
意
図
が
通
じ
た
り
通
じ
な
か
っ
た
り
す
る
。
こ

の
よ
う
に
状
況
に
応
じ
て
シ
グ
ナ
ル
を
や
り
取

り
し
て
行
わ
れ
る
配
慮
を
滝
浦
は
「
ポ
ラ
イ
ト

ネ
ス
型
」
と
呼
び
、
ル
ー
ル
重
視
の
日
本
的
な

「
敬
語
型
」と
区
別
す
る
。
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
型
は
、

ル
ー
ル
が
明
確
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
分
、
不

安
定
で
あ
る
。「
こ
れ
だ
け
や
っ
て
お
け
ば
！
」

と
い
う
安
心
感
は
な
い
。
し
か
し
、
文
化
を
共

有
し
な
い
共
同
体
外
か
ら
の
他
者
も
配
慮
の
や

り
取
り
に
参
加
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
小
説
の
話
だ
。
近
代
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
で
は
、
個
人
の
ご
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
体
験

や
事
件
を
多
数
の
読
者
に
向
け
て
曝
く

0

0

と
い
う

形
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ

た
。
近
代
に
な
っ
て
個
人
の
内
面
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
い
っ
た
感
覚
が
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
「
暴
露
」
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
小
説
的
「
関
心
」
も
生
ま

れ
た
。
た
だ
、
は
じ
め
か
ら
小
説
が
不
特
定
多

数
の
読
者
に
向
け
て
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
八
世
紀
の
小
説
が
し
ば
し
ば
書
簡
体
の
語
り

と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
小
説
と
い
え
ど
も
語
る
た
め
に
は
顔
の
見

え
る
読
み
手
を
設
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

一
九
世
紀
と
も
な
る
と
、「
神
の
視
点
」
と

呼
ば
れ
る
、
世
界
全
体
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
語

り
口
が
主
流
と
な
っ
て
く
る
。
現
在
で
は
誰
か

に
語
り
か
け
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
小
説
は
む

し
ろ
少
数
派
だ
。
し
か
し
、
対
人
関
係
が
見
え

な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
聞
き
手
／
受
け
手
の

関
係
は
依
然
と
し
て
大
事
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
―
―
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
と
比
較
し
て
も

そ
う
だ
と
思
う
の
だ
が
―
―
小
説
は
作
品
ご
と

に
大
き
く
異
な
る
「
読
み
方
の
ル
ー
ル
」
を
読

者
に
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
背
景
、
設
定
、

人
物
、
文
体
な
ど
、
す
べ
て
を
ゼ
ロ
か
ら
構
築

す
る
の
が
小
説
な
の
で
あ
る
。
受
け
手
の
柔
軟

な
協
力
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
語
り
手

は
、
ど
の
よ
う
な
協
力
が
必
要
か
を
い
ち
い
ち

シ
グ
ナ
ル
と
し
て
示
す
必
要
が
あ
る
し
、
聞
き

手
／
受
け
手
も
そ
れ
を
解
釈
し
消
化
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
内
容
が
受
け
取
れ
る
。
小
説
を
読

む
と
い
う
行
為
の
胆
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
グ
ナ

ル
の
や
り
取
り
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
小
説
の
礼
儀
作
法
が

「
と
り
あ
え
ず
型
を
守
っ
て
お
け
ば
安
心
」
と

い
う
敬
語
型
で
は
な
く
、
そ
の
た
び
に
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
示
し
て
相
手
と
交
渉
す
る
よ
う
な
ポ

ラ
イ
ト
ネ
ス
型
な
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

近
代
に
な
っ
て
、
形
式
重
視
の
定
型
詩
の
よ
う

な
ジ
ャ
ン
ル
が
廃
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
も
連
動

し
て
い
る
。
近
代
社
会
で
は
、
見
知
ら
ぬ
他
者

と
交
渉
す
る
機
会
が
劇
的
に
増
え
、
そ
れ
だ
け

に
各
自
が
決
ま
っ
た
形
式
に
寄
り
か
か
る
ば
か

り
で
な
く
、
新
し
い
人
間
関
係
に
柔
軟
に
対
応

す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
き
た
。
文
章
も
例
外

で
は
な
い
。
小
説
は
そ
う
し
た
出
会
い
を
練
習

す
る
た
め
の
装
置
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
、
私
た
ち
に

こ
の
よ
う
な
読
解
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
語
り
手
か
ら
の
要

請
を
受
け
入
れ
、
構
築
に
協
力
す
る
こ
と
が
私

た
ち
に
は
で
き
る
。
た
い
し
た
も
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
を
単
に
想
像
力
と
呼
ぶ
だ
け
で
は
十
分
で

な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
や
、

対
人
関
係
の
調
整
と
も
か
か
わ
る
複
雑
な
心
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
小
説
を
読
む
と
い
う
作
業
に

は
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
私
た
ち
が
気

づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
お

も
し
ろ
い
発
見
が
あ
り
う
る
領
域
だ
と
思
う
。

こ
の
あ
た
り
の
問
題
意
識
を
も
と
に
私
は
昨
年

『
善
意
と
悪
意
の
英
文
学
史
―
―
語
り
手
は
読

者
を
ど
の
よ
う
に
愛
し
て
き
た
か
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
を
刊
行
し
、
英
文

