
1　まえがき

ま
え
が
き

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
奇
蹟
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
、
他
者
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
。

だ
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
か
に
し
て
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
可
能
な
の
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
現
に
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
神
秘
、
そ
の
謎
が
解
け
れ
ば
ほ
か
の
す
べ
て
の
ふ
し
ぎ
は

消
え
去
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
に
大
き
な
神
秘
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
神
秘
が
ま

さ
に
神
秘
で
あ
る
所
以
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
奇
蹟
な
の

か
。

　

世
界
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
に
と
っ
て
の
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世
界
で
あ
る
。
誰
に
と
っ
て
も
、
世
界
は
、〈
私
〉

の
認
識
と
相
関
し
て
た
ち
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
世
界
は
存
在
し
な
い
。「〈
私
〉
に
と
っ
て
の
」
と
い
う
条
件

か
ら
独
立
し
た
世
界
そ
の
も
の
は
、
誰
に
対
し
て
も
現
れ
ず
、
存
在
し
な
い
は
ず
だ
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
こ
と
が
謎
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。〈
他
者
〉
で
あ
る
。
世
界
の
中
に
、〈
私
〉
と

対
等
な
意
味
で
の
〈
他
者
〉
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
だ
。
確
か
に
、〈
私
〉

は
、
他
者
を
見
て
い
て
、
こ
の
世
界
の
中
に
他
者
が
い
る
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
、
そ
の
他
者
は
、
他
の
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諸
々
の
諸
対
象
と
同
じ
く
世
界
の
内
的
な
要
素
で
あ
る
。〈
私
〉
は
、
こ
の
世
界
の
全
体
が
ま
さ
に
こ
の
〈
私
〉
に

─
─
こ
の
〈
私
〉
に
だ
け
唯
一
的
に
─
─
相
関
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
特
権
的
で
あ
る
。
世

界
の
内
部
の
要
素
で
あ
る
他
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
特
権
性
は
な
い
。〈
私
〉
は
、
世
界
と
い
う
最
大
規
模
の
集
合

そ
の
も
の
と
同
値
だ
が
、
他
者
は
、
そ
の
集
合
の
中
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
は
ま
こ
と
に
不
可
解
で
あ
る
。〈
私
〉
が
、〈
他
者
〉
か
ら
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
に
応
答
す
る
の
は
─
─
受
容
に
せ
よ
拒
絶
に
せ
よ
応
答
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
は
─
─
、〈
他
者
〉

が
世
界
の
内
的
な
要
素
以
上
の
存
在
だ
か
ら
、
い
や
〈
私
〉
と
同
等
に
〈
他
者
〉
が
そ
こ
に
固
有
の
世
界
が
所
属
す

る
よ
う
な
存
在
だ
か
ら
だ
。〈
私
〉
が
、〈
他
者
〉
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
─
─
と
い
う
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
に
お
い
て
─
─
働
き
か
け
、〈
他
者
〉
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
も
、
同
じ
理
由
か

ら
だ
。〈
他
者
〉
は
、〈
私
〉
の
世
界
の
中
の
一
要
素
で
は
な
い
。〈
他
者
〉
に
対
し
て
は
、〈
私
〉
と
同
様
に
固
有
の

世
界
が
た
ち
現
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
〈
私
〉
が
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ず
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、〈
私
〉
の
世
界
に
現
れ
る
も
の

は
、
定
義
上
、
そ
の
世
界
の
内
的
な
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
起
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
驚
く
べ
き
奇
蹟
で
あ
る
。

不
可
能
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
本
書
の
問
い
─
─
必
ず
し
も
常
に
顕
在
化
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
本
書
を
通
底
し
て
い
る
潜
在
的
な
問
い
─
─
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
に
あ

る
。
ど
う
し
て
、
原
理
的
に
不
可
能
な
は
ず
の
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
、
人
間
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
圧
倒
的
な
親
和
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
の
全
体
の
中
で
占
め
る
際
立
っ
た
重
要
性
こ

そ
が
、
種
と
し
て
の
人
間
を
特
徴
づ
け
て
い
る
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
実
験
が
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
な
ど
の
大
型
類

人
猿
と
人
間
の
幼
児
に
、
同
じ
認
知
課
題
の
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
み
る
の
だ
。
二
歳
半
程
度
の
幼
児
の
成
績
は
、
大

型
類
人
猿
の
成
績
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
有
意
な
差
が
つ
か
な
い
。
た
だ
し
、
そ
う
言
え
る
の
は
、

課
題
が
、
物
理
的
世
界
の
扱
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
目
標
と
な

る
対
象
を
追
跡
す
る
と
か
、
手
が
届
か
な
い
報
酬
を
道
具
を
使
っ
て
取
る
、
と
い
っ
た
課
題
で
あ
れ
ば
、
大
型
類
人

