こ
と
で
快
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
楽
し
い
記
憶
と
不
快
な
記
憶
と
で

は
、楽
し
い
記
憶
の
ほ
う
が
長
期
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
だ
か
ら
想
い
出
は
美
し
い
）、

そ
れ
は
、
気
持
ち
が
い
い
時
の
方
が
よ
り
結
線
（
記
憶
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
強
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

不
快
な
記
憶
の
場
合
も
リ
ン
ク
さ
れ
れ
ば
強
化
さ
れ
る
の
だ
が
、
人
は
そ
れ
ら
を
な
る
べ
く
思
い
出
さ
な

い
よ
う
に
し
て
徐
々
に
リ
ン
ク
を
切
っ
て
い
く
。
脳
は
よ
く
で
き
て
い
て
、
極
端
に
不
快
な
出
来
事
（
強

い
刺
激
）
の
場
合
は
自
発
的
に
接
合
を
切
っ
て
記
憶
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
あ
る
の
だ
（
こ
の

事
実
は
心
的
外
傷
に
よ
る
記
憶
障
害
や
解
離
性
同
一
性
障
害
を
説
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
）。
ソ
ン
タ
グ

（1979

）
は
、「
写
真
を
撮
る
こ
と
は
世
界
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
だ
」
と
言
っ
た＊

。
美
し
い
記
憶

の
想
起
を
促
し
、
そ
の
記
憶
を
強
化
す
る
刺
激
、
人
は
そ
ん
な
風
景
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
、
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、「
視
る
」
こ
と
の
快
感
は
、
単
に
美
し
い
記
憶
と
の
リ
ン
ク
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
視

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
た
な
リ
ン
ク
の
形
成
時
に
も
脳
は
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　

我
々
は
同
じ
映
画
を
何
度
も
見
て
、
何
度
も
異
な
る
感
動
を
得
る
。
脳
は
（
記
憶
は
）
時
と
場
所
と
そ

の
と
き
の
精
神
状
態
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
性
状
態
（
認
知
的
な
構
え
）
が
異
な
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
情

報
体
は
そ
の
都
度
、
重
み
付
け
を
変
え
て
我
々
の
脳
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
。
旅
先
で
見
る
テ
レ
ビ
が
、

＊
神
経
伝
達
物
質

　

様
々
な
物
質
が
、
人
間
の
脳
の
状
態
と

関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
快
感
・
好
奇
心
・

学
習
意
欲
に
関
わ
る
ド
ー
パ
ミ
ン
、
注
意

力
・
集
中
力
に
関
わ
る
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ

ン
、
安
心
感
・
幸
福
感
に
関
わ
る
セ
ロ
ト

ニ
ン
な
ど
数
十
種
類
ほ
ど
が
確
認
さ
れ
て

い
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
不
足
す

る
と
精
神
活
動
に
支
障
を
き
た
す
が
、
多

す
ぎ
て
も
精
神
分
裂
・
過
敏
・
攻
撃
・
錯

乱
と
い
っ
た
問
題
に
つ
な
が
る
。
重
要
な

の
は
適
度
な
活
性
で
あ
る
。

＊
自
己
啓
発
ま
が
い
の
お
話

　
「
や
る
気
」
は
、
や
っ
か
い
な
存
在
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
や
る
気
に
関
わ
る

側
坐
核
は
、
動
き
始
め
な
い
と
活
性
が
あ

が
ら
な
い
（
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
の
分
泌
が

お
こ
ら
な
い
）。
つ
ま
り
、
や
る
気
に
な

る
ま
で
待
と
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
「
や
る
気
」
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
（
逆
に
休
日
返
上
で
予
定
を

