
言
語
行
為
と
し
て
の
広
告
―
‐そ
の
逆
説
的
性
格

は
じ
め
に

広
告
が
研
究
対
象
と
な
る
分
野
は
、
社
会
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、

歴
史
学
、
心
理
学
、
社
会
心
理
学
、
言
語
学
、
等
々
、
き
わ
め
て
多
岐

に
わ
た
り
、
そ
の
多
様
さ
は
広
告
研
究
の
概
説
書
を
い
く
つ
か
斜
め
読

み
す
る
だ
け
で
十
分
に
う
か
が
い
知
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
多
種
多
様
な
先
行
研
究
に
お
い
て
専
ら
扱
わ
れ
て

き
た
の
は
、
広
告
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

（あ

っ
た
か
）
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
手
に
作
用
・影
響
す
る
か
（し

て
き
た
か
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
、
広
告
の
内
容
―
―
広
告
が
何

を
ど
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
い
る
か
―
―
に
つ
い
て
は
、　
マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
分
野
を
中
心
に
、
ベ
レ
ル
ソ
ン
流
の
内
容

辻

大
　
介

（東
京
大
学
）

分
析
に
せ
よ
、
バ
ル
ト
流
の
記
号
論
的
分
析
に
せ
よ
、
す
で
に
数
多
く

の
分
析
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
ナ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
広

告
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
そ
の
も
の
―
―
広
告
と
は
い
か

な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
か
―
―
に
照
準
し
た
分
析
は
、

（
２
）

ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

確
か
に
広
告
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
今
や
私
た
ち
の
日

常
に
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
現
代
の
消
費

社
会
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
社
会
学
の
常
識
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
広
告
が
本
来
的
に
消
費
を
促
す
力
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
半
ば
自
明
の
前
提
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
、
こ

と
さ
ら
に
疑
間
が
さ
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
、
広
告
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ふ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
広
告
が
と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
に
足
り
な
い
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あ
り
ふ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
特
に

《広
告
が
本
来
的
に
消
費
を
促
す
力
を
も
つ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
あ
る
の
か
》
ど
う
か
は
、
論
じ
る
に
足
る

十
分
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
論
で
は
、
つ
づ
く
第

一
節

に
お
い
て
、
む
し
ろ
広
告
と
い
う
言
語
行
為
に
は
、
本
来
的
に
そ
の
行

為
目
的
―
―
消
費
の
促
進
―
―
を
阻
害
す
る
よ
う
な
逆
説
的
性
格
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
第
二
節
以
降
で
は
、
そ
こ
か
ら
導

か
れ
る
さ
ら
な
る
問
題

《
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
広
告
は
実
際
的

に
は
そ
の
行
為
目
的
を
達
し
う
る
の
か
》
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
　

広
告
と
い
う
言
語
行
為
の
逆
説
的
性
格

「広
告
の
最
大
の
目
的
は
利
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
・‥
利
益
を
生

み
出
す
助
け
と
な
る
ウ
ソ
は
、
ウ
ソ
も
方
便
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
許
さ
れ
る
ウ
ソ
で
あ
る
。
」
（”
”
Ｆ
Ｑ
［〓
田
＝
３
８

一
フ
Ξ
）

三
〇
年
前
に
こ
う
述
べ
ら
れ
た
広
告
の
目
的
は
、
今
も
広
く
人
々
に

共
有
さ
れ
る
常
識
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
広
告
研
究
に
お
い
て
も
ま
た
、

「広
告
の
本
来
の
目
的
は

″物
を
売
る
″
こ
と
に
」
あ
り
、
「広
告
ス
ポ

ン
サ
ー
の
最
大
の
関
心
事
は
、
自
社
の
製
品
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
こ

と
に
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
べ
く
も
な
い
」
（飽
戸
〓

九
九
二

¨
二

一
九

頁
∪

と
、
前
提
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な

っ
て
い
る
。

小
論
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
《広
告
は
本
来
的
性
格
と
し
て
そ
う
し

た
目
的
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
当
の
目
的
達
成
が
逆
説
的
に
阻
害
さ
れ
て

し
ま
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
あ
る
》
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
以
下
、
広
告
と
い
う
言
語
行
為
を
、
別
種