猿
と
人
間
の
幼
児
と
の
間
に
は
、
た
い
し
た
差
が
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
課
題
に
、
社
会
的
認
知
の
技
術
が
介
在

し
た
と
た
ん
に
、
人
間
の
幼
児
は
、
大
型
類
人
猿
を
圧
倒
す
る
。
た
と
え
ば
実
験
者
が
実
演
し
た
こ
と
を
模
倣
さ
せ

る
よ
う
な
課
題
に
対
し
て
は
、
人
間
の
幼
児
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
で
は
能
力
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き

に
は
、
人
間
だ
っ
た
ら
難
な
く
こ
な
せ
る
こ
と
に
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
苦
戦
す
る
の
だ
。

　

一
般
に
、
人
間
は
、
卓
越
し
た
知
能
に
よ
っ
て
他
の
動
物
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
大
ま
か
す
ぎ
る
。
人
間
に
お
い
て
突
出
し
て
い
る
知
能
の
中
核
に
あ
る
の
は
、
ま
ず
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
能
力
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
型
と
も
見
な
す
べ
き
関
係
、
つ
ま
り

「
教
え
る-

学
ぶ
」
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
に
ま
ず
、
人
間
の
知
性
は
、
他
の
動
物
を
超
え
る
の
だ
（
そ
も
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そ
も
、
猛
禽
類
の
母
子
の
間
に
見
ら
れ
る
狩
猟
の
教
示
行
動
を
別
に
す
る
と
、
動
物
に
は
、
互
い
に
教
え
た
り
、
学
ん
だ
り
、

と
い
う
行
動
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
母
親
は
子
に
、
果
実
の
取
り
方
や
シ
ロ
ア
リ
の
狩
り
方
を
意
識

的
に
教
え
る
こ
と
は
な
い
）。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
の
高
さ
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
複
雑
さ
に
こ
そ
、
人
間
の
本
性
を
解
く
鍵
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
は
ま

こ
と
に
正
当
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
要
す
る
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
探
究
は
、
人
間
性

を
め
ぐ
る
研
究
の
中
心
を
占
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
の
条
件
を
め
ぐ
る
理
論
は
、
社
会
学
の
基
礎
理
論
の
中
の
さ
ら
な
る
基

礎
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
社
会
学
の
研
究
対
象
の
要
素
的
な
単
位
で
あ
る
。
社
会
学
と
は
、
簡

単
に
言
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
集
合
が
織
り
な
す
秩
序
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
変
動
す
る
か
に
つ

い
て
の
学
問
だ
か
ら
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
は
、
す
べ
て
の
社
会
学
的
な
考
察
の
原
点
に

据
え
ら
れ
る
べ
き
問
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
下
、
本
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
何
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
解
説
し
て
お
く
。
各
章
は
独
立
し
た
論
文

で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
章

で
、
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
書
を
通
底
す
る
潜
在
的
な
主
題
で
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
の
哲
学
的
な
基
礎
に
関
連
し
た
論
文
を
収
め
て
い
る
。

　

第
１
章
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
（
不
）
可
能
性
の
条
件
─
─
沈
黙
の
双
子
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
本
書
を
貫
く
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中
心
的
な
問
い
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
に
、
正
面
か
ら
直
接
的
に
切

り
込
ん
だ
論
文
で
あ
る
。
探
究
に
お
い
て
、
私
は
、
ひ
と
つ
の
工
夫
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
い
は
、
抽

象
的
に
問
い
続
け
る
だ
け
で
は
、
や
が
て
行
き
詰
ま
る
こ
と
に
な
る
。
回
答
に
到
達
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
問
い

の
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
反
復
に
過
ぎ
な
い
の
か
が
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
こ
で
、
私
は
、
あ
る
具

体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
こ
の
一
般
的
な
問
い
を
め
ぐ
る
考
察
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
。

　

具
体
的
な
ケ
ー
ス
と
は
、
あ
る
双
子
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、「
沈
黙
の
双
子
」
と
し
て
─
─
イ
ギ
リ

ス
で
は
─
─
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
録
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
双
子
は
、
外
部
の
他
者

と
ま
っ
た
く
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
単
に
言
葉
が
出
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
に
対
し
て
は
、
一

切
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ヴ
な
行
為
が
消
失
し
た
（
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
彼
ら
の
顔
や
行
為
に
は
「
表
情
」
が
な
か
っ

た
）。
専
門
家
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
知
的
な
発
達
の
遅
れ
も
な
け
れ
ば
、
通
常
の
意
味
で
の
言
語
障
害
も
な
い
。
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
双
子
同
士
の
会
話
は
可
能
だ
っ
た
（
た
だ
し
、
彼
ら
の
会
話
は
あ
ま
り
に
も
早
口
で
あ
る
た
め
に
、
他