入
れ
る
よ
う
な
「
や
る
気
」
の
あ
る
人
と

い
う
の
は
、が
ん
ば
っ
た「
達
成
感
」（
ド
ー

パ
ミ
ン
の
快
感
）
が
さ
ら
に
「
や
る
気
」

を
促
す
こ
と
で
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
り
っ

ぱ
な
し
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
）。

＊
イ
メ
ー
ジ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

我
々
の
欲
望
の
対
象
は
何
だ
ろ
う
。
確

か
に
人
は
、
い
ろ
ん
な
「
モ
ノ
」
を
見
て
、

そ
れ
が
欲
し
く
な
る
。
し
か
し
買
っ
た
と

こ
ろ
で
、
実
際
に
は
使
わ
な
い
も
の
も
多

い
。
欲
し
か
っ
た
の
は
そ
の「
イ
メ
ー
ジ
」

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
連
想
的
に
結
び
つ

く
「
夢
」
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
愛
車

が
盗
ま
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
気
付
か

ず
「
ガ
レ
ー
ジ
に
は
愛
車
が
あ
る
」
と
想

像
で
き
る
う
ち
は
幸
せ
だ
。
扉
を
開
け
て

中
身
を
確
か
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
実
体

は
な
く
と
も
気
持
ち
は
満
た
さ
れ
た
ま
ま

な
の
で
あ
る
。

　

我
々
の
欲
望
に
お
け
る
「
実
体
」
の
占

め
る
割
合
は
ご
く
わ
ず
か
。
欲
し
い
の
は

結
局
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
な
の
で
あ
る
。

　

朝
起
き
た
時
は
「
や
る
気
」
が
な
く
て

も
、
と
り
あ
え
ず
動
き
出
せ
ば
、
な
ん
と

か
な
る
。
人
は
そ
う
い
う
生
き
物
の
よ
う

で
あ
る
。

　
「
や
る
気
」
が
で
な
い
と
言
っ
て
い
る

学
生
諸
君
、
と
り
あ
え
ず
窓
を
開
け
て
、

光
を
入
れ
て
、
手
を
動
か
し
て
み
よ
う
。

い
つ
の
ま
に
か
「
や
る
気
」
が
で
て
く
る
。

「
脳
」は
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
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い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
特
に
映
像
の
よ
う
に
具
体
的

0

0

0

な0

情
報
の
場
合
は
、
多

義
的
な
見
方
が
可
能
で
、
新
し
い
「
読
み
」
を
す
る
こ
と
が
、
ま
た
新
し
い
結
線
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
、
リ
ン
ク
が
「
つ
な
が
る
と
き
」・「
組
み
換
わ
る
と
き
」
の
快
感
も
、「
視
る
」
こ
と
の
一
つ
の
動

機
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
（1984

）
の
指
摘
の
と
お
り
、作
品
は
一
つ
の
「
生
産
性
」

で
あ
っ
て
、
生
産
完
成
品
で
は
な
い
。
そ
の
都
度
新
し
い
読
み
を
促
す
多
義
的
な
「
作
品
」
は
、
我
々
の

脳
に
と
っ
て
愉
快
な
存
在
だ
と
言
え
よ
う
。
脳
は
視
る
こ
と
に
よ
る
組
み
替
え
を
も
欲
し
て
い
る
。

　

つ
く
る
こ
と

　

我
々
は
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
な
が
ら
常
に
新
し
い
「
物
語
」
を
求
め
て
い
る
。「
物
語
」
と
は
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
絵
空
事
」
で
あ
り
「
異
な
る
秩
序
」
で
あ
る
。
小
説
に
せ
よ
音
楽
に
せ
よ
絵
画
・

映
画
に
せ
よ
、
新
し
い
情
報
秩
序
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
は
常
に
人
を
ワ
ク
ワ
ク

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
常
的
な
感
覚
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
楽
し
い
の
は
つ
く
っ
て
い
る
プ

ロ
セ
ス
（
そ
れ
も
完
成
間
近
の
段
階
）
で
、
出
来
上
が
っ
て
し
ま
う
と
興
味
も
薄
れ
て
し
ま
う
。
人
は
、

創
造
行
為
に
お
け
る
「
つ
く
る⇔

視
る
」
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
引
き
起
こ
す
脳
内
の
結
線
組
み
換
え
そ

