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リ
ア
リ
テ
ィ
と
対
話
の
可
能
性

宮
本

真
也

〈
要
旨
V

哲
学

に
お

け
る
言
語
論
的
転

回
以
降
、
発
話
行
為

の
考
察
が
行
為
類

型
と
そ

こ
に
内

在
す
る
合

理
性
の
分
析

の
た
め

に
行
わ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
。
本
稿

の
目
的

は
、

こ
の
転

回
に
よ

っ
て
意
識
哲

学
的

含
意
と
と

も
に
背
景

へ
と
遠

の

い
た
要
素
、

す
な
わ

ち
対
話

の
リ
ア
リ
テ

ィ
に

つ
い
て
考
察

す
る

こ
と

に
あ

る
。

本
稿

で
は
ま
ず
、

A

・
シ

ュ
ッ
ツ
の
現
象

学
的
社
会
学

に
お

け
る
他
者

理
解
論

を
検

討
す

る
。
そ
の
理
論

の
中

心
に
彼
は

コ
o
げ
」

と

「
∪
目
」

と
の
あ

い
だ

の
わ
れ

わ
れ
関

係
を
置

き
、
意
味

の
確
実

性
を
当
事
者

の
あ
い
だ

の
意
識

の
持

続
が
再
現
が

で
き
る
か

ど
う

か
で
は
か

っ
た

。
こ

こ
で
注

目
す

べ
き
は
、

シ

ュ
ッ
ツ
が
当
事
者

の
あ
い
だ
の
意

味

の
同

一
性
を
保
証

す
る
も

の
を

「
質
問

可
能
性
」

に
見

い
だ
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
質

問
可
能
性
概
念

は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
的
行
為

論

の
先
駆
と

し
て
評
価

で

き
る
。
し
か
し
、
わ

れ
わ
れ
が
相
互

に
抱

い
て

い
る
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
的

世
界

に
わ
た

る
意
味

の
同

一
性
を
説
明
す
る

ほ
ど
に
は
、
彼

の
分
析
は
十
分
で
は
な
い
。

次
に
私
は

シ

ュ
ッ
ツ
が

日
常
生
活

の
世
界
を
記
述
す

る
際
に
、
前
提

と
し
て

い
る
世

界
の
相
互
主
観
性

に

つ
い
て
検
討

し
て
み
た
。
そ

こ
で
彼
は
社
会

の
共

同
性
を
め
ぐ

る

幾

つ
か

の
点

に
触
れ

つ
つ
、
世
界

に

つ
い
て

の
確
信

に

つ
い
て
説
明
す

る
の
が
、
や
は

り

そ
の
生
成
と
維
持

の
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。

こ
う

し
て
彼

の

「質

問
可
能
性
」
概

念
は
、
意
識

の
理
論
と
対
話

の
理
論
の
あ

い
だ

に
位
置
づ
け
る

必
要

が
生
じ

て
く

る
。
批
判
と
解
釈

を
含

め
た

「
は

じ
ま
り
」
と
し

て

の
活
動
と
意
味

の

「
始
原
」
と

し
て
の
生
活
世
界

と

い
う

「
二

つ
の
起

源
」
に
接
続
し

て
こ
そ
、
こ
の
概
念
は
優
れ
た
説
明
力
を
も
ち
う
る

の
で
あ
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

A

・
シ

ュ

ッ

ツ
、

リ

ア

リ

テ

ィ

他

者

理
解

、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
、

質

問

可

能

性

、
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哲
学
の
言
語
論
的
転
回
以
降

、
発
話
ω》
ΦΦ
oげ
と
い
う
行
為
が
行
為
体
系
の

分
類
と
そ
こ
に
宿
る
合
理
性
の
分
析
に
と

っ
て
大
き
な
意
味
を
獲
得
し
、
い
わ

ゆ
る
発
話
内
的
力
と
そ
の
発
話
が
結
果
に
対
し
て
持

つ
意
味
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
理
性
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
契
機
と
し
て
ユ
ル
ゲ
ン

・
ハ
ー
バ

マ
ス
が
発
話
を
取
り
あ
げ
る
の
も
同
じ

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
で
あ
る
。
了
解
志

向
的
行
為
と
成
果
志
向
的
行
為
、
あ
る
い
は

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
的
行
為
と

戦
略
的
行
為
を
分
類
し
、
準
拠
す

べ
き
合
理
性
の
体
系
を
記
述
す
る
際
に
考
慮

に
入
れ
る
際
に
も
、
こ
の
力
と
意
味
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

発
話
行
為
論
に
お
い
て
は
発
話

の
語
用
論
的
意
味
が
注
視
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
協
働
行
為
の
参
加
者
の
態
度
設
定
と
い
う
志
向
的
な
問
題
も
避
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
発
話
状
況
に
お
け
る
参
加
者
の
二
つ
の
想
定
の
う
ち

に
現
れ
て
く
る
。
第

一
に
我

々
は
、
「行
為
す
る
諸
主
体
は
、
自
分
達
が
遵
守

(1
)

し
て
い
る
す
べ
て
の
規
範
に
志
向
的
に
従

っ
て
い
る
」
と
い
う
志
向
性
の
期
待

を
し
て
い
る
。
第
二
に

「
行
為
す
る
諸
主
体
は
、
自
分
達
に
正
当
だ
と
思
わ
れ

↑
)

る
規
範
だ
け
に
従

っ
て
い
る
」

(裏
返
せ
ば

「自
分
に
と

っ
て
正
当
で
は
な
い

規
範
に
は
そ
も
そ
も
了
解
志
向
的

に
は
従
え
な
い
」
)
と
い
う
、
正
当
性
の
期

待
を
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
も

の
は

「
必
要
と
あ
ら
ば

〔時
間

・
空
間
的
に
〕

制
限
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

〔行
為
上
の
〕
強
制
も
な
い
討
論
に
耐
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
る
規
範
だ
け
が
、
弁
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
通
用
す

(3
)

(4
)

る

(〔〕
の
部
分
は
訳
者
に
よ
る
)」
と
い
う
想
定
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
つ

け
加
え
る
の
な
ら
ば
、
あ
る
規
範
が
問
題
視
さ
れ
た
場
合
は
、
合
意
に
い
た
る

ま
で
討
議
が
続
け
ら
れ
る
、
と
い
う
議
論
の
拡
張
可
能
性
も
こ
の
想
定
に
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
想
定
を
指
摘
し
、
そ
こ
で
先
取
ら
れ
て
い
る
状
況
を
ハ
ー
バ

マ
ス
は
、
理
想
的
発
話
状
況
と
呼
ん
だ
。
非
常
に
誤
解
さ
れ
や
す
く
、
そ
れ
で

い
て
破
棄
不
可
能
な
、
こ
の
状
況
に
付
け
ら
れ
て
い
る

「
理
想
」
さ
に
は
、
日

本
語
で
言
う

「理
想
」
と
は
異
な

っ
た
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
訳
語
で
は

「理
想

達
Φ巴
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
理
念

化
作
用

Hα
8
冨
δ
蕁
昌
αq
を
被

っ
て
い
て
い
て
発
話
の

一
般
的
前
提
に
な

っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
理
念
化
作
用
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、

そ
れ
を
エ
ド
ム
ン
ト

・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら

っ
て
西
欧
に
お
け
る
諸
学
問
の
危

機
の
元
凶
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
理
念
化
の
産
物

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
で
あ
る
。
発
話
行
為
の

一
般
的
前
提
に

あ
る
の
が
、
理
念
化
作
用
を
被

っ
た
態
度
志
向
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

問
題
は
、
こ
の
理
想
的
発
話
状
況
と
い
う
理
念
的
な
態
度
志
向
が
実
効
さ
れ
る

場
の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
発
話
行
為
論
に
と

っ
て

は
前
提
と
し
て
機
能
し
つ
つ
も
、
決
し
て
そ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
と
ら
え
き

れ
な
い
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
共
圏
に
お
け
る
論
議
で
の
発
話
内
容
に
対
す
る
信
憑
性
や
、
そ
の
結
果
が

も
た
ら
す
当
事
者
の
行
為
の
規
制
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
言
葉
や
文
化
と
は

別
の
拘
束
力
も
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
了
解
志
向
的
な
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
通
じ
て
え
ら
れ
た
合
意
の
持

つ
力
と
は
別
の
力
と
言

っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
に
参
加
す
る
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
が
参
加
者
全
員

に
対
し
て
期
待
し
、
自
分
自
身
も
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
た
め
の
規
則
に

つ
い
て
は
、
討
議
倫
理
と
い
う
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
に

お
い
て
も
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
問
題
に
し
た
い

の
は
、そ
う
し
た
社
会
化
を
通
じ
て
学
習
さ
れ
た
規
範
と
は
別
の
起
源
を
持
つ
、
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リ
ア
リ
テ
ィ
を
創
出
す
る
こ
と
で
対
話
の
現
在
性
と
確
証
性
を
保
証
す
る
よ
う

な
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
質
問
可
能
性

切
Φ坤
9αqび
9時
Φ詳
」
と

い
う
表
現
で
か

つ
て
ア
ル
フ
レ
ー
ト

・
シ
ュ
ッ
ツ
が
名
付
け
た
契
機
こ
そ
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
状
況
下
に
あ
る
自
我
と
他
我
の
間
に
あ

っ
て
、
互
い
の

表
現
の
客
観
性
を
保
持
す
る
た
め

に
、
あ
る
い
は
保
証
す
る
た
め
に
効
力
を
発

揮
す
る
。
こ
こ
で
は
シ

ュ
ッ
ツ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
し
た
上

で
、
そ
れ
が
公
共
圏
に
お
け
る
多
様
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
対
話
状

況
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
は
こ
の

「質
問
可
能
性
」
を
伴
い
、

言
語
内
的
な
行
為
期
待
を
補
完
し
な
が
ら

「場
」
を
規
制
す
る
。
こ
の
公
共
圏

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
作
用
す
る
力
は
、
と
り
た
て
て
新
し
い