人
に
は
暗
号
で
や
り
と
り
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
話
さ
れ
て
い
る
の
は
普
通
の
英
語
で
あ
る
）。

　

こ
の
双
子
は
、
ど
う
し
て
、
他
者
と
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
双

子
の
間
で
あ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
の
か
。
公
刊
さ
れ
て
い
る
記
録
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
こ
の

疑
問
を
解
く
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
媒
介
に
し
て
、
一
般
的
な
主
題
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て

可
能
か
を
考
察
し
た
の
が
第
１
章
で
あ
る
。

　

こ
の
章
の
も
と
に
な
る
論
文
を
書
い
た
の
は
、
三
十
年
近
く
前
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
、
そ
の
後
に
発
展
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し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
、
た
と
え
ば
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
理
論
や
語
用
論
（
関
連
性
理

論
）
の
成
果
を
組
み
込
み
、
全
面
的
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
、
再
録
と
い
う
よ
り
は
、
書
き
下

ろ
し
に
近
い
。

　

第
２
章
「
フ
レ
ー
ム
問
題
再
考
─
─
知
性
の
条
件
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
ジ
レ
ン
マ
」
は
、
認
知
科
学
や
人
工
知
能
研
究

の
分
野
で
、「
フ
レ
ー
ム
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
難
問
に
挑
ん
だ
論
文
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ム
問
題
と
は
、
あ
る
行
為
が

遂
行
さ
れ
る
際
に
、
状
況
に
応
じ
て
、
関
連
の
あ
る
（
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ト
な
）
事
項
だ
け
を
い
か
に
し
て
効
率
的
に
選

択
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
フ
レ
ー
ム
問
題
は
難
問
で
、
原
理
的
に
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
者
さ
え
い
る
。
あ
る
い
は
、
Ａ
Ｉ
と
人
間
の
知
能
と
を
分
か
つ
基
準
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
者
も
い
る

（
人
間
が
、
ど
う
し
て
フ
レ
ー
ム
問
題
を
お
お
む
ね
克
服
で
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
）。
こ
の

章
は
、
フ
レ
ー
ム
問
題
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
の
中
で
の
み
─
─
つ
ま
り
他
者
の
存
在
を
前
提
に
し
た

理
論
の
中
で
の
み
─
─
克
服
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
論
文
は
も
と
も
と
、
第
二
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
（
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
）
の
中
で
書
か
れ

た
。
こ
の
章
で
は
、
そ
の
当
時
提
案
さ
れ
た
、「
フ
レ
ー
ム
問
題
を
解
決
し
た
」
と
自
称
す
る
論
理
が
、
ど
の
よ
う

に
失
敗
し
て
い
る
か
も
検
討
し
て
あ
る
（
こ
の
部
分
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
が
め
ん
ど
う
な
人
は
、
飛
ば
し
て
読
ん
で

も
論
文
の
趣
旨
は
理
解
で
き
る
）。
第
二
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
当
時
は
、
Ａ
Ｉ
や
認
知
科
学
の
専
門
家
、
そ
し
て
哲
学

者
の
間
で
、
フ
レ
ー
ム
問
題
は
広
く
認
知
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
た
。
フ
レ
ー
ム
問
題
は
、「
心
」
や
「
意
識
」
と

は
何
か
を
理
解
す
る
上
で
の
鍵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
今
日
の
第
三
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
中
で
は
、
こ
の
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問
題
は
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
本
書
に
こ
の
論
文
を
収
録
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
あ
ら
た
め
て

書
き
下
ろ
し
た
こ
の
章
へ
の
補
遺
で
は
、
第
三
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
中
核
に
あ
る
「
深
層
学
習
（
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
）」
の
手
法
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
フ
レ
ー
ム
問
題
を
解
決
し
て
い
な
い
の
か
─
─
む
し
ろ
問
題
を
隠
蔽
す

る
効
果
を
も
つ
の
か
─
─
を
論
じ
て
い
る
。

　

第
３
章
「
根
源
的
構
成
主
義
か
ら
思
弁
的
実
在
論
へ
…
…
そ
し
て
ま
た
戻
る
」
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
現

れ
た
哲
学
の
潮
流
「
思
弁
的
実
在
論
」
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
社
会
学
の
基
礎
理
論
に
ど
の
よ
う
な
ブ
レ
ー
ク
ス
ル

ー
が
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
提
案
で
あ
る
。
社
会
学
の
基
礎
理
論
の
発
展
は
、
二
〇