の
も
の
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
よ
く
部
屋
の
模
様
替
え
を
す
る
と
い
う
の
も
脳
内
で
お
こ

る
結
線
組
み
換
え
の
投
影
で
あ
ろ
う
か
）。

　

つ
く
る
こ
と
は
楽
し
い
。
自
分
の
脳
を
駆
使
し
て
、
他
に
は
な
い
自
分
だ
け
の
世
界
、
自
分
だ
け
の
物

語
、
自
分
だ
け
の
情
報
秩
序
を
つ
く
る
。
で
き
た
も
の
の
秩
序
感
が
優
れ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
で
あ
る
。
人
間
は
、
情
報
秩
序
を
自
分
の
発
想
で
つ
く
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
最
近
思
い
至
っ
た
（
や
っ
と
わ
か
っ
た
）
事
柄
な
の
に
、
そ
れ
と
同
じ

記
述
が
10
年
前
の
ノ
ー
ト
に
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
決
し
て
ボ
ケ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
10
年
前
に

は
そ
の
言
葉
の
意
味
の
深
さ
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
。
深
く
考
え
て
発
し
た
言
葉
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
は
、
私
の
意
識
よ
り
先
に
結
論
を
言
い
当
て
て
い
る
。
つ
ま
り
「
言
葉
」
と

い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
は
じ
め
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
す
れ
ば
出
て
く
る
よ
う
な
「
答
」
を
内
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

偶
然
か
盗
作
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
情
報
と
い
う
も
の
は
表
現
の
シ
ス
テ
ム

を
確
定
し
た
と
た
ん
、
何
ら
か
の
必
然
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
リ
ズ
ム
で
、
一
定
の
速
さ
で
、

一
定
の
音
域
で
音
符
を
並
べ
る
と
必
然
的
に
音
が
理
想
的
あ
る
い
は
合
理
的
な
配
列
を
選
択
す
る
こ
と
が

あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
よ
う
に
有
限
の
要
素
、
限
ら
れ
た
速
さ
と
時
間
で
創
作
さ
れ
る
も
の
で
は
、
複
数

の
作
者
の
作
品
が
似
る
の
は
偶
然
で
も
盗
作
で
も
な
い
、
情
報
の
仕
組
み

0

0

0

自
体
が

0

0

0

も
つ
0

0

必
然
0

0

な
の
で
あ
る
。

似
て
い
る
似
て
い
な
い
で
著
作
権
上
の
揉
め
事
も
多
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
作
品
が
優
れ
て
音
の
し
く
み
を

反
映
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
似
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
く
る
こ
と
、
そ
れ
は
表
現
の
仕
組
み
や
メ
デ
ィ
ア
の
仕
組
み
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
表
現
の
仕
組
み
や
メ
デ
ィ
ア
自
体
を
作
り
出
し
た
人
間
の
脳
の
仕
組
み
を

発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
、
な
ぜ
つ
く
り
た
く
な
る
の
か
、
そ
れ
は
つ
く
る
こ
と
を
通
し
て
自
分

の
脳
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
（
明
ら
か
に
言
い
過
ぎ
だ
が
、「
私
の
脳
」
が
「
書
け
」
と
言
っ
た
）。



Ⅱ- 164Ⅱ- 165

　

プ＊

ラ
ト
ン
（B.C.375

）
は
「
製
作
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
地
上
の
机
よ
り
「
机
の
イ
デ
ア
」
が

先
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
。
ま
た
、
我
々
が
様
々
な
三
角
形
を
見
て
、
そ
れ
を
三
角
形

と
認
識
で
き
る
の
は
、
我
々
が
「
三
角
形
の
イ
デ
ア
」
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
言
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
述
べ
れ
ば
、「
脳
に
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
い
う
構