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ハ
ン
ナ

・
ア
レ
ソ
ト
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の

政
治
に
お
け
る
言
論
と
活
動
に
見

い
だ
し
た
力
に
他
な
ら
磯

・
こ
ケ
し
た

コ

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
本
稿
は
、
ア
レ

ン
ト
に
お
け
る
活
動
の
理
論
の
再
検
討
と
、

始
原
と
し
て
の
生
活
世
界
の
変
革

の
た
め
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
を
め
ぐ
る

↑
)

議
論

へ
の
接
近
を
用
意
し
た
い
。

社
会
的
諸
世
界
に
お
け
る
意
味
の
同

一
性
と
そ
の
維
持

シ
ュ
ッ
ツ
が
社
会
学
の
問
題
設
定
に
お
い
て
現
象
学
を
導
入
す
る
の
は
、
彼

に
と

っ
て
は
第

一
に
意
味
理
解
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
意
味
を
理
解
す

る
こ
と
、
そ
れ
を
主
観
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
、
客
観
的
な
も
の
と
し

て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
「
私
」

で
は
な
い
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て

一
な
る

解
釈
を
共
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に

接
し
て
い
る
環
境
は
必
ず
し
も
、
そ
う
し
た
多
数
性
を
帯
び
た
他
者
と
の
意
味

的
共
存
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
の
先
行
的
な

理
解
に
お
い
て
、
意
味
は
同

一
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
の

同

一
性
を
意
味
に
先
駆
け
て
保
証
す
る
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ッ
ツ
の

問
い
は
こ
の
よ
う
に
読
み
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
シ

ュ
ッ
ツ
は
意
味

の
同

一
性
を
把
握
す
る
た
め
に
、
自
分
と
他
者
が
共
有
し
合
う
世
界
に
応
じ
て

そ
の
場
、
そ
の
場
で
の
理
解
と
い
う
現
象
を
幾
つ
か
に
分
類
し
、
分
析
し
た
。

わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
彼
の
分
析
に
お
い
て
自
他
関
係
に

お
い
て
生
じ
て
く
る
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
を
ま
ず
は
見
て
い
き
た

い
。1

直
接
世
界
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
関
係

日
常
生
活
の
世
界
に
お
け
る
、
世
界
と
他
者
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り

方
を
考
え
る
場
合
、
シ
ュ
ヅ
ツ
は
ま
ず
そ
の
関
係
が
そ
の
相
手
の
匿
名
性
、
類

型
性
に
応
じ
て
諸
段
階
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
世
界
と

他
者
に
対
し
て

「私
」
が
い
か
な
る
程
度
で
意
識
の
方
向
付
け
を
行
え
る
か
に

応
じ
て
、
そ
の
理
解
の
様
態
が
変
化
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
相

手
の
行
為
を

「外
的
な
出
来
事
」
と
し
て
の
み

「
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
て
い

る
か
」
に
限

っ
て
観
察
あ
る
い
は
記
述
す
る
場
合
と
、
相
手
が

「
こ
れ
を
行
う

際
ど
の
よ
う
な
体
験
を
体
験
し
て
い
る
か
」
と
い
う
、
そ
の
意
識
の
経
過

へ
と

遡
り

つ
つ
、
更
に
は
相
手
が
そ
の
行
為
に
付
与
す
る
主
観
的
意
味
ま
で
眺
め
る

リア リテ ィと対話 の可能性199



場
合
で
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
他
者
理
解
の
問
題
を
他
者

体
験
の
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側

面
と
に
分
け
、
前
者
の
側
面
の
他
者
理
解
を

「純
粋
な
」
他
者
理
解
と
呼
ぶ
。

表
現
行
為
、
あ
る
い
は
単
な
る
行
為
を
行
う
際
に
、
他
者
は
そ
の
意
図
に
か

か
わ
ら
ず
何
ら
か
の
意
味
を
措
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で

「
私
」

は
そ
の
表
現
を
他
者
の
産
出
過
程
か
ら
切
り
離
し
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る

記
号
を
自
分
が
既
に
所
有
す
る
解
釈
図
式
と
し
て
の
記
号
体
系
に
組
み
入
れ
る

と
い
う
形
で
解
釈
す
る
。
「記
号
意
義
が
記
号
を
用
い
る
人
の
そ
の
時

々
の
今

そ
の
よ
う
に
に
お
い
て
既
に
経
験
さ
れ
た
過
去
の
諸
体
験
の
沈
殿
物
と
し
て
ス

↑
)

ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
意
識
内
容
に
引
き
返
す

こ
と
で
解
釈
図
式
11
表
現
図
式
と
し
て
記
号
体
系
を

一
定
不
変
に

「く
り
か
え

し
い
つ
も

H日
ヨ
奠

≦
δ
α
興
」
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
記

号
体
系
を
な
し
て
い
な
く
と
も
、
既
に
体
験
さ
れ
た
経
験
に
よ

っ
て
蓄
積
さ
れ

た
経
験
連
関
に
従

っ
て
自
己
解
釈
さ
れ
た
も
の
を
他
者
の
行
為
に
投
射
し
た
り

す
る
こ
と
で
理
解
を
試
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理

解
は
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば

「純
粋
な
」
他
者
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
場
合
可
能
な
の
は
そ
の
行
為
の
客
観
的
意
味
の
理
解
の
み
で
あ
る
。

手
元
に
あ
る
解
釈
図
式
の
う
ち
に
記
号
に
よ

っ
て
間
接
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の

を
抱
摂
す
る
と
い
う
理
解
の
形
式
は
、
臨
機
応
変
に
他
者
に
よ

っ
て
そ
の
行
為

に
付
与
さ
れ
た

「思
念
さ
れ
た
意
味
」
、

つ
ま
り
主
観
的
意
味
や
他
者
の
動
機

連
関
に
は
到
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
彼
が

「
純
粋
な
」
他
者
理
解
に
お
い
て

不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ

の
有
無
を
基
準
と
し
て
そ
こ
で
社
会
関
係
が

営
ま
れ
る
社
会
的
諸
世
界
を
分
節
化
す
る
概
念
が
、
自
我
と
他
我
と
に
共
有
さ

れ
て
い
る

「持
続

U
p⊆
2
」
で
あ
る
。

持
続
と
は
時
間
性
と
空
間
性
を
伴

っ
た

「今
そ
の
よ
う
に
」
の

「私
」
の
、

絶
え
ざ
る
意
識
経
過
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
経
過
の
中
で
こ
の
意
識
体
験
を
他

我
と
共
有
で
き
る
社
会
的
世
界
を
シ
ュ
ヅ
ツ
は
社
会
的
直
接
世
界

の
o
N一巴
Φ

d
ヨ
≦
Φ
胃
と
呼
び
、
そ
こ
で
出
会
う
人
々
を
同
僚

冨
詳
B
Φロ
ω。げ
と
呼
ぶ
。
直

接
世
界
の
社
会
関
係
で
は

「
「私
」
の
今
に
お
い
て

「
私
」
を
と
り
囲
ん
で
い

(8
)

る
世
界
が
親
し
い
相
手

号
ω

∪
賃
の
今
に
お
い
て
∪
信
を
と
り
囲
ん
で
い
る
世

界
と
対
応
し
、
「私
」
と

「私
」
の
意
識
内
容
が
U
o
の
世
界
の

一
部
を
な
す
よ

う
に
、
】)
ロ
自
身
と
こ
の

「
私
」
の
世
界
に
つ
い
て
2

)q
の
意
識
内
容
が

「私
」

(9
)

の
今
の

一
部
を
な
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
直
接
世
界
の
内
部
で
の
み

「私
」

は
親
し
い
相
手
の
意
識
体
験

へ
の
他
者
定
位

(u
o
へ
の
定
位
)
に
お
い
て
、

相
手
の
意
識
体
験
の

「
し
る
し
」
が
現
れ
る
そ
の
身
体
か
ら
相
手
か
ら
の
他
者

定
位
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
前
述
語
的
な
他
者
定
位
を
前
提
と
す

る
貯
8
宀
9
貯
8

の
社
会
関
係
を
、
シ

ュ
ッ
ツ
は

「相
互
的
な
」
わ
れ
わ
れ
関

係

耄
マ
σ
①臨
①げ
毒
ひq
と
呼
ぶ
。

わ
れ
わ
れ
関
係
に
お
い
て

「私
」
は
相
手
と
の
持
続
経
過
と
空
間
的
直
接
性

と
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
形
で
共
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
相
手
に
つ
い
て
の
最
大
の
徴

候
充
実

oっ
団
日
冥
o
目
鍵
　
Φ
を
優
先
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
覚
醒
的
な

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
極
限
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
我
に
は
事

後
的
に
反
省
的
態
度
で
も

っ
て
し
か
向
い
合
え
な
い

(ミ
ー
ド
に
よ
れ
ば
こ
う

し
て
捉
え
ら
れ
た

「主
我
」
は
既
に

「客
我
」
と
な

っ
て
い
る
)
の
に
対
し
、

相
手
と
は
同
時
的
に
対
面
で
き
る
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
は
自
我
よ
り
も
む

し
ろ
よ
り
充
実
し
た
形
で
他
我
を
把
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
者
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の
内
容
的
充
実
は
直
接
世
界
内
で
の
他
老
経
験
に
お
い
て
も

っ
と
も
確
実
な
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
「
私
」
は
そ
の
直
接
経
験
か
ら
解
釈
図
式
、
記
号
体
系
、

目
的
-
理
由
動
機
に
つ
い
て
の
疑
問
の
余
地
の
な
い
予
備
知
識
を
抽
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
予
備
知
識
に
つ
い
て
の
相
手

U
⊆
と
の
完
全
な
る

一
致
も
、
抽
出
さ
れ
た
次
の
瞬
間
に
は
保
証
で
き
な
く
な

る
。
し
か
し
、
直
接
世
界
に
と
ど
ま
る
限
り
で

「
私
」
は
、
相
手
と
常
に
充
実

性
を
保
ち
な
が
ら
持
続
経
過
を
共
有
し
、
そ
の
経
過
に
従

っ
て
絶
え
ず
相
手
に

関
す
る
解
釈
図
式
も
新
し
く
与
え
ら
れ
、
必
要
と
あ
ら
ば
修
正
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
互
い
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
共
有
し
あ
う
わ
れ
わ
れ
関
係
に
こ
そ
、
他
者
や