世
紀
末
の
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
「
根
源
的
構
成
主
義
」
の
地
点
で
止
ま
っ
て
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
、

哲
学
の
領
域
で
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、「
思
弁
的
実
在
論
」
と
総
称
さ
れ
る
一
群
の
理
論
が
提
案
さ
れ
て

き
た
。
思
弁
的
実
在
論
と
自
称
し
、
他
称
さ
れ
る
哲
学
者
た
ち
の
ね
ら
い
は
、「
相
関
主
義
（
思
考
と
世
界
は
相
関
関

係
に
あ
る
と
す
る
認
識
・
存
在
論
）」
の
外
部
に
あ
る
「
実
在
」
を
何
と
か
救
い
出
す
術
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ

し
て
、
根
源
的
構
成
主
義
は
、
最
も
徹
底
し
た
相
関
主
義
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
思
弁
的
実
在
論
は
、
そ
う
と
は
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
根
源
的
構
成
主
義
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
思
弁
的
実
在
論
は
、
相
関
主
義
を
乗
り
越
え
、
実
在
の
権
利
を
確
保
で
き
た
の
か
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で

は
、
そ
の
議
論
は
う
ま
く
い
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
察
は
終
わ
ら
な
い
。
思
弁
的
実
在
論
が
挫
折
し

た
そ
の
地
点
に
、
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
理
論
の
基
礎
概
念
─
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
の
中
で
枢
要
な
役

割
を
は
た
す
概
念
─
─
で
あ
る
「
二
重
の
偶
有
性
（
ダ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
）」
を
接
続
す
る
と
、
思
弁
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的
実
在
論
が
目
指
そ
う
と
し
た
理
論
は
整
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
こ
の
章
で
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の

理
論
構
築
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

結
局
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
思
弁
的
実
在
論
は
、
─
─
そ
の
提
唱
者
自
身
は
特
に
意
識
は
し
て
い
な
い
が
─
─
社

会
学
の
理
論
の
目
下
の
と
こ
ろ
の
到
達
点
と
も
見
な
す
べ
き
根
源
的
構
成
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
が
、
思
弁
的
実
在
論
そ
の
も
の
が
、
結
局
、
成
功
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
思
弁
的
実
在
論
の
行
き
詰

ま
り
は
、
ま
さ
に
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
社
会
学
の
根
源
的
構
成
主
義
か
ら
借
り
て
き
た

概
念
に
よ
っ
て
打
開
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、「
打
開
」
へ
の
見
通
し
が
見
え
て
く
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
は
、

「
フ
レ
ー
ム
問
題
」
と
並
ぶ
、
Ａ
Ｉ
の
原
理
的
な
難
問
「
記
号
接
地
（
シ
ン
ボ
ル
・
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
問
題
」
と

直
結
し
て
い
る
。

　

以
上
が
第
Ⅰ
部
に
収
め
た
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
は
、
応
用
的
な
性
格
の
強
い
論
文
、
そ
し
て
心
理
学
や

精
神
分
析
、
精
神
医
学
な
ど
の
諸
分
野
と
社
会
学
と
の
接
点
で
現
れ
る
論
考
を
収
録
し
た
。

　

第
４
章
「
交
換
に
と
も
な
う
権
力
・
交
換
を
支
え
る
権
力
」
は
、
交
換
理
論
の
枠
内
で
、
ど
の
よ
う
に
権
力
を
説

明
し
う
る
か
を
示
し
た
論
文
で
あ
る
。
交
換
理
論
は
、
社
会
学
理
論
の
ひ
と
つ
の
立
場
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
、
市
場
で
の
取
引
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
互
酬
的
な
交
換
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
社
会
現
象
を
ど
こ
ま
で
説
明
で

き
る
か
に
挑
戦
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
そ
れ
が
提
起
さ
れ
た
当
初
か
ら
、「
権
力
」
と
い
う
現
象
に
特
段
の
関

心
を
寄
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
交
換
理
論
は
、
そ
れ
に
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い
。
交
換
は
、
定
義
上
、
互
酬
的

な
対
称
性
を
含
意
し
て
い
る
が
、
権
力
の
本
質
は
、
関
係
の
非
対
称
性
に
あ
る
。
こ
の
乖
離
を
埋
め
る
の
は
難
し



9　まえがき

い
。
前
者
（
対
称
性
）
を
前
提
に
す
れ
ば
、
権
力
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
（
非
対
称

性
）
か
ら
始
め
る
と
、
理
論
の
前
提
を
否
定
し
、
交
換
そ
の
も
の
か
ら
の
不
規
則
な
逸
脱
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な

る
。
こ
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
は
、
こ
の
章
で
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
は
、
ま
だ
大
学
院
生
だ
っ
た
若
い
頃
に
書
い
た
も
の
だ
が
、
発
表
当
時
、
交
換
理
論
の
専
門
家
か
ら
好