造
が
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
を
外
の
世
界
に
投
影
し
て
形
に
し
て
い
る
だ
け
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
実
も
蓋
も
な
い
の
だ
が
、
別
に
そ
れ
で
「
芸
術
」
が
つ
ま
ら
な
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
脳
の
中
は
広
い
。
そ
こ
か
ら
ひ
き
ず
り
だ
せ
る
も
の
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
の
だ
。
一
時
は
成
り
を
潜

め
た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
（1957

）
の
生
成
文
法
論
が
、
脳
科
学
の
議
論
と
と
も
に
見
直
さ
れ
て
い
る
。
つ

く
る
こ
と
も
、
つ
く
っ
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
も
、
乳
児
が
自
然
に
文
法
を
探
り
当
て
る
の
と
同
様
に
、
す
べ

て
は
脳
の
仕
業
、
脳
が
そ
う
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
さ
あ
、
お
楽
し
み
は
こ
れ
か
ら
だ
。

　

知
る
こ
と
・
発
見
す
る
こ
と

　

さ
て
、
人
間
の
脳
は
様
々
な
き
っ
か
け
で
喜
び
の
反
応
を
示
す
。
例
え
ば
、
人
が
誰
か
の
言
葉
に
感
銘

を
受
け
る
時
、
本
人
は
気
付
い
て
い
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は
脳
の
仕
組
み
を
反
映
し
た
よ
ろ
こ
び
の
ヒ
ン

ト
が
隠
れ
て
い
る
。
筆
者
に
と
っ
て
四
行
手
前
の
「
お
楽
し
み
は
こ
れ
か
ら
だ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
そ

う
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
『
ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ー
』（1927

）
の
セ
リ
フ
と
し
て
見
た
だ
け
で
は
な
く
、
雑

誌
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
や
日
常
の
会
話
で
も
何
度
も
見
聞
き
し
て
い
る
。
そ
し
て
筆
者
の
記
憶
に
強
く

ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
今
書
い
て
い
る
よ
う
な
文
章
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
以

前
に
ど
こ
か
で
聞
い
た
か
読
ん
だ
か
し
た
台
詞
の
寄
せ
集
め
な
の
だ
。
自
分
で
書
い
て
い
る
気
に
は
な
っ

て
い
る
が
、
所
詮
こ
う
い
う
も
の
も
「
脳
の
お
気
に
入
り
フ
レ
ー
ズ
集
」
な
の
だ
と
思
う
。
い
ま
の
と
こ

ろ
文
章
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
る
か
ら
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
自
信
が
あ
る
が
、筆
が
走
っ

て
い
る
と
き
は
要
注
意
だ
と
心
得
て
い
る
。（
筆
者
の
論
理
に
よ
れ
ば
）「
脳
が
勝
手
に
し
ゃ
べ
る
」
よ
う

な
時
ほ
ど
、
既
成
の
文
章
と
構
造
が
似
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
だ
。

　

ど
ん
な
モ
ノ
に
も
ど
ん
な
コ
ト
に
も
人
が
愉
快
に
な
れ
る
知
の
構
造
が
隠
れ
て
い
る
。
ハ
ッ
と
す
る
言

葉
に
は
脳
の
結
線
を
最
適
化
す
る
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

世
の
中
は
か
な
り
ク
リ
ア
に
見
え
て
く
る
。

　
「
俳
句
の
会
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
た
っ
た
17
文
字
の
言
葉
を
相
手
に
、
い
い
大
人
が
集
ま
っ
て
、
あ

あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
言
い
合
っ
て
い
る
光
景
は
、
端
か
ら
見
れ
ば
無
意
味
な
こ
と
の
よ
う
に
見