事
物
、
事
件
を
理
解
す
る
場
合
の
も

っ
と
も
充
実
し
た
チ
ャ
ン
ス
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
方
向
を
押

し
進
め
れ
ば
直
接
体
験
の
特
権
化
と
化
し
て

し
ま
う
と
は
い
え
、
意
味
の
生
成
の
場
所
と
し
て
こ
の
対
象
や
人
間
と
の
距
離

の
近
さ
の
否
定
を
全
面
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
の
距
離

の
重
視
に
直
接
性
の
神
話
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
こ
と
も
ま
た
、
矛
盾

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
、
「意
味
を
孕
ん
だ
対
象
や
言
説
に
対
す
る

理
解
や
批
判
は
、
そ
れ
が
よ
り
生
産
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
経
験
者
や
発

話
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
可
能
な
限
り
近
い
距
離
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」

と
い
う
要
請
は
、
理
想
と
し
て
否
定
し
が
た
い
力
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
直
接
経
験
の
対
象
は
、
確
か
に
意
味
や
出
来
事
か
ら
、
経
験
者
や
発
話
者
と

の
対
話
と

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
批
判
と
い
う
行
為
に
お
い
て
も
ま

た
、
そ
の
成
功
を
保
証
す
る
の
に
必
要
な
の
は
こ
の
わ
れ
わ
れ
関
係
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
予
備
知
識
の
構
成
、
修
正
の
た
め
に
、
自
我
に

は
親
し
い
相
手
に
対
す
る

「質
問
可
能
性
」
と
い
う
契
機
が
随
時
与
え
ら
れ
て

い
る
、
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
関
係
に
お
い
て
は
、
相
手
が
そ
の
行
為
を
通
じ
て

措
定
す
る
意
味
の

「客
観
的
理
解
」
が
、
自
分
の
直
接
世
界
で
の
経
験
を
通
じ

て
得
ら
れ
た
予
備
知
識
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
、
同
時
に
相
手
に
対
す
る
定
位
を

遂
行
す
る
こ
と
で
共
同
の
持
続
経
過
を
体
験
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
措
定
さ
れ
た

意
味
の

「主
観
的
理
解
」
に
ま
で
立
ち
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
間
関
係
を
も
含
め
た
世
界

一
般
に
対
す
る
確
信
の

形
成
を
説
明
す
る
た
め
の
別
の
説
明
の
あ
り
方
に
よ
る
補
完
が
必
要
で
あ
ろ

う
。皿

理
念
型
に
よ
る
類
型
的
把
握

シ

ュ
ッ
ツ
は
社
会
的
世
界
を
、.

直
接
世
界
、
同
時
世
界

竃
津
≦
Φ犀
、
前
世

(10
)

界

く
o『≦
Φ
犀
、
後
世
界

聞
o
膩
①≦
Φ犀
と
い
う
四

つ
に
分
類
す
る
が
、
こ
の
分

類
に
お
い
て
は
彼
は
直
接
世
界
的
な
社
会
関
係
に
対
し
て
特
権
的
と
も
呼
べ
る

地
位
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
直
接
世
界
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
充
実
を
生
み

出
す
も
の
こ
そ
が
、
直
接
世
界
的
な
社
会
関
係
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
∪
β

と
の
間
の
生
き
生
き
と
し
た
志
向
性
で
あ
る
。
同
じ
時
代
に
生
き
る
他
我
11
同

時
代
人
で
あ

っ
た
と
し
て
も

(例
え
ば
数
秒
前
に
側
に
い
て
今
は
そ
こ
に
い
な

い
、

つ
ま
り

「
∪
⊆
」
で
あ

っ
た
友
人
)
、
「私
」
の
眼
の
前
に
い
て
相
互
的
な

定
位
関
係
に
な
い
限
り
、
相
手
の

「今
そ
の
よ
う
に
」
を

「私
」
が
自
己
保
持

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
直
接
世
界
内
の

「私
」
ほ
ど
に
、
他
の
社

会
的
世
界
内
部
で

「私
」
が
他
我
と
生
き
生
き
と
し
た
社
会
関
係
を
営
む
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、結
果
と
し
て
直
接
世
界
以
外
の
世
界
に
存
す
る
他
者
、

又
は
そ
の
世
界
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
は
真
で
あ
る
チ
ャ
ン
ス
を
持

つ
に
と

リア リテ ィと対話 の可能性201



ど
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
直
接
世
界
外
の
他
者
を
も
含

む
事
象
理
解
の
確
実
性
に
対
し
て
判
断
す
る
と
き
の
シ

ュ
ッ
ツ
の
厳
密
さ
は
、

逆
に
直
接
世
界
内
部
で
の
わ
れ
わ
れ
関
係
を

「
至
高
な
も
の
」
と
す
る
彼
の
判

断
の
曖
昧
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と

に
な
る
。

シ

ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
他
我
と
持
続
を
自
己
把
持
で
き
な
い
限
り
、
「
私
」
の

直
接
世
界
外
に
い
る
他
者
と
直
接
世
界
外
の
世
界

(同
時
世
界
、
前
世
界
、
後

世
界
)
の
理
解
は
あ
く
ま
で
も
成
功
の
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ

(11
)

ず
、
可
能
な
理
解
、
把
握
の
方
法
は
予
め
直
接
世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
構

成
さ
れ
た
理
念
型
に
よ

っ
て
類
型
的
に
把
握
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
こ
の
把

握
の
方
法
は
基
本
的
に
は
、
対
象
で
あ
る
社
会
的
諸
世
界
に
向
き
合
う
社
会
科

学
者
を
含
ん
だ
観
察
者
の
と
る
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。

類
型
的
把
握
に
用
い
ら
れ
る
理
念
型
は
、
直
接
世
界
と
の
距
離
と

「
私
」
の

問
題
連
関

幻
⑦δ
<
①
自

に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
疎
遠
性
と
匿
名
性
を
帯
び
て
選

択
的
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
人
物
の
性
格
と
習
慣
に
関
わ
る
人
格
的

理
念
型
、
社
会
集
合
体
、
文
化
的
対
象
、
と
い
っ
た
理
念
型
が
個
々
の

「
私
」

に
と

っ
て
の
解
釈
図
式
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
解
釈
図
式
と
は
シ

ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
本
来
、
極
度
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
念
型

で
も

っ
て
把
握
さ
れ
る
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
関
係
に
属
し
て
は
い
な
い
他
我
の

意
識
体
験
は
、
そ
れ
が
構
成
さ
れ
る
主
観
的
意
味
連
関
か
ら
切
り
離
し
て
考
察

さ
れ
、
「
く
り
か
え
し
、
い
つ
も

同日
ヨ
興

白
δ
島
臼
」
と
い
う
理
念
性
を
帯
び

て
い
る
。
こ
の
理
念
に
従

っ
て
直
接
世
界
の
外
に
い
る
他
我
は
、
常
に
同
質
で

「
一
定
不
変
」
に
把
握
さ
れ
る
。

こ
の
理
念
型
が
修
正
さ
れ
る
と
し
て
も
そ
れ

は
後
の
み
ず
か
ら
の
直
接
的
な
経
験
に
よ

っ
て
事
後
的
に
の
み
行
わ
れ
る
。

直
接
世
界
以
外
の
世
界
と
他
我
の
理
解
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
先
行
的
に

獲
得
し
て
い
る
何
ら
か
の
予
備
知
識
、
解
釈
図
式
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

い
う
点
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
観
点
か
ら
も
シ
ュ
ッ
ツ
を
支
持
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
シ

ュ
ッ
ツ
に
お
け
る
予
備
知
識
、
解
釈
図
式
、

知
の
ス
ト
ヅ
ク
の
生
成
と
維
持
の
過
程
の
描
写
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生

活
実
践
に
対
し
て
ど
の
程
度
ま
で
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に

も
著
し
く
意
識
哲
学
的
な
傾
向
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
H

・
G

・
ガ
ダ

マ
ー
以
降
の
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
の
説
明
力
を

す
で
に
知

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
予
備
知
識
、
解
釈
図
式
か
ら
想
起
す
る
の
は
、

文
化
的
に
伝
承
さ
れ
た
伝
統
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
実
践
に
よ

っ
て
再
生

産
さ
れ
、
学
習
過
程
に
よ

っ
て
共
有
さ
れ
る
知
な
ど
で
あ
る
。
シ

ュ
ッ
ツ
が
知

の
ス
ト

ッ
ク
に
関
し
て
語
る
場
合
、
そ
の
構
成
は
あ
く
ま
で
も
は
じ
め
か
ら

「私
」
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
他
者

(
こ
の
場
合
の
他
者
と
は
、
理
念
型
を

構
成
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の

「
他
我
」
で
は
な
く
、
「私
」
と
共
に
そ
の
対
象

に
向
か
っ
て
い
る

「他
者
」
で
あ
る
)
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
と
か
相
互
に
共

有
す
る
、
更
に
は
了
解
す
る
と
い
う
契
機
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
的

世
界
に
関
す
る
理
解
に
お
い
て
シ
ュ
ッ
ツ
は
徹
頭
徹
尾
自
我
を
中
心
的
に
据
え

る
た
め
に
、
「単
独
者
」
と
し
て
の

「私
」
に
よ
る
排
他
的
な

「
理
解
」
の
在

り
方
の
記
述
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
シ
ュ
ッ
ツ

は

「
理
解
」
の
失
敗
を
何
を
根
拠
に
判
定
で
き
る
の
か
、
他
我
に
関
す
る

「私
」

と
第
三
者
に
よ
る
の
理
解
の
聞
の
相
違

(具
体
的
に
は
A
氏
に
つ
い
て
の
「私
」

に
よ
る
理
解
と
A
氏
に
つ
い
て
の
B
氏
に
よ
る
理
解
の
相
違
)
の
可
能
性
と
そ

の
修
正
と
い
っ
た
問
題
を
そ
の
射
程
内
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
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シ
ュ
ッ
ツ
の
問
題
設
定
に
は

「
誰
か
と
世
界
内
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
了
解

す
る
」
と
い
っ
た

「
相
互
了
解
」
的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
「相
互
了
解
」
と
い
う

言
葉
が

一
般
的
に
言

っ
て
、
自
我
と
他
我
の

間
で
の
相
互
の
理
解
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
誰
か
と
誰
か
が
向
き
合
う
他
者