意
的
な
反
応
を
い
く
つ
も
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
本
書
に
収
録
し
た
。
使
わ
れ
て
い
る
数
学
は
、

高
校
生
程
度
（
大
学
受
験
の
レ
ベ
ル
の
能
力
が
あ
れ
ば
余
裕
で
わ
か
る
程
度
）
の
も
の
で
あ
る
。

　

第
５
章
「
脳
科
学
の
社
会
学
的
含
意
」
は
、
脳
科
学
に
対
す
る
社
会
学
者
の
提
案
で
あ
る
。
近
年
の
脳
科
学
の
知

見
の
蓄
積
は
著
し
い
。
私
は
、
ま
ず
、
脳
科
学
が
見
出
し
た
脳
内
の
現
象
は
、
あ
た
か
も
社
会
現
象
の
よ
う
に
、
社

会
学
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
記
述
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
脳
科
学
に
、
説
明

の
方
便
と
な
る
よ
う
な
比
喩
を
ひ
と
つ
提
供
し
た
、
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
社
会
学
的
な
説
明
は
、
単
一
の
脳
の
外
部
に
、
つ
ま
り
脳
と
脳
と
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ヴ
な
関
係
を
設

定
で
き
る
領
域
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
う
す
る
と
、
脳
科
学
者
自
身
が
冒
険
的
に
も
提
案
し
な

が
ら
成
功
し
て
い
な
い
問
題
、
た
と
え
ば
自
己
意
識
を
説
明
す
る
図
式
が
ぶ
ち
あ
た
る
ア
ポ
リ
ア
を
、
ど
の
よ
う
に

解
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
る
活
路
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
章
は
、
最
後
に
、
精
神
分
析
で
い
う

「
無
意
識
」
な
る
も
の
を
、
脳
科
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
の
提
案
を
含
ん
で
い
る
（
残
念

な
が
ら
、
私
の
知
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
の
脳
科
学
者
が
「
無
意
識
」
概
念
を
完
全
に
誤
解
し
て
い
る
）。

　

第
６
章
「
精
神
分
析
の
誕
生
と
変
容
─
─
二
〇
世
紀
認
識
革
命
の
中
で
」
は
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
に
京
都
大
学
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で
開
催
さ
れ
た
精
神
医
学
史
学
会
で
の
講
演
を
も
と
に
し
た
論
文
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
誕
生
と
そ

の
脱
構
築
的
な
変
容
を
、
二
〇
世
紀
認
識
革
命
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
説
明
し
た
、
知
識
社
会
学
的

な
試
み
だ
。「
二
〇
世
紀
認
識
革
命
」
と
い
う
の
は
、
私
の
造
語
で
あ
る
。
科
学
史
の
専
門
家
が
い
う
「
科
学
革
命
」

（
一
七
世
紀
）
に
対
し
て
、
第
二
の
科
学
革
命
と
も
見
な
す
べ
き
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
、
二
〇
世
紀
の
頭
（
世
紀
転
換

期
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
ま
で
の
期
間
）
に
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
転
換
を
、
二
〇
世
紀
認

識
革
命
と
呼
ぶ
。

　

最
初
の
科
学
革
命
を
代
表
し
て
い
る
の
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
の
科
学
革
命

を
代
表
し
て
い
る
の
が
、
相
対
性
理
論
が
登
場
し
、
さ
ら
に
量
子
力
学
が
そ
の
謎
め
い
た
姿
を
す
べ
て
現
す
ま
で
の

展
開
で
あ
る
。
普
通
は
、
こ
れ
は
、
物
理
学
の
内
部
で
の
転
換
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え

で
は
、
こ
の
転
換
は
、
物
理
学
に
は
限
定
さ
れ
な
い
、
知
の
全
般
的
な
変
容
に
対
応
し
て
い
る
。
新
し
い
物
理
学
は
、

む
し
ろ
そ
の
大
き
な
変
容
の
一
側
面
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
転
換
と
ま
さ
に
同
じ
頃
に
現
れ
、
そ
し
て
試
行
錯
誤
の
中

で
変
化
を
積
み
重
ね
て
い
る
精
神
分
析
も
ま
た
、
同
じ
知
の
変
容
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
精
神
分
析
を
、
相
対

性
理
論
や
量
子
力
学
の
登
場
を
含
む
包
括
的
な
知
の
転
換
の
中
で
生
ま
れ
、
変
化
し
て
き
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
た

と
き
、
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
か
ら
、
そ
れ
単
体
で
見
た
と
き
に
は
見
出
し
に
く
い
含
意
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
７
章
「
女
は
い
か
に
し
て
主
体
化
す
る
の
か
─
─
河
合
隼
雄
の
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』
を
も
と
に
」
は
、
河