え
る
の
だ
が
、
本
人
た
ち
は
自
分
の
脳
に
し
っ
く
り
く
る
言
葉
（
構
造
）
を
求
め
て
楽
し
ん
で
い
る
の
だ

（
私
は
そ
ん
な
光
景
を
と
て
も
愉
快
に
思
う
）。
新
聞
の
「
詰
め
将
棋
」
に
熱
中
し
て
い
る
人
も
、
難
し
い

方
程
式
を
解
い
て
喜
ん
で
い
る
人
も
、
み
ん
な
お
互
い
様
、
脳
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
違
う
だ
け
で
、

求
め
て
い
る
も
の
は
皆
同
じ
「
脳
の
最
適
構
造
」
な
の
だ
。
人
が
愉
快
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
考
え
方
、

つ
ま
り
ど
の
事
柄
と
ど
の
事
柄
を
脳
の
中
で
関
係
付
け
る
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、お
そ
ら
く「
こ

こ
と
こ
こ
を
繋
い
で
あ
っ
ち
を
切
断
す
れ
ば
脳
の
中
の
信
号
の
流
れ
が
快
適
に
な
っ
て
気
持
ち
が
い
い
」

と
い
う
よ
う
な
最
適
回
路
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
情
報
シ
ス
テ
ム
が
も
つ
仕
組
み
を
最
も
的
確
に
表
現
で
き

＊
哲
学
者

　

お
そ
ら
く
脳
科
学
以
前
か
ら
、
人
は
そ

の
思
考
に
よ
っ
て
脳
の
仕
組
み
を
言
い
当

て
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
サ
ル

ト
ル
も
そ
の
哲
学
的
思
考
に
よ
っ
て
、
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
信
号
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
信
号

が
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
表
象
を
活
性
化
す
る

こ
と
を
言
い
当
て
て
い
た
の
で
あ
る
（
も

ち
ろ
ん
脳
科
学
者
が
サ
ル
ト
ル
の
発
想
を

直
感
的
に
正
し
い
と
感
じ
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
検
証
も
進
ま
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
）。

　

そ
の
意
味
で
は
、「
人
間
と
そ
の
世
界
」

に
つ
い
て
の
知
見
に
は
新
し
い
も
古
い
も

な
い
。
熟
考
し
て
ピ
ン
と
き
た
発
想
で
あ

れ
は
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
脳
の
仕
組
み
を

上
手
く
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
同
時

に
我
々
に
と
っ
て
の
世
界
も
上
手
く
説
明

す
る
は
ず
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
も
、

お
経
の
な
か
に
も
、近
代
哲
学
に
も
、使
っ

て
い
る
言
葉
が
異
な
る
だ
け
で
、「
同
じ

よ
う
な
こ
と
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

＊
人
間
が
つ
く
っ
た
Ｗ
Ｗ
Ｗ

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ま
さ
に
、
人
の
脳

の
ア
イ
デ
ア
を
外
在
化
し
た
形
式
を
も
つ
。

関
連
の
あ
る
情
報
同
士
が
勝
手
に
リ
ン
ク

し
て
、つ
な
が
り
を
強
化
し
て
い
く
。ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
網
を
脳
に
見
立
て
る
と
、
そ
こ

で
は
あ
ち
こ
ち
で
自
己
組
織
化
が
お
こ
っ

て
い
る
の
だ
。

　

人
の
脳
を
最
も
よ
く
反
映
し
た
シ
ス
テ

ム
が
、
人
の
世
に
あ
っ
と
い
う
間
に
浸
透

し
た
の
は
当
然
の
結
果
と
言
え
よ
う
。
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た
と
き
（
脳
の
中
の
構
造
を
探
り
当
て
た
時
）「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
達
成
感
が
得
ら
れ
る
。

　
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
と
き
の
よ
ろ
こ
び
。
こ
こ
に
脳
が
よ
ろ
こ
ぶ
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。「
わ
か
る
」
と
い