を
お
互
い
に
理
解
し
あ
う
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
に
了

解
の
対
象
が
加
わ

っ
た
三
項
的
な
相
互
了
解
の
可
能
性
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ

曾
∀

る
。
こ
の
相
互
了
解
は
第
三
項
を
了
解
行
為
の
互
い
の
当
事
者
と
す
る
こ
と
で

従
来
の
も
の
を
包
括
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

「相
互
了
解
」
を
問

題
と
す
る
の
は
第

一
に
、
こ
の
可
能
性
が
皆
無
で
あ
る
と
す
る
な
ら
世
界
が
相

互
主
観
的
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
世
界
に
関
す
る
相
互
了
解
の
可
能
性
を
、
シ

ュ
ッ
ツ
の
考
え
る
「純

粋
な
」
他
者
理
解
、
世
界
理
解
の
基
準
に
即
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
、
彼
の
理

論
に
お
け
る

「
理
解
」
の
自
我
中
心
性
か
ら
判
断
し
て
そ
の
結
果
は
絶
望
的
で

は
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も

『構
成
』
の
他
者
理
解
に
つ
い
て
論
じ
た
第
三
章

の
冒
頭
で
、
シ

ュ
ッ
ツ
は

「厳
密
な
」
現
象
学
的
分
析
を
放
棄
し
次
の
よ
う
に
言
い
切

っ
て
い

る
。「

(『構
成
』
第
二
章
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
)
単
独
の
精
神
生
活
に
お
け
る
意

味
現
象
の
分
析
の
際
に
用
い
た
厳
密
な
現
象
学
的
方
法
を
脇
に
置
き
、
〔代
わ

り
に
〕
人
々
の
な
か
で
日
常
生
活

を
送

っ
た
り
社
会
科
学
に
携
わ
る
際
に
習
慣

に
な

っ
て
い
る
素
朴
で
自
然
的
な
も
の
の
見
方
で
社
会
的
世
界
の
存
在
を
理
解

す
る
。
同
時
に
単
独
の
自
我
の
意
識
の
中
で
他
我
が
い
か
に
構
成
さ
れ
る
か
と

い
う
固
有
の
超
越
論
的

・
現
象
学
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を

一
切
断
念
す

(13)

る
。」し

か
し
、
こ
の
シ
ュ
ッ
ツ
の
計
画
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

構
成
的
現
象
学

へ
と
赴
く
シ
ュ
ッ
ツ
の
分
析
対
象
は

「
自
然
的
態
度
の
内
部
か

ら
世
界
を
眺
め
る
」
人
間

へ
と
、
日
常
的
な
生
活
実
践
に
携
わ
る
人
間

へ
と
移

行
す
る
。
当
然
、
自
然
的
態
度
を
世
界
に
対
し
て
と

っ
て
い
る
人
間
は
複
雑
な

意
味
連
関
、文
化
的
連
関
の
網
の
目
の
内
部
に
置
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

っ
て
、

他
者
理
解
を
問
題
す
る
限
り
シ
ュ
ッ
ツ
は
そ
れ
ら
の
連
関
の
構
成
の
分
析
を
緻

密
に
進
め
る
べ
き
で
あ

っ
た
。そ
の
た
め
に
は
意
識
や
現
前
と
い
っ
た
問
題
を
、

実
践
的
活
動
と
結
び
付
け
て
文
化
の
再
生
産
や
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
形
で
自

己
と
他
者
の
構
成
を
描
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
シ
ュ
ッ
ツ
も
意
味

連
関
、
解
釈
図
式
な
ど
の
知
の
ス
ト
ッ
ク
を
他
者
理
解
の
際
に
自
我
と
世
界
に

対
す
る
観
察
者
が
援
用
で
き
る
も
の
と
し
て
触
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
の
規

定
は
曖
昧
で
あ
り
、
特
に
そ
の
伝
達
や
共
有
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い

な
い
に
等
し
い
。
結
局
、
シ

ュ
ッ
ツ
に
お
い
て
他
者
理
解
、
世
界
把
握
の
成
功

の
鍵
を
握
る
の
は
、
∪
障
の
身
体
的
前
所
与
性
と
結
び
付
い
た
生
き
生
き
と
し

た
社
会
関
係

岳
Φ

δ
び
Φロ
Ω
お
Φ
ω
o恩
巴
Φ

じd
①阻
Φ巨
昌
σq
で
あ

っ
て
、
そ
の
他
の

要
因
、
そ
こ
に
起
源
を
持

つ
と
は
認
め
ら
れ
な
い

(そ
の
こ
と
を
確
認
で
き
な

い
も
の
を
含
め
て
)
意
味
連
関
、
解
釈
図
式
に
助
け
ら
れ
る
他
者
理
解
に
つ
い

て
は
否
定
的
、
あ
る
い
は
視
野
に
収
め
て
い
な
い
。
他
者
と
の
出
会
い
の
場
で

相
互
了
解
に
い
た
る
以
前
で
す
ら
あ
ら
か
じ
め
あ
る
は
ず
の

「私
」
と

「
他
者
」

と
の
問
に
共
有
さ
れ
、
了
解
さ
れ
る
よ
う
な
背
景
知
の

一
切
の
可
能
性
に
は
、

シ

ュ
ッ
ツ
は
ほ
と
ん
ど
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
触
れ
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ア
ル
な

も
の
と
し
て
現
前
す
る
も
の
に
対
し
て
自
分
の
意
識
の
持
続
を
確
認
す
る
こ
と

リア リテ ィと対話の可能性203



が
、
シ

ュ
ッ
ツ
に
と

っ
て
は
人
間
を
含
め
て
対
象
を
も

っ
と
も
客
観
的
に
把
握

(14
)

す
る
た
め
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
彼
自
身
が
後
の
研
究
で
描
き
出
す
日
常
的
な

生
活
の
現
実
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
常
に
継
承
さ
れ
、
相
互
主
観
的
で
先
行

的
な
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
直
接
経
験
か
ら

の
み
こ
う
し
た
特
徴
が
生
み
出
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
い
ま
そ
こ
に
」
と
い
う
時
間
性
と
空
間
性
に
支
え
ら
れ
た
身
体
的
直
接
性

へ

の
過
大
な
信
頼
が
結
局
、
こ
の
直
接
性
を
補
完
す
べ
き
別
の
審
廷
の
可
能
性
を

す
べ
て
排
除
し
て
し
ま

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
・

反
対
に
シ
ュ
ッ
ツ
の
理
論
が
含
む
こ
の
自
我
中
心
性
も
、
実
際
の
他
者
理
解

の
現
場
で
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
認
め
る
ほ
ど
そ
の
純
粋
性
を
保
証
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
。
直
接
性
に
依
拠
し
た

「
私
」
に
よ
る
他
者
理
解
に
お
い
て
も
、
ま

ず
は
意
識
の
自
己

へ
の
表
出
の
際
に
、
第

二
に
そ
の
意
識
を
他
者
に
対
し
て
分

節
化
し
表
現
す
る
際
に
、
言
語
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア

か
ら
拭
お
う
と
し
て
も
拭
い
切
れ
な
い
文
化
的
意
味
連
関
が
二
重
の
形
で
そ
の

純
粋
性
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。

そ
こ
で
私
が
シ

ュ
ッ
ツ
の
理
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
重
視
し
た
い
の
は
、
わ

れ
わ
れ
関
係
に
あ
る
他
我
に
対
し
て

「私
」
は
、
持
続
経
過
を
共
有
す
る
と
共

に
質
問
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
シ
ュ
ヅ
ツ
が
他
の
社
会
的
諸
世

界
に
対
し
て
直
接
世
界
を
彼
の
体
系
の
中
心
に
据
え
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
の
質
問
可
能
性
は

「私
」
の
他
我
理
解
に
対
し
て
必
要
と
あ
ら
ば
修

正
を
促
し
て
く
れ
る
唯

一
の
審
廷

で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
質
問
可
能
性
と

は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
行
為
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
先
取
り
し
て
い
る

「
必
要
と
あ
ら
ば
た
ず
ね
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
批
判
を
加

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
自
分
も
相
手
も
そ
の
こ
と
を
当
事

者
全
員
に
対
し
て
認
め
て
い
る
」
と
い
う
想
定
の

一
部
に
他
な
ら
な
い
。
当
事

者
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
、
単
に
ス
タ
ン
バ
イ
で
は
な
く
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
問
題

を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
状
態
、
さ
ら
に
討
議

や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
口
を
挟
む
こ
と
が
可
能
な
参
加
の
状
態
を
、
質
問

可
能
性
と
い
う
概
念
か
ら
紡
ぎ
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
彼

の
枠
組
み
の
中
で
質
問
可
能
性
は
も
は
や
単
独
の

「
私
」
と
他
我
の

た
め
の
場
で
あ

っ
て
、
現
実
的
に
相
互
主
観
的
な
領
域
と
は
言
え
な
い
。
仮
に

相
互
主
観
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
U
ロ
と

「
私
」
の
間
に
だ
け
偶
然
的
に
存
在

し
う
る
と
し
か
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
こ
の

質
問
可
能
性
こ
そ
が
、
単
に

「私
」
と
相
手
と
の
あ
い
だ
の
自
閉
的
な
意
味
空

間
を
も
越
え
出
る
よ
う
な
契
機
を
持

っ
て
い
る
と
読
み
換
え
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
意
識
的
に
も
空
間
的
に
も

「私
」
が
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
否
め
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
中
心
を
も
つ
個

々

の
主
体
か
ら
な
る
周
囲
の
共
在
に
よ

っ
て
相
対
化
さ
れ
る
。
こ
の
相
対
化
さ
れ

る
領
域
を
後
に
、
活
動
の
領
域
と
し
て
相
互
主
観
性
が
維
持
さ
れ
る
場
所
と
し

て
議
論
し
た
い
と
思
う
。

『構
成
』
以
降
の
シ
ュ
ッ
ツ
に
と

っ
て
も
こ
の
自
我
を
社
会
的
世
界
の
中
心

に
据
え
る
と
い
う
傾
向
は
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
後
に
自
然
的
態
度
に
お

け
る
日
常
生
活
者
の
現
実
を
論
じ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
理
論
の
根
幹
に
お