合
隼
雄
の
出
色
の
日
本
社
会
論
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』
を
自
由
に
読
み
解
く
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
論
文
で
あ
る
。

こ
の
論
文
に
は
、
ふ
た
つ
の
目
的
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
河
合
に
よ
る
日
本
の
昔
話
の
分
析
を
参
考
に
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し
な
が
ら
、「
日
本
人
の
心
の
構
造
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
を
も

っ
て
い
た
。

　

河
合
の
こ
の
本
の
独
創
は
、
昔
話
の
中
の
女
性
の
登
場
人
物
、
女
性
の
主
人
公
に
と
り
わ
け
着
眼
し
た
点
に
あ

る
。
河
合
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
昔
話
の
全
貌
は
、「
女
性
の
目
」
を
通
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
。
そ
し

て
、
九
つ
の
章
か
ら
成
る
『
昔
話
と
日
本
人
の
心
』
は
全
体
と
し
て
物
語
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
章
構
成

は
「
女
が
い
か
に
し
て
主
体
化
す
る
の
か
」
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
河
合
は
、
随
所
で
、
日
本
の
昔
話
を
、

類
似
し
た
西
洋
の
昔
話
や
説
話
と
対
比
し
、
そ
の
異
同
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
と
し
て
は
、
こ
れ
を
受
け
て
─
─
日

本
文
化
の
特
殊
性
の
解
明
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
─
─
、
人
間
に
と
っ
て
性
的
差
異
と
は
何
か
と
い
う
普
遍
的
な
問

題
を
も
考
察
し
て
み
た
。

　

こ
の
章
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
ユ
ン
グ
心
理
学
会
で
の
講
演
を
も
と
に
し
て
い
る
。
講
演
の
記
録
は
、
同
学
会

の
学
会
誌
と
『
思
想
家
河
合
隼
雄
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
、
講
演
の
た
め

に
準
備
し
た
原
稿
を
全
面
的
に
書
き
直
し
た
う
え
で
、
収
録
し
た
。

　

以
上
、
駆
け
足
で
、
本
書
の
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
、
独
立
の
論

文
な
の
で
、
ど
の
章
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
論
考
を
通
じ
て
、
読
者
に
、
ほ
ん
の
わ

ず
か
で
も
、
新
た
な
思
考
の
火
を
点
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
著
者
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。
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１
．
社
会
学
の
主
題
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

社
会
学
と
い
う
知
の
探
究
の
対
象
は
社
会
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
で
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
は
何
か
。
社
会
シ
ス
テ

ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
要
素
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
社
会
学
的
な
探
究
が
そ
こ
へ
と
焦
点

を
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
す
で
に
学
問
的
に
合
意
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

ポ
ー
ル
・
グ
ラ
イ
ス
は
、
自
然
的
な
意
味
と
伝
達
的
な
意
味
（
非
自
然
的
な
意
味
）
と
を
区
別
し
て
い
る
。
自
然

的
な
意
味
と
は
、「
積
乱
雲
は
、
に
わ
か
雨
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
と
き
の
「
意
味
」
で
あ
る
。
積
乱
雲
と
に

わ
か
雨
と
の
間
に
は
、
自
然
な
因
果
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
が
自
然
的
な
意
味
で
あ
る
。
自
然
的
な
意
味
は
、「『
夕
立

が
降
る
だ
ろ
う
』
と
い
う
発
話
は
、（
や
が
て
）
夕
立
が
降
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
と

第
１
章

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の（
不
）可
能
性
の
条
件
─
─
沈
黙
の
双
子
を
め
ぐ
っ
て
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き
の
意
味
と
は
違
う
。
後
者
が
伝
達
的
な
意
味
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
後
者
の

み
だ
。

　

社
会
学
の
主
た
る
対
象
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
固
有
に
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

動
物
の
個
体
の
間
の
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
動
物
も
、
人
間
の
言
語
と
よ
く
似
た
「
言
語
（
の
よ
う
な
も
の
）」
を
駆
使
す
る
能
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
学
の
主
題
と
な
る
の
は
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
み
で
あ
る
。
人
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
狭
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
と
、
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
の
よ
う
な
も
の
）
と
は
、
何
が
違
う
の
か
。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ベ

ッ
ト
モ
ン
キ
ー
は
、
三
種
類
の
警
戒
音
を
使
っ
て
、
仲
間
た
ち
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
こ
の
警

戒
音
を
聞
く
と
、
ベ
ル
ベ
ッ
ト
モ
ン
キ
ー
は
、
彼
ら
の
天
敵
が
近
く
に
い
る
こ
と
を
知
る
。
天
敵
の
種
類
に
よ
っ
て
、