う
の
は
文
字
通
り
「
分
か
る
」、
も
つ
れ
て
い
た
結
線
が
き
れ
い
に
分
離
し
て
、
回
路
が
秩
序
立
っ
て
く

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
こ
の
回
路
は
絶＊

対
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め「
わ
か
っ
た
気
に
な
っ

て
い
る
」
だ
け
な
の
だ
が
（
だ
か
ら
揉
め
事
は
絶
え
な
い
）、
要
は
、
脳
内
で
新
た
に
強
く
新
鮮
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
で
き
る
瞬
間
が
気
持
ち
良
い
の
で
あ
る
。「
な
る
ほ
ど
、
わ
か
っ
た
」
が
繰
り
返
し
て
思
考

の
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
ま
す
ま
す
気
持
ち
よ
く
な
る
。
ド
ー
パ
ミ
ン
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。

　

伝
え
る
こ
と

　

人
間
は
脳
の
中
の
情
報
を
次
の
世
代
へ
残
そ
う
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
神
」
の
概
念
な
ど
は

そ
の
典
型
で
、
世
界
中
の
人
々
が
自
分
の
信
仰
の
対
象
を
周
囲
の
人
々
へ
、
そ
し
て
次
の
世
代
へ
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
（1976

）
は
、こ
の
よ
う
な
人
特
有
の
情
報
0

0

体0

の0

伝
達
0

0

欲0

を
説
明
す
る
の
に
、

「G
ene

（
遺
伝
子
）」
な
ら
ぬ
「M

em
e

（
文
化
遺
伝
子
）」
と
い
う
言
葉
を
考
え
だ
し
た
。
生
物
の
大
半
は
、

遺
伝
子
と
い
う
物
質
に
よ
っ
て
の
み
次
の
世
代
へ
の
情
報
伝
達
を
行
っ
て
い
る
が
、
人
間
は
そ
れ
以
上
に
、

脳
の
中
に
形
成
さ
れ
た
情
報
の
痕
跡
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
伝
え
・
拡
大
し
よ
う
と
す
る
。
サ
ル
に

も
「
イ＊

モ
洗
い
」
程
度
の
文
化
の
伝
播
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
言
語
・
音
楽
・
映
像
の
よ
う
な
高
度
に
編
集

可
能
な
情
報
体
を
用
い
た
伝
達
は
人
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
遺＊

伝
子
も
（
ウ
イ
ル
ス
も
）
物
質
と
は
言
え
、
四
種
類
（
Ａ
・
Ｔ
・
Ｇ
・
Ｃ
）

の
塩
基
の
組
み
合
わ
せ

0

0

0

0

0

が
問
題
な
の
だ
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
の
二
種
類
（
０
・
１
）
の
情
報
並
び

と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。
要
す
る
に
、
生
物
は
「
情
報
」
を
伝
え
た
い
（
複
製
し
た
い
）
の
で
あ
る
。

　
「
情
報
」
と
い
う
も
の
は
、
基
本
的
に
「
複
製
さ
れ
る
こ
と
」・「
伝
わ
る
こ
と
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。

孤
立
し
た
情
報
は
情
報
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
の
だ
。
情
報
は
複
製
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
。

　

世
の
中
が
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
（
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
）
へ
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
積
極
的

に
「
複
製
と
突
然
変
異
」
を
認
め
る
と
い
う
発
想
が
人
間
（
生
物
）
の
直
感
に
な
じ
み
易
い
か
ら
だ
ろ
う

し
、
逆
に
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
と
い
う
も
の
に
関
し
て
著＊

作
権
（
複
製
権
）
の
問
題
が
多
発
す
る
の
も
、
も
と

も
と
「
複
製
す
る
な
」
と
い
う
の
が
「
情
報
の
実
態
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
発
想
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

音
楽
に
せ
よ
映
像
に
せ
よ
、
創
作
活
動
に
携
わ
る
人
の
大
半
は
、
ま
ず
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
視
て
も
ら

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
伝
わ
る
こ
と
」
を
願
い
つ
つ
活
動
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
れ
を
通