い
て
も
自
己
に
よ
る
経
験
、
自
己
に
よ
る
解
釈
が
優
位
性
を
独
占
し
、
そ
れ
ら

が
巧
み
に
他
者
に
よ
る
経
験
、
他
者
に
よ
る
解
釈
に
取

っ
て
代
わ
る
よ
う
な
傾

向
が
ま
だ
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
ら
の
諸
論
文
の
内
部
で
さ
か
ん
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に
用
い
る

「
生
活
史
的

互
o
σq
蕁
娼
霞
ωoげ
」
と
い
う
表
現
が
、
あ
る
他
者
の
生

活
状
況
の
構
成
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
に
対
す
る
解
釈
も
本
来
「
生

活
史
的
」
な
排
他
性
を
持

っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
個
々

人
の
理
解
が
そ
も
そ
も
了
解
と
い
う
実
践
的
契
機
か
ら
無
縁
に
措
定
さ
れ
る
シ

ュ
ッ
ツ
の
理
論

の
内
部
で
世
界
の
相
互
主
観
性
に
関
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る

と
、
必
然
的
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
彼

の
他
者
理
解
論
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
自
我
中
心
性
は
次
に
見
る
よ
う
に
日
常

生
活
の
世
界
に
関
す
る
理
論
に
お

い
て
も
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
一

日
常
生
活
の
世
界
を
め
ぐ

っ
て

自
然
的
態
度
を
も

っ
て
日
常
生
活
を
営
む
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
描
写
す
る
場

合
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
ほ
ぼ

一
定
し
て
次
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
。

「「
日
常
生
活
の
世
界
」
と
は

、
わ
れ
わ
れ
が
生
ま
れ
る
は
る
か
以
前
か
ら

存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
の
先
行
者
で
あ
る
他
者
た
ち
に
よ

っ
て
、
す
で
に
組
織
さ

れ
た
世
界
と
し
て
経
験
さ
れ
解
釈
さ
れ
た
、
相
互
主
観
的
な
世
界
の
こ
と
で
あ

(15
)

る
。
」こ

の
言
葉
は
幾

つ
か
の
点
か
ら
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
過
去
ー
現
在
-
未
来
と
い
う
時
間
的
構
造
、
歴
史
的
構
成
、
相
互
主
観
性

な
ど
の
、
世
界
が
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
属
性
が
こ
の
短
い
文
章
の
中
に
込
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
も
私
に
と

っ
て
関
心
が
あ
る
の
は
、

こ
の
言
明
か
ら
読
み
取
れ
る
世
界

(そ
れ
は
他
者
を
も
含
む
)
に
対
し
て
わ
れ

わ
れ
が
抱
く
確
信
の
妥
当
性
に

つ
い
て
で
あ
る
。
先
の
部
分
で
シ
ュ
ヅ
ツ
の
類

型
的
他
者
理
解
の
理
論
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
こ
で
も
簡
単
に
示
唆
し
た
よ
う

に
シ
ュ
ヅ
ツ
に
は
相
互
了
解
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
を
納
得
の
い
く

形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
「
孤
立
し
た
自
分
が
い
か
に
何
か
を

理
解
す
る
か
」
の
た
め
の
理
論
は
、
若
干
の
難
点
を
含
む
も
の
の
与
え
ら
れ
て

は
い
る
が
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
ッ
ツ
の
言
明
を
目
に

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
の
内
容
の
唐
突
さ
と
そ
の
根
拠

へ
の
疑
問
を
感

じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
い
か
に
し
て
日
常
世
界
は
相
互
主
観
的
に
な

る
の
か
」
と
。

も
ち
ろ
ん
、
上
の
言
明
は

二
通
り
に
解
釈
で
き
る
。

一
方
で
わ
れ
わ
れ
の
日

常
生
活
の
世
界
が
そ
の
相
互
主
観
性
を
自
明
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の

「確
信
」
の
記
述
あ
る
い
は
確
認
と
し
て
。
他
方
で
、

厳
密
に
見
て
、
つ
ま
り
超
越
論
的
還
元
を
遂
行
し
た
上
で
確
認
さ
れ
た
、
世
界

は
相
互
主
観
的
で
あ
る
、
と
い
う

「分
析
結
果
」
と
し
て
。
シ
ュ
ッ
ツ
の

『社

会
的
現
実
の
問
題
』
の
諸
論
文
に
お
け
る
議
論
が
不
明
確
に
思
え
る
の
は
、
シ

ュ
ッ
ツ
自
身
が
ど
ち
ら
の
語
り
か
た
を
採
用
し
て
い
る
の
か
が
分
ら
な
く
な
る

場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
深
く
読
め
ば
彼
は
あ
く
ま
で
も
自
然
的
態
度
に

生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
対
す
る
確
信
を
記
述
す
る
の
に
と
ど
ま

っ
て
お

り
、
そ
の
確
信
の
生
成
と
起
源
を
分
析
し
た
り
、
そ
の
内
容
的
妥
当
性
の
検
討

に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
例
え
ば

『構
成
』
で
の
他
者
の
類
型
的
把

握
を
生
き
生
き
と
し
た
わ
れ
わ
れ
関
係
に
お
け
る
純
粋
的
か

つ
直
接
的
経
験
の

産
物
と
し
て
、
二
次
的
な
も
の
と
判
断
し
た
よ
う
な
分
析
的
議
論
は
、
そ
こ
で

は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
ッ
ツ
が
列
挙
す
る
世
界
の
相
互
主
観
性

が
維
持
さ
れ
る
根
拠
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
自
身

「根
拠
」
と
し
て
の
性
格
を
与
え
て
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い
な
い
。
世
界
の
相
互
主
観
性
を
支
え
る
の
は
、
そ
れ
を
日
常
生
活
者
が
世
界

を
各
自
に
か
つ
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の

一
層
背
後
で
も

っ
と
も
ら
し
く

思
わ
せ
る
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の

(さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
想

定
さ
れ
て
い
る
)
想
定
で
あ
る
。
そ
の
想
定
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
問
わ
れ
な

い
。
シ

ュ
ッ
ツ
は

「
こ
の
世
界
に

つ
い
て
の
,「
私
」

の
知
識
は
、
私
的
な
こ
と

が
ら
で
は
な
く
は
じ
め
か
ら
相
互
主
観
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
社
会
化
さ

(16
)

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
考
慮

に
入
れ
て
検
討
す
る
。
彼
が
超
越
論
的
な
議

論
を
し
な
か

っ
た
こ
と
、
世
界
の
相
互
主
観
性
の
自
明
性
を
自
明
な
も
の
と
し

て
観
察
す
る
こ
と
、
シ
ュ
ッ
ツ
自
身
が
問
題
を
意
図
的
に
限
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
こ
と
は

「な
い
も
の
ね
だ
り
」

で
あ

っ
て
、
批
判
の
イ
ソ
パ
ク
ト
と
し
て
は
乏
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
彼
の
主
著
で
あ
る

『構
成
』
に
お
け
る
議
論
と

「
日
常
生
活

の
世
界
」
に
関

す
る
議
論
の
あ
い
だ
に
は
、
後
者

の
問
題
群
に
対
す
る
諦
め
と
言

っ
て
い
い
ほ

ど
の
距
離
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
い
だ
に
あ
る
過
程
で
い
か
に
直
接
経
験

と
間
接
経
験
が
架
橋
さ
れ
て
世
界

に
対
す
る
確
信

へ
と
い
た

っ
て
い
る
の
か
、

そ
の
こ
と
こ
そ
が
私
に
は
最
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『構
成
』
に
お
け
る
他
者
理
解
、
世
界
理
解
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
の
了
解
が
い
か
に
個
別
の
あ
い
だ
で
な
さ
れ
て
、
世
界
に
つ
い

て
の

一
般
的
確
信
と
な

っ
て
い
る
か
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
シ

ュ
ッ
ツ
の

「
日
常
生
活
の
世
界
」
研
究
に
お
い
て
は
相
互
了
解
の
地
平

が
す
べ
て
の
理
解
の
前
提
と
し
て
、
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
指
摘
は
シ
ュ
ッ
ツ
の
理
論
史
に
お
い
て
連

続
性
や
体
系
性
を
前
提
で
き
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
こ
の
両

者
の
研
究
を
つ
な
ぐ
も
の
が
何
か
、
思
う
に
こ
の

「第
三
の
ポ
イ
ン
ト
」
が
実

は
社
会
に
お
け
る
連
帯
の
基
礎
と
し
て
の
相
互
了
解
の
理
論
に
と

っ
て
も

っ
と

も
重
要
な
位
置
価
を
占
め
て
い
る
の
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

シ
ュ
ッ
ツ
は
世
界

の
相
互
主
観
性
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
文
化
的
知
の

相
互
性
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
知
識
の
社
会
化
と
い
う
現
象
を
、

(
α
)
視
界
の
相
互
性
-
知
識
の
構
造
的
社
会
化
、
(
β
)
知
識
の
社
会
的
起

源
ー
知
識
の
発
生
的
社
会
化
、
(
γ
)
知
識
の
社
会
的
配
分
と
い
う
三
つ
の
理

念
化
の
相
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
は
も
は
や
観
察
に

と
ど
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
欲
し
て
い
る

「第
三
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
解
明
す
る
に

は
到

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
批
判
的
に
議
論
す
る
こ
と
が
そ
れ
を

際
立
た
せ
、
結
果
的
に
は
有
意
義
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

(
α
)
視
界
の
相
互
性
1
知
識
の
構
造
的
社
会
化

他
者
た
ち
の
理
解
力
、
つ
ま
り
彼
ら
の
知
識
が
原
則
的
に
諸
対
象
に
対
し
て

接
近
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
的
態
度
に
お
い
て
自
明
視
し

て
い
る
こ
と
は

一
見
次
の
事
実
に
反
す
る
。
つ
ま
り
、
第

一
に

「私
」
と
他
者

が
空
間
的
に

「
こ
こ
」
と

「
そ
こ
」
と
別
な
位
置
に
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

対
象
か
ら
異
な
る
距
離
を
持
ち
、
第

二
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
生

活
史
的
に
規
定
さ
れ
た
状
況
、
当
面
の
目
的
、
そ
の
目
的
に
起
源
を
発
す
る
関

連
性

園
Φ一Φく
9
自

の
体
系
を
持

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
生

活
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
体
系
に
し
た
が

っ
て
労
働

(鬢
o
時
ぎ
αq
)
す
る
。

シ
ュ
ッ
ツ
は

「
私
」
の
こ
の

「充
分
に
目
覚
め
た
」
実
践
的
な
活
動

の
領
域
を
、

世
界
を
構
成
す
る
多
元
的
な
諸
世
界
の
う
ち
で
の

「
至
高
の
場
」
と
呼
ぶ
。
こ
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の
二
つ
の
相
違
か
ら
、視
界
の
相
違
が
個
人
間
に
お
い
て
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
相
違
は
、
(i
)
立
場
の
相
互
交
換
可
能
性
、
("11
)