警
戒
音
が
違
う
。
つ
ま
り
、
警
戒
音
は
、「
ヒ
ョ
ウ
／
ワ
シ
／
ヘ
ビ
」
を
弁
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ル
ベ

ッ
ト
モ
ン
キ
ー
は
異
な
っ
た
か
た
ち
で
反
応
す
る
。
サ
ル
た
ち
は
、「
ヒ
ョ
ウ
」
の
警
戒
音
を
聞
く
と
、
急
い
で
木

に
登
っ
た
り
、「
ワ
シ
」
の
警
戒
音
を
聞
く
と
、
空
を
見
上
げ
た
り
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
動
物
の
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
う
違
う
の
か
。

　

一
般
に
は
、
三
つ
の
特
徴
に
お
い
て
、
人
間
の
、
し
た
が
っ
て
本
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ョ
ン
は
、
動
物
の
類
似
の

行
動
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、「
刺
激
独
立
性stim

ulus independence

」。
ベ
ル
ベ
ッ
ト
モ
ン
キ
ー
は
、
ヘ

ビ
を
視
認
す
れ
ば
、
反
射
的
に
「
ヘ
ビ
」
の
警
戒
音
を
発
す
る
。
し
か
し
、
人
間
は
、
同
じ
刺
激
に
対
し
て
、
同
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じ
言
語
を
発
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、「
超
場
所
性displacem

ent

」。
人
間
は
、
今
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
み
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
の
こ
と
、
他
の
場
所
で
起
き
て
い
る
こ
と
、
未
来
に
起
き
る
こ
と
、

ど
こ
に
も
起
き
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
人
間
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
─
─
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
重
視

し
た
こ
と
だ
が
─
─
人
間
の
言
語
は
何
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
言
語
は
、
有
限
個
の
離
散
的
な

（
ば
ら
ば
ら
に
区
切
ら
れ
た
）
単
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
語
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
無
限

の
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
、「
離
散
的
無
限
性discrete infinity

」
と
呼
ぶ
。
厳
密
に
は
、
人

間
以
外
の
動
物
で
も
、
鳥
だ
け
は
、
信
号
を
、
一
種
の
文
法
規
則
に
し
た
が
っ
て
組
み
合
わ
せ
、
新
し
い
信
号
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
鳥
の
「
話
題
」
は
、
食
物
か
生
殖
に
直
接
関
係
し
て
い
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、
人

間
の
よ
う
に
、
何
も
か
も
語
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
こ
こ
ま
で
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ョ
ン
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い

て
説
明
し
て
き
た
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
が
言
語
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
非
言
語
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ョ
ン
も
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
社
会
学
の
主
題
の
中
に
は
含
ま
れ
る
。

　

が
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
部
分
、
そ
し
て
も
っ
と
も
豊
か
で
多
様
な
部
分
は
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
文
の
発
話
に
よ
っ
て
意
味
を
伝
達
す
る
こ
と
だ
。
こ

の
場
合
、
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
意
味
」
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。
文
の
意
味
と
発
話
の
意
味
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
誰
か
が
私
に
、「
あ
な
た
の
論
文
は
す
ば
ら
し
い
」
と
言
っ
た
と
す
る
。
こ
の
文
そ
の
も
の
の
意
味
と
、
彼

が
こ
の
文
を
発
話
す
る
こ
と
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
私
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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後
者
が
、
発
話
の
意
味
で
あ
る
。「
皮
肉
（
ア
イ
ロ
ニ
ー
）」
の
場
合
の
よ
う
に
、
と
き
に
、
発
話
の
意
味
と
文
の
意

味
と
は
完
全
に
ね
じ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

　

人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
刺
激
独
立
性
を
特
徴
と
す
る
、
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
人
間
の
意
図
的
な
選
択
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
意
味
の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
選
択
も
複
層
化
す
る
。
発
話
者
は
、
ま
ず
、
受
話
者
と
共
有
し
た
い
情
報

を
選
択
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
発
話
者
は
、
受
話
者
に
、
彼
が
こ
の
情
報
を
伝
え
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
気
づ
い
て
欲
し
い
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
伝
達
の
選
択
、
伝
達
的
意
図
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

つ
の
意
図
（
選
択
）
に
対
応
し
て
、
受
話
者
の
側
に
は
、
そ
の
情
報
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
伝
達
者
の
伝
達
的

意
図
を
受
容
／
拒
否
す
る
こ
と
、
の
二
重
の
選
択
が
あ
る
。

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
四
つ
の
選
択

　
　
　
　

発
話
者
　
　
　
　
　
　
受
話
者

　
　
　
　