の
言
語
行
為
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
逆
説
性
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

同
じ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
解
釈

・
受
容
の
し
か
た
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
言
語
行
為
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
き
く
変
わ
る
も
の
だ
。
例
え
ば

「ガ
ン
を

一
〇
〇
％
治
す
薬
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ

っ
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
が

″
ニ
ュ
ー
ス
ク
と
い
う
事
実
を
伝
え
る

種
類
の
言
語
行
為
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た
場
合
と
、
″
ド
ラ
マ
″
と
い
う

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
伝
え
る
種
類
の
言
語
行
為
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た
場

合
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
解
釈

・
受
容
の
さ
れ
か
た
は
全
く

異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
言

語
行
為
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
情
報
は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
解
釈

・
受
容
を
規
定
す
る
メ
タ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

（解
釈
枠
組
み
）
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一言
語
行
為
様
式
の
一
種
と
し
て
の
広
告
も
ま
た
、
同
様
に
、
い」う
し

た
メ
タ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ

・
解
釈
枠
組
み
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
例
え
ば

「
こ
の
商
品
は
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
」
と
い
う
広
告

が
あ

っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
情
報
は
次
の
よ
う
な
複
層
構
造
を
な
す
も

の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
こ
の
商
品
は
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
」
…
基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

（
↓
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
広
告
で
す
）
…
メ
タ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
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広
告
の
場
合
、
通
常
、
こ
の
メ
タ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
部
分
は
あ
え
て
明

言
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
試
み
に
こ
れ
を
言
語
化
し
、
″助
言
″
と
い

う
別
種
の
言
語
行
為
と
比
較
対
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

０
　
こ
れ
は
あ
な
た
へ
の
広
告
と
し
て
言
う
の
で
す
が
、

こ
の
商
品
は
よ
い
も
の
で
す
よ
。

０
　

」ゝ
れ
は
あ
な
た
へ
の
助
言
と
し
て
言
う
の
で
す
が
、

こ
の
商
品
は
よ
い
も
の
で
す
よ
。

こ
の
０
の
よ
う
な
形
を
と
る
広
告
に
は
、
ど
こ
か
し
ら
奇
妙
な
と
こ

ろ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
こ
の
商
品
は
よ
い
」
と
い
う
基
層

的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
頼
性
も
か
な
り
疑
わ
し
い
も
の
に
思
わ
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
当
の
言
語
行
為
が

″広
告
″
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
そ
の
目
的
―
―
商
品
を
購
買
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た

言
語
行
為
で
あ
る
こ
と
―
―
が
前
景
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ
の
こ
と
が

基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
頼
性
を
損
な

っ
て
し
ま
う
た
め
だ
。

一
方
、
ｍ
の
よ
う
な
形
を
と
る

″助
言
″
は
、
と
り
た
て
て
不
自
然

な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
頼
性
が
特
に
揺

る
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
い
。

こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
否
定
形

「
こ

の
商
品
は
よ
く
な
い
」
に
換
え
て
み
る
と

一
層
は
っ
き
り
す
る
。

Ｃ
　

」ゝ
れ
は
あ
な
た
へ
の
広
告
と
し
て
言
う
の
で
す
が
、

こ
の
商
品
は
よ
く
な
い
も
の
で
す
よ
。

伍
　

」ゝ
れ
は
あ
な
た
へ
の
助
言
と
し
て
言
う
の
で
す
が
、

こ
の
商
品
は
よ
く
な
い
も
の
で
す
よ
。

０
、
０
と
も
に
、
こ
う
し
た
基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
つ
″助
言
″

は
十
分
に
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し

″広
告
″
に
つ
い
て
は
、
０
の
よ
う

な
基
層
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
て
、
０
の
よ
う
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
を
も
つ

″広
告
″
は
原
則
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
た

と
え
見
か
け
上
は
そ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
の
広
告
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
言
外
に

「
こ
の
商
品
は
よ
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
伝

え
よ
う
と
す
る
修

辞
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

あ
る
命

題
が
何
か
し
ら
の
情
報
を
伝
え
う
る
の
は
、
そ
の
命
題
の
肯

定
と
否
定
い
ず
れ
に
も
成
立
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限

ら
れ
る
―
―
そ
れ
ゆ
え

「
ｘ
は
ｘ
で
あ
る
」
と
い
う
同
語
反
復
や

「
ｘ

は
ｘ
で
な
い
」
と
い
う
論
理
矛
盾
は
何
ご
と
を
も
語
ら
な
い
―
―
と
い

う
こ
と
は
、
情
報
理
論
の
初
歩
中
の
初
歩
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
″広