関
連
性
の
体
系
の
相
応
性
-
視
界

は
相
違
し
て
い
て
も
互
い
の
当
面
の
目
的
に

は
支
障
な
く
、
反
証
が
な
い
限
り
自
明
的
に
共
有
す
る
対
象
と
そ
の
特
徴
を
少

な
く
と
も

「
経
験
的
に
同

一
の
」
様
式
で
選
定
し
解
釈
し
て
い
る
ー
と
い
う
理

念
化
で
も

っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
世
界
に
関
す
る
相
互
了
解
に

役
立
つ
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
理
念
化
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
そ
の
両
老
の
説
明
の

最
後
の
部
分
に
全
く
同
様
に
つ
け

た

一
言
の
た
め
に
ま
た
も
や
自
己
と
い
う
カ

プ
セ
ル
を
突
破
で
き
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。

「
(そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
化
の
解
説

の
最
後
に
続
い
て
)
以
上
の
こ
と
を

「私
」

は
自
明
視
し
て
い
る
ー
そ
し
て
ま

た

「私
」
は
、
そ
の
彼
も
同
じ
こ
と
を
自
明

(17
∀

視
し
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
。」

こ
の
言
葉
も
ま
た
、
す
で
に
取

り
上
げ
た
言
葉
と
同
様
の
疑
問
を
残
す
。
確

か
に
こ
の
想
定
を
わ
れ
わ
れ
が
暗
黙
の
内
に
行

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
の

行
為
、
言
語
活
動
に
お
い
て
し
た
が

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
さ
ほ
ど
疑

問
を
抱
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
他
者
と
の
関
わ
り
に
お

け
る
通
路
が

一
方
向
的
に
遮
断
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
「
反
証
が
生
じ
な
い
限

り
」
妥
当
だ
と
さ
れ
る
理
念
化
な

ら
ば
、
そ
の
反
証
を
提
示
す
る
者
が
わ
れ
わ

れ
関
係
に
あ
る
他
者
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
こ
こ
で
こ
そ
す
で
に

見
た
他
老
に
対
す
る

「質
問
可
能
性
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
生
か
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
。
シ

ュ
ッ
ツ
が
世
界
に
関
す
る
知
識
の
相
互
主
観
性
の
た
め
に

掲
げ
る
根
拠
は
第

一
の
も
の
に
し
て
す
で
に
純
粋
に
は

「相
互
性
」
を
失

っ
て

し
ま

っ
て
い
る
。

(β
)
知
識
の
社
会
的
起
源
ー
知
識
の
発
生
的
社
会
化

第

二
の
相
は
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
の
伝
達
の
問
題
に
関
わ
る
。
世
界
に
関

す
る
知
識
は
ほ
と
ん
ど
が
社
会
的
に
、
す
な
わ
ち
友
人
、
両
親
、
教
師
等
か
ら

伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

「
社
会
か
ら
受
け
継

い
だ
遺
産
」
で
あ

り
、
そ
の
中
に
シ
ュ
ッ
ツ
は
類
型
化
さ
れ
た
知
識
も
含
め
て
い
る
。
『
構
成
』

に
お
い
て
類
型
あ
る
い
は
理
念
型
の
構
成
は
、
ま
ず

「
私
」
に
よ

っ
て
行
わ
れ

る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
解
釈
図
式
や
予
備
知
識
と
い
う
知
の
ス
ト
ッ
ク
が

他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
可
能
性
に

つ
い
て
は
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
伝
達
の
形
式
や
媒
体
、
そ
の
修
正
や
拒
否
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
解
釈
図
式
や
予
備
知
識
は
類
型
や
理
念
型
の
蓄
積
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
構
成
の
た
め
の
最
大
の
条
件
は
、
「私
」
の
問
題
連
関

に
従

っ
て
匿
名
性
、
一
般
性
、
内
容
充
実
性
の
諸
段
階
に
分
け
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
の
類
型
を
構
成
す
る
者
が
類
型
を
構
成
さ
れ
る
他
者
自
身
と

「生
き
生
き
と

し
た
関
係
」
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
成
の
分
析

に
お
い
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
意
識
の
志
向
性
を
中
心
に
置
く
反
面
で
、
そ
の
伝
達

と
受
容
に
は
シ
ュ
ヅ
ツ
は
厳
密
な
物
言
い
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
す
で
に
獲
得
し
た

(み
ず
か
ら
の
構
成
に
よ
る
の
と
よ
ら
な
い
の
に
関
わ

ら
ず
)
解
釈
図
式
や
類
型
の
修
正
に
つ
い
て
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
そ
の
類
型
化
さ
れ

る
も
の
の
直
接
経
験
を
通
じ
て
必
要
に
応
じ
て
常
に
行
わ
れ
る
と
述
べ
て
は
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
受
容
に
お
け
る
自
分
の
異
な

っ
た
経
験
と
の
食
い
違
い
の

可
能
性
と
、
そ
れ
を
伝
達
者
と
の
討
論
な
ど
の
実
践
的
過
程
を
通
じ
て
調
整
す

る
可
能
性
は
、
彼
の
問
題
設
定
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
な
知
の
伝

達
と
受
容
に
関
与
す
る
者
同
士
の
相
互
行
為
の
過
程
が
実
際
に
作
用
し
て
い
る
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こ
と
は
自
明
で
あ
る
し
、
そ
の
行
為
を
自
明
た
ら
し
め
る
理
由
も
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
に
依
拠
す
れ
ば
説
明
で
き
よ
う
。
確
か
に
知
識
が
特

定
の
社
会
集
団
内
で
共
有
さ
れ
る
の
は
事
実
で
、
そ
の
所
有
が
成
員
に
集
団

へ

の
所
属
資
格
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
知

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
す
限
り
、
こ
の
「
社

会
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
識
」
が
ど
う
い
う
手
続
き
を
経
て
共
有
さ
れ
る
に
い
た

る
の
か
、
い
か
に
し
て
そ
の
知
識

の
持

つ
意
味
が
確
固
た
る

「社
会
性
」
を
持

ち
得
て
い
る
の
か
ー

厳
密
な
意
味
で

「意
味
」
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
シ
ュ

ッ
ツ
自
身
が
否
定
し
、
そ
の

「意
味
」
が
個

々
人
に
お
い
て
常
に
類
型
的
な
把

握
を
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
が
ら

は
未
決
の
ま
ま
で
、
彼
の
提
示
す

る
説
明
に
対
し
て
さ
ら
に
向
け
ら
れ
る
疑
問
で
あ
ろ
う
。

知
識
の
社
会
的
な
獲
得
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
部
分
で
は
、
環
境
定
義
の

仕
方
も
ま
た
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「私
」
が
所
属
す
る
集
団
に
お
い

て
、
現
勢
的
で
類
型
的
な
特
徴
を
持

つ
相
対
的
自
然
観
と
、
そ
の
集
団
の
匿
名

的
で

一
般
的
な
画

一
化
さ
れ
た
観
点
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
関
連
体
系
と
符
号

す
る
よ
う
に
類
型
的
概
念
を
構
成
す
る
た
め
の
方
法
が
教
え
込
ま
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
る
類
型
的
な
目
的
の
実
現
に
最
も
効
果
的
な
類
型
的
手

段
選
択
の
た
め
の
知
恵
も
伝
え
ら
れ
る
。
あ
る
人
間
集
団
に
生
ま
れ
落
ち
た
子

供
が
そ
の
内
部
で
の
学
習
過
程
で
教
師
や
両
親
か
ら
自
立
し
た
集
団
の
構
成
員

と
し
て
必
要
な
知
識
を

一
つ
の
セ

ッ
ト
と
し
て
制
度
的
に
学
ぶ
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
学
習
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
知
識
の
意
味
の
同

一
性
は
保
た
れ

る
の
か
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
保
証
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。
シ

ュ
ッ

ツ
に
よ
れ
ば
純
粋
な
他
者
理
解
と
は
、
他
者
が
自
分
と
生
き
生
き
と
し
た
関
係

(純
粋
な
持
続
の
共
有
関
係
)
の
内
部
に
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
相
手
の

純
粋
な
現
前
11
身
体
的
所
与
と
自
分
と
共
有
さ
れ
る
持
続
的
現
象
か
ら
の
み
他

者
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
学
習
過
程
に
お
い
て
す

で
に
所
属
集
団
か
ら
諸
類
型
を
教
え
込
ま
れ
た
後
で
、
そ
れ
ら
の
類
型
に
対
し

て
意
味
の
同

一
性
の
原
初
的
創
出
の
場
面
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
関
係
は
そ
の
意
味

の

「
は
じ
ま
り
」
を
ど
の
よ
う
に
維
持
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
社
会
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
識
の
伝
達
媒
体
と
し
て
シ
ュ
ッ
ツ
が
認
め
る

の
は
、
日
常
言
語
の
語
彙
と
構
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
シ
ュ
ッ
ツ

が
日
常
言
語
に
優
れ
た
類
型
化
能
力
を
認
め
、
そ
れ
自
体
を
所
属
集
団
に
現
勢

的
な
関
連
性
の
体
系
と
関
係
す
る

「
以
前
に
構
成
さ
れ
た
規
制
の
類
型
と
特
性

の
宝
庫
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
他
者
理
解
ま
た
は

世
界
理
解
を
し
よ
う
と
試
み
る
場
合
に
受
動
的
で
あ
ろ
う
と
能
動
的
で
あ
ろ
う

と
こ
の
取
得
さ
れ
た
日
常
言
語
が
、
先
行
知
と
し
て
枠
組
み
と
解
釈
図
式
を
必

然
的
に
与
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
み
ず
か
ら
の
意
識
の
経
過
を
把
握
す
る
の