情
報
的
意
図　
　
　
　

理
解

　
　
　
　

伝
達
的
意
図　
　
　
　

受
容
（
／
拒
否
）

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
最
も
深
く
関
連
し
て
い
る
学
問
は
、
言
語
学
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
言
語
学
の
多
く
の
分
野
は
、
発
話
で
は
な
く
文
の
意
味
を
直
接
・
間
接
の
主
題
と
し
て
い
る
。
文
の
意
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味
を
扱
う
、
言
語
学
の
分
野
は
、
意
味
論
で
あ
る
。
意
味
論
の
前
提
と
な
る
分
野
は
、
統
語
論
（
語
の
結
合
を
支
配

す
る
規
則
を
研
究
す
る
）
と
音
韻
論
（
言
語
で
使
用
さ
れ
る
音
の
仕
組
み
を
研
究
す
る
）
で
あ
る
。
主
と
し
て
発
話
の
意

味
を
主
題
と
し
て
い
る
の
は
、
言
語
学
の
中
で
も
最
も
新
し
い
分
野
、
語
用
論
だ
。
語
用
論
は
、
言
語
の
使
用
に
つ

い
て
の
研
究
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
語
用
論
の
主
題
は
、
発
話
が
受
話
者
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
を
主
た
る

課
題
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
受
話
者
は
、
文
の
意
味
と
発
話
の
意
味
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ

う
に
し
て
埋
め
る
の
か
、
文
の
意
味
か
ら
発
話
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
類
推
す
る
の
か
が
、
語
用
論
の
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
学
に
最
も
深
く
関
係
す
る
分
野
、
社
会
学
に
そ
の
ま
ま
延
長
さ
れ
接
続
さ

れ
る
言
語
学
の
部
門
は
、
語
用
論
で
あ
る
。

　

さ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
の
周
辺
の
概
念
に
つ
い
て
、
ご
く
初
歩
的
で
標
準
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お

い
た
。
こ
の
章
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
学
の
考
察
の
中
心
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
る
も
の
の
可
能
条
件
を
探
り
出
す
こ

と
が
、
本
章
の
主
題
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
は
い
く
つ
も
あ
る
。

以
下
の
考
察
を
通
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
な
も
の
と
す
る
、
自
明
で
は
な
い
、
し
か
し
重
要
な
内
在

的
条
件
を
抽
出
し
て
み
せ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

そ
の
た
め
に
、
探
究
に
あ
る
工
夫
を
施
す
。
ひ
と
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
活
用
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で

生
ま
れ
育
っ
た
、
あ
る
双
子
の
す
さ
ま
じ
い
人
生
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
こ
の
双
子
は
、
生
ま
れ
て
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か
ら
ず
っ
と
、（
少
な
く
と
も
そ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
公
刊
さ
れ
る
ま
で
の
）
二
〇
年
以
上
の
間
、
外
部
の
他
者
か
ら
の
い

か
な
る
働
き
か
け
に
対
し
て
も
、
ほ
ぼ
完
全
な
沈
黙
を
守
り
続
け
た
。
要
す
る
に
、
ま
っ
た
く
発
話
し
な
い
、
発
話

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
の
習
得
や
発
達
に
障
碍
が
生
ず
る
ケ
ー
ス
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。
言
語
障
碍
や
、
そ
の
他
の
知
能
の
発
達
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
閉
症
や
解
離
性
の
障

碍
に
お
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
困
難
を
来
た
す
。
し
か
し
、
後
で
述
べ
る
が
、
こ
の
双
子
の
場
合
に
は
、

通
常
の
意
味
で
の
、
言
語
障
碍
や
知
能
の
成
長
上
の
障
碍
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
し
、
自
閉
症
と
も
ま
っ
た
く
違
う
。

言
語
野
を
含
む
脳
に
は
、
お
そ
ら
く
、
ま
っ
た
く
損
傷
も
欠
陥
も
な
い
。
つ
ま
り
、
中
枢
神
経
系
の
器
質
的
障
碍
に

よ
っ
て
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
説
明
で
き
な
い
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
、
こ
の
双
子
は
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い

へ
の
回
答
が
、
同
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
条
件
が
何
で
あ
る
か
を
示
し
て
も
い
る

は
ず
だ
。
以
下
に
見
る
双
子
は
、
き
わ
め
て
稀
な
ケ
ー
ス
、
極
端
な
例
外
、
ま
っ
た
く
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど

の
例
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
も
の
を
照
ら
し
出
す
の
は
、

ど
こ
に
で
も
あ
る
平
均
的
な
事
例
よ
り
も
、
例
外
で
あ
る
。

２
．
沈
黙
の
双
子

【
１
】
10
分
間
違
い
の
姉
妹