告
″
と
い
う
解
釈
枠
組
み
の
内
に
お
い
て
、
そ
の
否
定

（こ
の
商
品
は

よ
く
な
い
）
の
成
立
可
能
性
が
予
め
失
わ
れ
た
命
題

（こ
の
商
品
は
よ

い
）
は
、
何
ご
と
を
も
語
り
え
な
い
・
何
の
情
報
を
も
伝
え
え
な
い
は

ず
だ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
″広
告
″
は
ひ
と
び
と
を
説
得
し
、
消
費

に
駆
り
立
て
て
い
る

（少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
社
会
的
に
現
象
し
て

い
る
）。
こ
れ
は
問
題
と
す
る
に
十
分
な
き
わ
め
て
奇
妙
な
事
態
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
が
ゆ
え
に
当
の
目
的
の
達
成
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説

性
。
広
告
と
い
う
言
語
行
為
の
特
異
性
は
そ
こ
に
あ
る
。
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二
　
広
告
の
レ
ト
リ
ッ
ク
再
考

″広
告
″
は
本
来
的
に
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
性
格
を
も
つ
に
も
関
わ
ら

ず
、
と
に
も
か
く
に
も
実
際
的
に
は
自
ら
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
、

少
な
く
と
も
達
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
現
象
し
て
い
る
。
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
、
い
か
に
し
て
な
の
か
。
本
節
で
は
、
広
告
の
駆
使
す
る
レ

ト
リ
ッ
ク
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
さ
ら
な
る
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
広
告
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
こ

と
さ
ら
に
注
目
す
る
の
は
、
実
際
の
広
告
が
さ
ま
ざ
ま
な
洗
練
さ
れ
た

レ
ト
リ
ッ
ク
の
宝
庫
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
節
で
広
告
本
来
の
逆
説
性

を
論
じ
る
際
に
挙
げ
た
例
が
最
も
素
朴
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
逆
説
性
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
事
実
の
挙
示
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
「
こ
の
商
品
は
よ
い

も
の
で
す
」
と
い
つ
の
が
い
か
に
広
告
が
本
来
伝
え
た
い
命
セヽ町

で
あ

っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
て
て
受
け
手
に
鵜
呑
み
に
さ

せ
よ
う
と
す
る
素
朴
な
広
告
は
実
際
に
は
稀
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
「麦

一
〇
〇
％
だ
か
ら
泡
ま
で
お
い
し
い
」
（ビ
ー
ル
の
広
告
）な
ど
の
よ
う

に
、
そ
の
商
品
が
優
れ
て
い
る

（お
い
し
い
・
便
利

・
等
々
）
こ
と
の

理
由
づ
け
と
な
る
事
実
を
挙
示
す
る
と
い
う
方
略
が
し
ば
し
ば
と
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
命
題
は
、
Ｆ
」
の
商
品
は
優
れ
て
い
る
」
と
い
っ

た
価
値
命
題
と
違
い
、
広
告
と
い
う
言
語
行
為
に
組
み
込
ま
れ
て
も
、

そ
の
内
実
を
失
わ
な
い
。
広
告
は

「許
さ
れ
る
ウ
ソ
」
で
あ
る
と
は
言

っ
て
も
、
実
際
に
決
定
的
勢
虚
偽
や
欺
晴
を
述
べ
た
て
る
こ
と
は
法
的

に
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
社
会
的
に
事
実
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

の
事
実
命
題
し
か
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

＜ａ＞
　
私
は

「
こ
の
商
品
は
麦

一
〇
〇
％
で
あ
る
」
と
広
告
で
き
る

０
　
私
は

「
こ
の
商
品
は
麦

一
〇
〇
％
で
あ
る
」
と
広
告
で
き
な
い

（∪
こ
の
商
品
は
麦

一
〇
〇
％
で
な
い
）

と
い
う
形
で
、
事
実
命
題
に
つ
い
て
は
肯
定
／
否
定
の
成
立
可
能
性
が

与
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

だ
が
、
こ
の
方
略
は

″広
告
″
の
逆
説
性
を
解
消
す
る
決
定
打
と
は

な
ら
な
い
。
ガ
ン
を

一
〇
〇
％
治
す
商
品
が
開
発
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が

広
告
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
広
告
は
確
か
に
そ
の
商
品
が
優
れ
て
い