学
作
品
の
中
で
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
「
礼
儀

作
法
」
や
「
配
慮
」
を
実
践
し
て
き
た
か
考
察

し
た
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
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小
説
の
「
礼
儀
作
法
」
と
い
う
こ
と
が
最
近

気
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
手
紙
の
よ
う
に

読
み
手
が
限
定
さ
れ
る
文
章
で
は
、
出
だ
し
で

も
明
確
に
「
作
法
」
が
意
識
さ
れ
る
。「
こ
ん

に
ち
は
！
」な
の
か
、「
ご
ぶ
さ
た
し
て
い
ま
す
」

な
の
か
、「
桜
の
便
り
が
次
々
に
聞
か
れ
る
こ

の
折
」
な
の
か
、
親
し
さ
の
度
合
い
に
よ
っ
て

こ
ち
ら
の
態
度
も
決
ま
る
。
で
は
、
小
説
で
は

ど
う
か
。
そ
も
そ
も
小
説
は
誰
が
読
む
の
か
わ

か
ら
な
い
も
の
だ
。
書
い
て
あ
る
内
容
も
文
字

通
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
作
法
な
ど
意
識
し
よ
う

が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。
所
詮
す
べ
て
は「
嘘
」

な
の
だ
。
し
か
し
、
虚
構
の
世
界
で
あ
れ
ば
こ

そ
、「
礼
儀
作
法
」
が
よ
り
大
事
に
な
っ
て
く
る
、

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
み
た
い
。

「
安
心
型
社
会
」
と
「
信
頼
型
社
会
」
と
い

う
分
類
が
あ
る
。心
理
学
者
の
山
岸
俊
男
は『
信

頼
の
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
九
八
年
）

の
中
で
、「
安
心
」
と
「
信
頼
」
と
い
う
区
別

を
立
て
、
仲
間
内
で
の
価
値
観
の
共
有
な
ど
か

ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
「
安
心
」、
仲
間
う
ち

を
超
え
た
他
者
一
般
や
人
間
一
般
に
対
す
る
の

が
「
信
頼
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
を
基

準
に
す
る
と
、
社
会
に
も
二
つ
の
潮
流
が
見
て

取
れ
る
の
が
わ
か
る
。
ま
ず
一
方
に
あ
る
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
既
存
の
社
会
的
安
定
感
や

価
値
の
共
有
に
頼
る
、
い
わ
ば
「
安
心
型
」
の

社
会
。
他
方
に
は
、
安
定
感
が
あ
ま
り
な
く
価

値
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
い
ち
い

ち
誰
を
信
頼
す
る
の
か
個
別
に
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
「
信
頼
型
」
の
社
会
。
前
者
の
典

型
は
、
た
と
え
ば
日
本
。
後
者
は
ア
メ
リ
カ
で

あ
る
。

こ
の
安
心
型
と
信
頼
型
と
い
う
二
分
法
を
言

語
学
者
の
滝
浦
真
人
は
敬
語
に
も
応
用
し
て
み

せ
た（
『
日
本
語
は
親
し
さ
を
伝
え
ら
れ
る
か
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
私
た
ち
は
敬
語

と
い
う
と
つ
い
き
わ
め
て
日
本
的
な
も
の
だ
と

思
い
が
ち
だ
が
、近
年「
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
」（
「
配

慮
」
と
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
新
し
い
概
念
が
確

立
さ
れ
、「
敬
意
の
表
し
方
」
の
普
遍
性
に
注

目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ど
う
や
ら

他
者
と
の
距
離
の
取
り
方
に
つ
い
て
、
人
類
全

体
に
共
通
し
た
何
か
が
あ
る
ら
し
い
―
―
そ
ん

な
こ
と
が
こ
の
概
念
を
通
し
て
見
え
て
く
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
日
本
的
な
敬
意
・
親
し
さ
の

表
現
と
、
普
遍
的
に
世
界
中
で
見
ら
れ
る
配
慮

に
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
滝
浦
は
こ
の
違
い

を
「
安
心
型
」
か
「
信
頼
型
」
か
と
い
う
枠
で

説
明
す
る
。

日
本
的
な
敬
語
表
現
は
明
確
に
決
ま
り
が
あ

る
。
朝
起
き
た
ら
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」。

道
で
会
っ
た
ら
「
こ
ん
に
ち
は
」。
ま
る
で
判

で
押
し
た
よ
う
に
守
ら
れ
る
ル
ー
ル
だ
。
や
ら

な
け
れ
ば
叱
ら
れ
る
が
、
や
っ
て
さ
え
お
け
ば

叱
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
「
や
っ
て
お
け
ば
安

心
」
の
「
安
心
型
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
そ
う
で
な
い
方
法
が
あ
る
。
決
ま
っ
た
形
は

な
い
が
、
相
手
や
状
況
に
応
じ
て
、
た
と
え
ば

質
問
や
同
意
に
よ
っ
て
配
慮
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

を
示
す
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、

明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
だ
け
に
、
こ
ち
ら
の
提

示
し
た
も
の
を
相
手
が
読
み
取
る
か
ど
う
か
で

小説と「礼儀作法」
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