し
て
自
分
の
脳
内
情
報
の
痕
跡
を
あ
ち
こ
ち
に
残
し
た
い
の
で
あ
る
。
自
分
を
支
え
て
い
る
の
は
自
分

0

0

の0

記
憶
0

0

で
あ
る
。
人
が
、
そ
の
記
憶
の
痕
跡
を
残
し
た
い
と
願
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。

自
分
が
こ
の
世
に
生
き
た
証
と
し
て
、
人
は
様
々
な
「
情
報
」
を
伝
え
遺
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歌
う
事
・
描
く
事
・
映
す
事
、
上
手
か
下
手
か
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
大
事
な
の
は
、

そ
こ
に
「
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
」
が
あ
る
か
、「
遺
し
た
い
情
報
」
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
伝
え
る
に
は
そ
れ
な
り
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
要
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
別
の
話
。

＊
自
分
を
相
対
化
す
る

　

世
界
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
よ
う
な

問
題
に
は
、
何
通
り
も
の
答
え
が
あ
る
。

も
と
も
と
「
正
し
さ
」
な
ど
と
い
う
も
の

は
相
対
的
な
も
の
で
、
考
え
て
い
る
当
人

に
と
っ
て
、
ど
の
視
点
に
立
て
ば
世
界
が

最
も
ク
リ
ア
に
見
え
る
か
が
重
要
な
の
で

あ
る
。「
地
球
を
中
心
に
太
陽
を
回
す
こ

と
も
で
き
る
し
、
太
陽
を
中
心
に
地
球
を

回
す
こ
と
も
で
き
る
。
ど
ち
ら
の
記
述
が

よ
り
簡
単
で
応
用
が
き
き
や
す
い
か
が
重

要
だ
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

　

す
べ
て
は
「
脳
」
が
考
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
人
間
が
考
え
る
あ
ら
ゆ
る
理
論

は
、
視
点
が
異
な
る
だ
け
で
、
正
し
い
と

か
正
し
く
な
い
と
か
い
う
問
題
で
は
な
い
。

人
は
、
自
分
の
「
脳
の
仕
組
み
」
を
上
手

く
反
映
す
る
思
考
を
「
正
し
い
」
と
考
え

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
こ
の
記
述
も
例
外

で
は
な
い
）。

＊
遺
伝
子
の
情
報
量

　

人
間
一
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
情
報
量
を
計
算

し
て
み
よ
う
。
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
30
億
対
の

塩
基
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
の
で
、
４

の
30
億
乗
、
つ
ま
り
２
の
60
億
乗
の
組

み
合
わ
せ
が
可
能
。
情
報
量
に
す
る
と
、

log
2 2
6,000,000,000

す
な
わ
ち6G

bit

＝

750M
B

で
、
ほ
ぼCD

-R

一
枚
に
記
録

で
き
る
。
人
間
が
音
楽
情
報
の
編
集
単
位

と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
記
録
メ
デ
ィ
ア
に
、

人
間
の
デ
ー
タ
が
す
っ
ぽ
り
入
る
。
何
か

意
味
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

＊
サ
ル
の
イ
モ
洗
い

　

宮
崎
県
の
幸
島
に
生
息
す
る
ニ
ホ
ン
ザ

ル
に
見
ら
れ
る
現
象
。「
イ
モ
を
海
水
に

浸
け
て
食
べ
る
と
お
い
し
い
」
と
い
う
こ

と
が
サ
ル
の
集
団
の
間
に
伝
播
・
継
承
さ

れ
て
い
る
。

＊
著
作
権

　

ガ
ー
ド
を
ガ
チ
ガ
チ
に
し
た
シ
ス
テ
ム

は
流
行
ら
ず
に
失
敗
す
る
場
合
が
多
く
、

複
製
を
（
作
為
的
に
？
）
許
容
し
た
も
の

の
方
が
結
果
的
に
は
成
功
す
る
。

　