る
こ
と
の

（
つ
ま
り
そ
の
商
品
を
購
買

・
消
費
す
る
こ
と
の
）
強
力
な

理
由
づ
け
を
受
け
手
に
与
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
ナ
な

強
力
な
理
由
づ
け
を
与
え
う
る
だ
け
の
事
実
を
備
え
た
商
品
が
実
際
に

ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
広
告
で

「麦

一
〇
〇
％
だ
か
ら
」
と
謳
わ

れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に

「そ
の
ビ
ー
ル
が
お
い
し

い
」
こ
と
の
強
力
な
証
拠
と
み
な
す
ほ
ど
現
代
の
消
費
社
会
に
生
き
る

人
々
は
単
純
で
は
あ
る
ま
い
。
広
告
の
述
べ
る
事
実
命
題
が
信
頼
す
る

に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
理
由
づ
け
と
し
て
述

べ
ら
れ
る
帰
結
が
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

広
告
の
述
べ
た
て
る
事
実
命
題
は
、
明
示
的
に
で
あ
れ
暗
示
的
に
で
あ
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れ
、
Ｆ
」
の
商
品
は
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
価
値
命
題
を
帰
結
さ
せ
よ
う

と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た

″広
告
″
の
本
来
目
的
が
ひ

と
び
と
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
限
り
、
い
か
に
事
実
を
挙
示
し
よ
う

と
も
、
そ
の
帰
結
は
や
は
り
逆
説
性
の
磁
場
を
脱
し
え
な
い
。
そ
し
て
、

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
ひ
と
び
と
に
商
品
購
買

（消
費
）
の
理

由
づ
け
を
与
え
る
の
は
、
挙
示
さ
れ
た

「事
実
」
よ
り
む
し
ろ
そ
こ
か

ら
帰
結
さ
れ
る

「価
値
」
の
方
な
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
、
い
ま

一
度
、
次
の
よ
う
な
素
朴
な
再
反
駁
に
答
え
て
お

き
た
い
。
Ｆ
」
の
薬
は
ガ
ン
を

一
〇
〇
％
治
し
ま
す
」
と
い
う
広
告
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
広
告
は
ま
ず
間
違
い
な
く
そ
の
薬
の
購
買
を
促

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
広
告
が
ガ
ン
を

一
〇
〇
％
治

す
と
い
う
商
品
価
値
を
伝
え
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
答
え
は
否
で
あ

る
。
い
か
に
そ
れ
が
そ
の
商
品
の
価
値
を
伝
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に

思
え
て
も
、
そ
れ
が
伝
え
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
広
告
商
品
に
つ
い
て

の
事
実

（命
題
）
で
あ
り
、
「商
品
ｘ
が
ガ
ン
を

一
〇
〇
％
治
す
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
商
品
ｘ
は
購
買
に
価
す
る
」
と
い
う
価
値
づ
け
を
与
え

る
命
題
は
予
め
受
け
手
の
側
に
内
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
そ
の
広
告
商
品
の
価
値
づ
け
は

″広
告
″
の
外
か
ら
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
″広
告
″
の
逆
説
性
の
磁
場
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
い
わ
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
広
告

（ま
た
は
芸
術
広
告
）
と
呼

ば
れ
る
も
の
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
事
実
挙
示
型
の
レ
ト

リ
ッ
ク
が
商
品

（に
関
す
る
事
実
）
と
い
う
指
示
対
象
に
照
準
さ
れ
た

タ
イ
プ
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
い
う
と
こ
ろ
の

（４
）

メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
照
準
さ
れ
た
、
言
語
の
詩
的
機
能
を
前
面
に

う
ち
だ
し
た
タ
イ
プ
の
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
タ
イ
プ
の
広