に
も
言
語
を
媒
介
と
す
る
限
り
、
「純
粋
な
」
理
解
に
は
暗
黙
の
前
提
が
さ
ら

に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
日
常
言
語
の
体
系
と
そ
の
使
用
は
、

媒
体
の
う
ち
の
最
も
優
れ
た
も
の
と
し
て
シ

ュ
ッ
ツ
が
考
え
た
以
上
の
機
能
を

共
同
体
内
部
で
、
あ
る
い
は
他
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
関
係
に
お
い

て
遂
行
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
世
界
に
関
す
る
知
識
が
社
会
集
団
、
さ
ら
に

は
わ
れ
わ
れ
人
間
全
体
に
単
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
相
互
主
観
性
の

保
証
と
な
る
と
い
う
議
論
は
皮
相
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
よ
り
深
い
洞
察
を
必
要

と
す
る
世
界
の
相
互
主
観
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
さ
と
い

っ
た
問
題
に
も
対
処
し
き

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
は
、
日
常
的
な
言
語
的
コ
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ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
に

内
在

す

る

、

と

な

る

と

思

え

る

。

よ
り
根
源
的
な
潜
勢
力
へ
の
配
意
が
必
要

(
γ
)
知
識
の
社
会
的
配
分

知
識
は
そ
も
そ
も
社
会
的
に
配
分
さ
れ
、
個
々
人
が
所
有
す
る
利
用
可
能
な

知
識
は
彼
の
生
活
史
に
規
定
さ
れ
て
蓄
積
さ
れ
る
。
更
に
そ
の
時
点
の
生
活
状

況
に
応
じ
て
知
識
は
明
晰
性
、
判
明
性
、
正
確
性
、
接
近
性
の
多
様
な
程
度
を

示
す
。
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
知
識
の
配
分
に
関
す
る
相
違
は
常

識
的
な
経
験
の

一
つ
の
要
素
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
知
識
は

専
門
知
で
あ

っ
て
、
諸
人
格
に
対
す
る
類
型
的
把
握
と
関
連
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
専
門
知
の
諸
人
格

へ
の
割
り
当
て
を
知
る
こ
と
で
、
あ
る
人
物
の
類
型

を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は

「直
接
の
知
識
」
は
持

た
な
い
ま
で
も

「～
に
関
す
る
知
識
」
と
い
う
類
型
的
知
識
を

「常
識
」
と
し

て
与
え
ら
れ
、
そ
の
知
識
の
帰
属
に
関
す
る
情
報
も
知

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
知
の
配
分
は
本
来
な
ら
ば
世
界
を
相
互
主
観
的
な
も
の
と
わ
れ
わ
れ
が
判

断
す
る
の
に
反
対
の
効
果
を
持

つ
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
知
の
蓄

積
の
個
別
性
に
従

っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
人
間
が
部
分
に
よ

っ
て
は

「
専
門
家
」
に

な

っ
た
り

「素
人
」
に
な

っ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
最
悪
の
場
合
い
た
る
と
こ

ろ
で
知
の
所
有
を
境
に
、
わ
れ
わ
れ
は
分
断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
現
象

が
秘
め
る
問
題
性
を
こ
こ
で
論
じ

る
つ
も
り
が
な
い
が
、
シ
ュ
ヅ
ツ
は
こ
の
問

題
を

「
知
の
分
配
に
関
す
る
知
識
」
が
わ
れ
わ
れ
の
常
識
と
化
し
て
い
る
こ
と

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
つ
ま
り
知
の
分
配
に
お
け
る
相
違
を

「
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
補
完
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
し
か

し
そ
の
事
実
が
知
の
社
会
性
を
維
持
す
る
ほ
ど
の
効
果
を
持

っ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
あ
く
ま
で
も

「～
に
関
す
る
知
識
」
は
二
次
的
な
知
識
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「知
の
割
り
当
て
」
に
関
す
る
知
の
獲
得
も
、
実
は

(β
し

の
知
識
の
社
会
化
に
依
存
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

世
界
の
相
互
主
観
性
に
関
わ
る
シ
ュ
ッ
ツ
の

(
α
)
、
(β
し
、
(
γ
)
と
い
う

三
相
に
わ
た
る
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
吟
味
し
て
き
た
が
、
結
論
と
し
て
言
え
る
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
世
界
を
相
互
主
観
的
な
も
の
と
し
て
、
二
重
の

意
味
で
の
理
念
化
1

「世
界
が
相
互
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
理
念
化
を
誰
も

が
行

っ
て
い
る
」
と
い
う
理
念
化

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
事
実
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
上
記
の
三

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
こ
の
事
実
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
ま
ず
は
問
題

は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
シ

ュ
ッ
ツ
の
構
成
的
現
象
学
は
遂
行
的
状
況
に
あ

る
わ
れ
わ
れ
の
忘
却
さ
れ
た
確
信
の
掘
り
起
こ
し
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
私
に
と

っ
て
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
シ

ュ
ッ
ツ
が
こ
の
二
重
の
理
念
化

を
、
孤
立
し
た
個
々
人
に
よ

っ
て
、
他
者
と
の
了
解
を
交
え
る
こ
と
な
く
そ
れ

ぞ
れ
に
行
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
念
化
、
あ
る
い
は
想

定
の
上
で
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
世
界
を
相
互
主
観
的
な
も
の
と
認
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
念
化
や
想
定
は
根
拠
と
し
て
の
性
格
を
本
来
持
ち
得
ず
、
そ
れ
で

も
な
お
世
界
が
相
互
主
観
的
な
も
の
と
し
て
反
証
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
維

持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
さ
ら
に
背
後
に
世
界
の
相
互

主
観
性
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
妥
当
と
認
め
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
可
能
性

へ
の
言
及
を
シ

ュ
ッ
ツ
は
全
く
怠

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
生
活
の
世
界
の
相
互
主
観
性
の
問
題
は
見
事
な
ス
ケ

ッ

リア リティ と対話の可能性209



チ

を

さ

れ

て

い
る

も

の

の

、

い
る

の

で

あ

る

。

そ
の
背
後
に
未
解
決
の
前
提
を
残
し
て
し
ま

っ
て

三

発
話
と
リ

ア
リ

テ

ィ

幾
度
か
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
理
論
の
中
心
部
分
に
は
、
直

接
世
界
に
お
け
る
他
者
と
共
有
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
思
考
の
前
提
に
あ
る
世
界
に
対
す
る
相
互
主
観
性
の

一
般
的
な
確
信
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
不
充
分
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ

そ
れ
を
問
題
と
し
て
際
立
た
せ
て
し
ま
う
。わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
対
す
る
理
解
、

あ
る
い
は
確
信
は
、
自
然
的
態
度
の
エ
ポ
ケ
ー
状
態
で
は
問
題
視
さ
れ
な
い
ま

ま
実
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
秘
密
は
彼
の
い
う
よ
う
な
主
観
的

で
直
接
的
な
世
界
で
の
意
識
を
向

け
ら
れ
た
出
来
事
の
再
現
で
は
説
明
し

つ
く

せ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
間
接
的
な
世
界
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
が
世
界

一

般
に
対
す
る
不
安
や
懐
疑
に
よ

っ
て
混
乱
に
お
ち
い
ら
な
い
の
は
、
直
接
世
界

に
お
け
る
対
話
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
わ
れ
わ
れ
が
い
つ
で
も
想
定
し
て
い

る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
素
朴
な
想
定
で
は
あ
る
が
、
「
い
つ
で
も
問
い
を
立
て

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
ま
た
は

「
い
つ
で
も
異
常
が
あ

っ
た
場
合
は

問
題
視
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
の
想
定
に
よ

っ
て
、
世
界
に
対
す
る

一
般
的
理
解

は
維
持
さ
れ
る
し
、
生
活
の
細
部

に
お
け
る
目
下
の
不
明
瞭
な
事
態
も
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
け
る
の
で
あ
る
。

質
問
可
能
性
と
彼
が
呼
ぶ
こ
の
特
性
は
、
あ
る
意
味
で
は
シ

ュ
ッ
ツ
の
理
論

の
枠
組
み
に
入
り
込
ん
で
き
た
異
質
と
も
言
え
る
問
題
系
に
属
し
て
い
る
要
素

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
も
、
質
問
可
能
性
と
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
言

う
よ
う
に
話
さ
れ
て
い
る
内
容
に
対
し
て

「
ま
じ
め
に
」
ま
た

「覚
醒
状
態
で
」

共
同
で
意
識
を
向
け
て
い
る
当
事
者
の
あ
い
だ
で
、
し
か
も
言
語
に
よ

っ
て
媒

介
さ
れ
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
、
現
実
の
も
の
と
さ
れ
る
可
能
性

で
あ
る
。
質
問
と
い
う
こ
の
極
め
て
言
語
的
な
営
み
を
た
だ
意
識
哲
学
の
枠
組

み
の
内
部
に
閉
じ
こ
め
て
お
く
こ
と
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
落
と
し
穴
が
あ
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
の
志
向
の
問
題
は
、
発
話
行
為
に
対
す
る
参
加
の
問

題
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
を
媒
介
と
し
な
い
経
験
、
そ
れ
以
上

に
言
葉
を
越
え
た
経
験
の
イ
ソ
パ
ク
ト
が
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
的

に
も
、
歴
史
的
出
来
事
か
ら
も
知

っ
て
は
い
る
。
ま
た
意
識
の
志
向
な
き
、
誠

実
な
対
話
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
単
独
の

「私
」
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
Ho
げ

ロ
ロ
α

u
q
を
越
え
た

「
わ

れ
わ
れ
」
の
経
験
と
し
て
意
味
を
持

つ
た
め
に
は
、
そ
こ
に
は
言
語
に
よ
る
媒

介
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
に
よ
る
媒
介
に
よ

っ
て
か
え

っ
て
、
意
味
の
混
乱
と
相
互
主
観
性
の
亀
裂
が
招
来
さ
れ
る
場
合
も
当
然
な
が

ら
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、

一
方
で
質
問
可
能
性
は
、
多
く
の
場
合
疑
念
を

主
題
化
す
る
こ
と
な
く
、
「
可
能
性
」
に
留
ま
る
こ
と
で
か
え

っ
て
出
来
事
の

意
味
の
同

一
性
を
保

つ
か
ら
で
あ
る
。
見
か
け
上
、
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う

こ
と
に
は
、
次
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
が
意
識
化
さ

れ
な
い
の
で
結
果
と
し
て
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と
、
問
題
が
意
識