著
作
権
法
は
、
著
作
者
の
権
利
を
守
る

た
め
に
あ
る
の
だ
が
、
現
状
を
ふ
ま
え
る

と
、
抜
本
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
必
要

と
も
言
え
る
。
Ｐ
Ｃ
で
や
っ
て
い
る
こ
と

を
思
い
出
そ
う
。
や
っ
て
い
る
こ
と
の
大

半
は
「
複
製
」
な
の
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ル

の
コ
ピ
ー
が
で
き
な
い
Ｐ
Ｃ
な
ど
何
の
役

に
も
立
た
な
い
の
だ
。

　

人
間
に
と
っ
て
「
情
報
の
複
製
」
と
は

何
か
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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房
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書
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猛
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青
土
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学
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学
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書
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お
わ
り
に

　

こ
の
文
章
は
１
９
９
８
年
、
筆
者
が
早
稲
田
電
子
専
門
学
校
福
岡
校
在
籍
中
に
、「
映
像
音
楽
情
報
論
」

の
講
義
ノ
ー
ト
と
し
て
書
き
た
め
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
ま
す
。
音
楽
と
映
像
の
制
作
に
関
連
の
あ

る
基
礎
事
項
を
幅
広
く
紹
介
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
ま
た
私
的
な
ノ
ー
ト
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

首
尾
一
貫
し
な
い
文
章
の
寄
せ
集
め
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
表
題
か

ら
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
作
詞
・
作
曲
・
編
曲
や
映
像
の
撮
影
・
編
集
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
ノ
ウ
ハ

ウ
に
つ
い
て
は
、そ
れ
を
整
理
し
て
記
述
す
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。未
熟
な
文
章
を
お
許
し
下
さ
い
。

い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
全
編
を
再
編
集
を
し
た
上
で
改
め
て
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
知
見
の
大
半
を
筆
者
が
学
生
時
代
に
受
講
し
た
講
義
に
得
て
い
ま

す
。
映
像
・
画
像
に
関
し
て
は
直
接
の
恩
師
で
あ
る
岡
田
晋
先
生
・
瀧
山
龍
三
先
生
、
音
楽
・
音
響
に
関

し
て
は
安
藤
由
典
先
生
・
寺
西
立
年
先
生
、
ま
た
芸
術
を
情
報
の
概
念
と
関
連
づ
け
る
視
点
や
、
芸
術
が

文
化
を
活
性
化
す
る
と
い
う
視
点
は
、
吉
積
健
先
生
や
波
平
恵
美
子
先
生
の
講
義
に
啓
発
さ
れ
て
の
も
の

で
す
。
今
は
統
合
に
よ
っ
て
そ
の
名
前
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
九
州
芸
術
工
科
大
学
で
す
が
、
当
時
の

「
文
化
遺
伝
子
」
を
少
し
で
も
残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

多
く
の
学
生
諸
子
と
の
出
会
い
が
本
文
を
書
く
動
機
を
生
み
、
ま
た
、
彼
ら
と
共
に
学
ぶ
過
程
で
得
ら

れ
た
様
々
な
知
見
が
、
本
文
考
察
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
貴
重
な
数
年
間
を
共
に
し
た
、
早
稲

田
電
子
専
門
学
校
・
麻
生
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
・
九
州
産
業
大
学
芸
術
学
部
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
と
学

生
諸
子
に
、
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
出
版
に
縁
の
な
か
っ
た
私
に
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
編
者
の
瓜
生

隆
弘
氏
、
並
び
に
こ
う
し
た
執
筆
活
動
の
場
を
提
供
し
て
頂
い
て
い
る
九
州
産
業
大
学
に
心
か
ら
感
謝
い

た
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
の
最
後
に
、こ
ん
な
部
分
に
ま
で
目
を
通
し
て
く
だ
さ
っ
た
読
者
の
「
あ
な
た
」

に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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