告
は
、
高
度
成
長
期
が
終
わ
り
、
広
告
の

「商
品
離
れ
」
が
言
挙
げ
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
八
〇
年
代
に
盛
ん
な
注
目
を
浴
び
た
。

「技
術
水
準
の
向
上
や
情
報
化
の
進
展
に
よ

っ
て
商
品
の
基
本
性

能
に
大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
段
階
で
は
、
商
品
の
差

別
化
が
困
難
と
な
る
た
め
、
広
告
は
商
品
か
ら
自
立
し
、
広
告
そ

れ
自
体
の
差
異
化
を
通
し
て
商
品
の
差
別
化
を
図
る
よ
う
に
な
っ

た
。
…
こ
う
し
た
差
異
化
の
進
行
は
、　
一
方
で
は
広
告
表
現
の
成

熟
を
も
促
し
た
。　
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
・
ラ

ン
ポ
ー
を
主
題
に
し
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は
美
術
評
論
家
の
東
野
芳
明

に
よ
り

一
九
八
三
年
度
の
美
術
界
の
収
穫
ベ
ス
ト
五
の
第

一
位
に

ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
」
（稲
増
ｏ山
田

［
一
九
九
四

¨
二
六
九
頁
∪

も
つ
と
も
こ
う
し
た

「芸
術
」
的
な
広
告
は
、
八
〇
年
代
に
初
め
て

現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
で
は
今
世
紀
初
頭
か
ら
広
告
の

「芸
術

化
」
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し

（北
田

［
一
九
九
七

一
九

四
―
上
〇
八
頁
∪
、
ま
た
、
高
名
な
詩
人
や
小
説
家
、
画
家
、
音
楽
家

が
広
告
制
作
に
携
わ
っ
て
い
た
例
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら

（
５
）

枚
挙
に
暇
が
な
い
。

こ
う
し
た
広
告
商
品
よ
り
広
告
表
現
そ
の
も
の
に
照
準
し
た
タ
イ
プ

の
広
告
は
、
言
語

ｏ
映
像
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
ま
さ
に
狭
義
の
レ
ト

リ
ッ
ク

（比
喩
や
擬
人
法
、
シ
ャ
レ
等
々
）
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
の
レ
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料
制
¨
）
巌
「
は
”

じ し、
マ
御
江
】
構
【
出
哨
彩
パ
詢
岬
御
噴
時

ｏ 析
い
知

を
競
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て

″広
告
″
本
来
の
目
的
―
―
商
品
購
買

・

消
費
の
促
進
―
―
の
達
成
に
つ
な
が
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
先
の

引
用
中
に
も
み
ら
れ
る
通
り
、
も
っ
ぱ
ら

「広
告
そ
れ
自
体
の
差
異
化

を
通
じ
て
の
商
品
の
差
異
化
」
と
言
い
放
た
れ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
せ

い
ぜ
い
が
そ
こ
に

「広
告
表
現
に
よ
り
商
品
の
付
加
価
値
が
高
め
ら
れ

る
」
な
ど
と
い
っ
た
広
告
代
理
店
的
な
常
套
句
が
補
わ
れ
る
程
度
だ
。

広
告
表
現
の
優
劣
と
広
告
商
品
の
優
劣
は
そ
も
そ
も
は
無
関
係
な
も
の

で
あ
る
し
、
仮
に
何
ら
か
の
形
で
広
告
表
現
か
ら
広
告
商
品
へ
の
付
加

価
値
の
贈
与
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
″広
告
″
に
よ
る
そ
う
し
た
付
加

価
値
の
提
示
は
、
や
は
り
前
述
し
た
よ
う
な
逆
説
性
の
磁
場
を
脱
し
き

れ
な
い
の
で
あ
る
。

広
告
表
現
が
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
そ
れ
は
所
詮
は
商
品
を
買

わ
せ
よ
う
と
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
広
告
表
現
の
優
劣
が

広
告
商
品
の
優
劣
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
。
現
代
の
消
費
社
会
を
生