化
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
指
摘
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な

こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
要
因
で
表
面
化
し
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

と
、
そ
れ
以
上
に
、
質
問
可
能
性
は
、
問
題
が
生
じ
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
か
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ら
、
そ
の
対
話
の
場
に
お
い
て
互
い
に
承
認
が
え
ら
れ
た
と
い
う
確
証
を
事
後

的
に
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
質
問
可
能
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
現
下
の
状
況
の
は
ら
む
問
題
性
は
表
面
化
を
先
延
ば
し
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
「「
私
」
以
外
の
人
間
が
何
も
問
題
視
し
な
い
な
ら
、
自
分
が
意
識

し
た
問
題
性
も
取
る
に
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
日
常
生
活
で
は
よ

く
見
ら
れ
る
発
話
で
の
消
極
的
態

度
は
、
こ
の
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
質
問
可
能
性
の

「可
能
性
」

へ
の
停
滞
に
由
来
す
る
意
味
の
同

一
性
や

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
け
る
調
和
な
ど
は
、
単
に
見
か
け
上
の
も
の
に
す

ぎ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
や
り
す
ご
さ
れ
た
質
問
可
能
性
の

領
域
は
、
問
題
な
き
遊
域
と
し
て
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
問
題
の
レ
ベ
ル
と
質
問
の
レ
ベ

ル
と
は
区
別
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
問
題
発
見
の
レ
ベ

ル
を
質
問
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
よ
り
深
層
部
に

設
定
し
て
、
そ
れ
が
発
話
に
よ
る
主
題
化

質
問
に
い
た
る
ま
で
に
必
要
な

条
件
の
分
析
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
問
題
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
、

変
革
や
修
正
の
方
法

へ
と
は
す
ぐ
に
は
結
び
付
か
ず
、
し
ば
ら
く
は
従
来
ど
お

り
妥
当
し
て
い
る
も
の
が
妥
当
し
続
け
る
こ
と
は
、
深
刻
で
は
あ
る
が
、
そ
の

次
の
事
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

い
わ
ば
問
題
が
共
有
さ
れ
る
ア
ク
チ

ュ
ア
リ

テ
ィ
を
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
が
生
じ
そ
れ
が
質
問
と
し
て
対

話
の
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
共
同

体
に
お
い
て
は
発
明
、
発
見
の
契
機
と
な
り
、
日
常
的
生
活
実
践
に
お
い
て
は

従
来
ま
で
の
伝
統
、
規
範
、
習
慣
の
克
服
、
あ
る
い
は
異
な
る
生
活
形
式
の
ロ
ー

カ
ル
な
生
活
形
式

へ
の
適
用
の
端
緒
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
質
問
可
能
性
を
問
題
発
見
か
ら
主
題
化

へ
と
い
う
観
点
か
ら

掘
り
下
げ
て
と
ら
え
る
の
な
ら
ば
、
不
和
と
亀
裂
の
危
険
性
を
帯
び
る
も
の
の
、

そ
れ
は
自
他
に
よ

っ
て
抑
制
さ
れ
た
外
観
上
の
調
和
と
い
う

こ
と
を
際
立
た
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
ら
わ
れ
や
想
定
に
す
ぎ
な
い
同

一
性
よ
り
は
む
し
ろ
、

顕
在
化
さ
れ
た
不
協
和
の
中
に
し
か
、
確
実
な
調
停
の
可
能
性
は
な
い
の
で
あ

る
。
言
語
的
実
践
と
し
て
の
発
話
行
為
は
、
共
同
で
行
う
と
い
う
そ
の
事
実
そ

の
も
の
の
中
に
、
内
容
的
な
不
協
和
を
越
え
る
も
の
を
宿
し
て
い
る
。
対
話
す

る
も
の
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
共
有
し
つ
つ
共
に
い
る
竃
寧
ω
⑦冒
と
い
う
そ
の
契
機

の
中
に
、
ゼ

ロ
で
は
な
い

一
致
の
可
能
性
を
孕
ん
で
、
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
理
論
構
築
と
い
う
作
業
で
す
ら
同
じ
こ
と
で
あ

っ
て
、
単
独
者
の
思
弁
で

あ

っ
て
も
仮
想
的
に

一
般
化
さ
れ
た
他
者
の
視
点
を
可
能
な
限
り
取
り
入
れ

つ

つ
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
理
論
的
活

動
と
実
業
家
と
し
て
の
労
働
と
の
あ
い
だ
の
二
重
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
し
て

も
、
シ
ュ
ッ
ツ
自
身
の
学
問
的
活
動
そ
の
も
の
も
ま
た
、
対
話
の
参
加
者
か
ら

の
問
い
や
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

社
会
的
世
界
に
お
け
る
意
味
理
解
の
同

一
性
を
こ
り
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら

ば
、
シ

ュ
ッ
ツ
の
議
論
は
さ
ら
に
二
つ
の
流
れ
に
沿

っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
第

一
に
、
彼
の
世
界
確
信
を
め
ぐ
る
議
論
に
入
り
込
ん
で
き
た

発
話
の
契
機
は
、
社
会
的
連
帯
の

「は
じ
ま
り
」
と
し
て
、
世
界
の
共
有
性
に

対
す
る
共
通
感
覚
と
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
関
係
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。第
二
に
、

わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
世
界
に
対
す
る
確
信
や
理
解
、
す
べ
て
の
活
動
の

「
始

原
と
し
て
」
の
生
活
世
界
を
変
革
し
て
い
く

「は
じ
ま
り
」
と
し
て
、
発
話
と

活
動
あ
る
い
は
批
判
と
実
践
を
位
置
づ
け
て
議
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
は
こ
の
二
つ
の
議
論
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
本
稿
を
民
主
主
義
に
お
け
る
公

リア リテ ィと対話 の可能性211



的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
た
め
の
理
論
に
接
続
さ
せ
た
い
と
思
う
。
本
稿

は
こ
の

「
は
じ
ま
り
」
を
指
摘
し
て
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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場
合
が
多

い
が

、
理
論
に
お
け
る
用
語
と
し
て
は
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る

の

で

「
親

し
い
相

手
」

と
し
て
お
い
た
。
そ
れ
で
も

「
親
し

い
相
手
」

で
は
冗

長
な
場
合
は

、
∪
亘
の
ま
ま
残
す

こ
と

に
す

る
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は
、
理
念
型
が
構
成
可
能
な
条
件
を
次

の
よ
う

に
限
定
し

て
い
る
。

・
そ

の
理
念
型
を
構
成
さ
れ
る
対
象
が
自

分
の
直
接
世
界
内
部

に
あ

っ
た

こ

と
。

・
自
分
と
向

い
合

っ
て

い
る
∪
ロ
の
直
接
世
界
内
部
に
そ
の
対
象
が
存
在

し
て

い
た

こ
と
。

こ
の
よ
う

に
シ

ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば

、
理
念
型
構

成

の
際

に

「
私
」

は

「
私
」

の
直
接
世
界
に
係
留
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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             Realitdt und Kommunikationsm6fichkeit 

                      Shinya MIYAMOTO 

   Nach der "linguistischen Wende" in der Philosophie wird bei der Analyse von der Handlun-

gstypen und der ilmen innewolmenden Rationalitdtsformen den sprechaktstheoretischen Oberlegungen 

ein entscheidendes theoretisches Potential zuerkannt. In der vorliegenden Arbeit habe ich jedoch iiber 

die Realitdt der Kommunikation nachgedacht, die nach der erwdhnten Wende zusammen mit den be-

wuStseinsphilosophischen Implikationen in den Hintergrund getreten war. 

   Zundchst habe ich die phdnomenologische Fremdverstehenstheorie von A. Schdtz iiberprdft. F& 

SchUtz gilt die "Wirbeziehung" zwischen "Ich" und "Du" als Kriterium ffir die Gewigheit des Sinnver-

stehens in der sozialen Welt. Dardberhinaus hat er die Gewifiheit oder Identitdt des Sinns daran 

gemessen, ob die Betreffenden miteinander den Bewu8tseinsstrom der inneren Dauer reproduzierer k6-

nen. Es ist bemerkenswert, daE Schfttz die Garantie ffir Gewigheit oder Identitdt des Sinns in der 
"Befragbarkeit" gefunden hat . Wir k6nen Schdz's Befragbarkeitsbegriff als Ansatz ftir Kom-

munikationstheorie verstehen, aber seine Analyse ist nicht ausreichend genug, um die Sinnesidentitdt 

i1ber verschiedenen Sozialwelten erkldren zu k6nnen, die wir in der naffirlichen Einstellung aufneh-

men. 

   Daraufhin habe ich Intersubjektivitdt der Welt Uberpriift, die in der Schfttzschen Darstellung des 

alltdglichen Lebens eine unbefragte Voraussetzung bildet. Er versucht einige Aspekte der Gemein-

samkeit in der sozialen Welt zu erkldren, um die -Oberzeugung der Welt zu beweisen. Aber die Fra-

gen nach Entstehung und Erhaltung der T~berzeugung der Welt bleibt bei ihm noch offen. 
   Schlieglich ergibt sich die Notwendigkeit, Schdtz's "Befragbarkeitesbegriff" als Pberbrfickung 

zwischen den Theorien des Bewu8tseins und der Kommunikation aufzufassen. Ich glaube, dag der 

Befragbarkeitsbegriff mehr an Aussagekraft gewinnen kann, wenn wir ilm an die Handlung der Kritik 

und Interpretation als "Beginn", und Lebenswelt als "Ursprung" des Sinns anschliefien. 

Schlfisselwdrter 

   A.Schiltz, Fremdverstehen, Kommunikation, Befragbarkeit, Realitdt
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