き
る
広
告
の
受
け
手
は
そ
の
こ
と
に
十
分
自
党
的
だ
。
そ
の
こ
と
が
自

党
化
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
は
、
難
波

［
一
九
九
四
］
に
お
い
て
丁
寧
に

跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
述
は
省
く
が
、
例
え
ば

「広
告

っ
て
、

そ
れ
を
見
て
い
い
な
と
思
っ
て
も
、
す
ぐ
、
そ
の
商
品
を
買
う
と
い
う

も
の
で
は
な
い
で
す
ね
」
と
い
っ
た
声
が

一
般
の
生
活
者
か
ら
あ
が
る

ほ
ど
に
（同
上
論
文

¨
九

一
頁
）、
広
告
表
現
と
商
品
の
良
し
悪
し
は
切

り
離
さ
れ
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
″広
告
″
は
合
理
的
な
意
識
に

訴
え
か
け
て
そ
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
催

眠
術
か
何
か
の
よ
う
に
潜
在
意
識
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
非
合
理
的
に

効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
広
告
の
古
く
か
ら
の
常
套
手
段
で
あ
る
商
品
名
の
連
呼
な
ど

は
ま
さ
し
く
催
眠
術
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
し
、
潜
在
意
識
へ
の
訴
え
か

け

（も
し
く
は
そ
れ
に
類
し
た
過
程
）
で
広
告
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

論
者
は
後
を
絶
た
な
い
。
彼
ら
彼
女
ら
が
用
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
精

神
分
析
の
概
念
装
置

（ヨ
』〓
”
日
８
●
［お
調
＝
３
８
∪

か
、
あ
る
い
は

接”雛ユ利脅諮赫効で（〔が一【な智囃雌配一け跡ｒ剌嘲̈
騨獅

聾
瓢憂
新
発
樵
籐
概
爆
打
故
覇
桑
譴
］

物には向噸写真や外国語の文字、　メロディなどを刺激とした

一報鰤喘叫耀製鱚脚紗陶』肘晰噌げＪとるパ″ダ赫藤詢餞プ糾

るし、「（は“一は購構け料はけ婦は多し、し、ぅ帖醸神辮れはは好し、

猛
重

薦
弊
Ｉ
輩

要
纂

潮悔吋一、層同　［回咄”形
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こ
の
よ
う
な
実
験
結
果
に
対
し
て
は
、
特
に
精
神
分
析
理
論
を
も
ち

だ
さ
ず
と
も
、
”
Ｒ
房
け①
Ｆ

冒
８
２

に
倣

っ
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
刺
激

へ
の
反
復
接
触
は
、
そ
れ
が
意
識
的
な

も
の
で
あ
れ
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
刺
激
の
知
党
を
容
易
に

す
る

（聞
き
慣
れ
た
声
が
雑
踏
の
喧
喋
の
中
で
も
浮
き
立

っ
て
聞
こ
え

る
よ
う
に
）。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
被
験
者
が
、
す
で
に
接
触
し
た
こ
と

の
あ
る
刺
激
と
な
い
刺
激
の
ど
ち
ら
を
好
む
か
と
選
択
を
迫
ら
れ
た
と

し
た
ら
、
浮
き
立

っ
て
見
え
る

ｏ
聞
こ
え
る
刺
激
を
選
択
し
て
し
ま
う

こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
″浮
き
立

っ
て
見
え
る
ｏ聞
こ

え
る
の
は
以
前
の
接
触
経
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
″
と
認
識
で
き
な
け

れ
ば

（選
好
の
理
由
と
し
て
接
触
回
数
の
多
さ
を
あ
げ
た
被
験
者
が
い

な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
認
識
に
失
敗
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）、
選
好

の
理
由
を

″も
と
も
と
自
分
は
こ
ち
ら
が
好
き
だ
っ
た
の
だ
″
と
誤
帰

属
し
て
し
ま
う
の
は
む
し
ろ
自
然
な
反
応
だ
ろ
う
。

″広
告
″
は
こ
の
よ
う
な
誤
帰
属
を
受
け
手
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
十
分
に
成

り
立

つ
だ
ろ
う
し

（例
え
ば
下
條

［
一
九
九
六

¨
一
八
七
―
三
二
六

頁
∪
、
″広
告
″
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達

（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
で

は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
誤
帰
属
の
誘
発

（認
知
的
操
作
）
に
よ
っ
て
機

能
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
な
逆
説
性
は
そ
も
そ
も
間

題
に
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
、
広
告
は
商
品
名
を
ひ
た
す
ら
連
呼
し
、
商

品
映
像
を
繰
り
返
し
呈
示
し
て
、
あ
と
は
露
出
量
を
高
め
る
だ
け
で
よ

い
は
ず
だ
。
そ
れ
に
し
て
は
、
実
際
の
広
告
に
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の

命
ｔ島
と
表
現
が
あ
ふ
れ
す
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
″広
告
″が
実
は
「コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

斧
ｏ
日
ヨ
●
●
寿
”
け【く
８
目
”
●
Ｏ
①
】じ
」
で
は

な
く
単
に
受
け
手
を
認
知
的
に
操
作
し
よ
う
と
す
る
も
の
「
戦
略
的
行

為
∽一轟
け①∞
【Ｘ

，
８

目
”
●
Ｏ
①（翼
し

で
あ
る
こ
と
を
覆
い
隠
す
た
め
の
ア

リ
バ
イ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
そ
う
し
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
広
告
に
お

い
て
何
が

（命
題
）
・ど
の
よ
う
に

（表
現
）
語
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
そ

の
効
果

（消
費
の
促
進
と
い
う
目
的
達
成
の
度
合
い
）
に
差
が
う
ま
れ

る
こ
と
も
ま
た
事
実
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
ま
い
。
″広
告
″
が
誤
帰
属

の
誘
発
と
い
っ
た
単
な
る
認
知
的
操
作
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
あ
げ
る

も
の
な
ら
ば
、
何
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
広
告
効
果
に
差
は
う
ま
れ
な
い
は
ず
だ
ろ
う
。
こ
の
事
実
を
み
る

限
り
、
や
は
り

″広
告
″
は
何
か
し
ら
の
こ
と
を
何
か
し
ら
の
形
で
受

け
手
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
成
し
て

い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

一二
　
″
広
告
″
と
は
い
か
な
る
言
語
行
為
か

そ
れ
で
は
、
″広
告
″
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（言
語
行
為
）

は
、
い
か
に
し
て
そ
の
目
的
を
全
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
前
節
ま
で
の
議
論
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
り
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト

を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
広
告
は
、
そ
れ
が

″広
告
″
と
い
う
言
語
行
為
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で
あ
る
こ
と
を
前
景
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
目
的
―
―
広
告
商
品
の

購
買

・
消
費
の
促
進
―
―
を
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
第

一
節
で
述

べ
た
よ
う
な
逆
説
性
の
磁
場
を
強
力
に
作
用
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「事
実
の

告
知
」
や

Ｊ
バ
術
作
品
」
な
ど
の
体
裁
を
装
う
な
ど
し
て
、
そ
れ
が
″広

告
″
で
あ
る
こ
と
を
背
景
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
が
り
な
り
に

も
何
ご
と
か
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
う
る
言
語
行
為
と
し
て
の
身
分
を

擬
装
す
る

（「
①け①●
ｅ

の
で
あ

っ
た
。

″広
告
″
の
本
質
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
授
装
的
な
言
語
行
為
と
い
う

点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
最
終
的
な
結
論

・

仮
説
で
あ
る
。
こ
の
作
業
仮
説
を
、
ど
墨
田
行
為
論

（∽
Ｒ
８
ｒ
　
＞
鮮

↓
，

①
ｏ
ａ
と
の
理
論
枠
組
み
を
援
用
し
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
紙
幅
の
許
す

限
り
に
お
い
て
改
め
て
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
言
語
行
為
論
の
基
本
構
図
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
言
語
哲
学
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
言
語
行
為
に
つ
い
て

三
つ
の
行
為
側
面
を
区
別
し
た

（＞
湧
けＦ
冒
８
Ｎ
＝
８
認
∪
。
「そ
の
本

を
取
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
発
話
が
な
さ
れ
た
場
合
を
例
に
と
ろ
う
。

こ
の
発
話
は
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
と
述
べ
る
行
為
―
―
発
語
行
為

含
ｏ
ｏ二
【ｏ
●
”
長
”
ｏ一）
―
―
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
う
述
べ
る
こ

と
に
お
い
て

（き
８
く
】●
し
、
″依
頼
″
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
て
も
い

る
。
こ
れ
を
発
語
内
行
為

（〓
８
二
一ｏ
●
鶴
く
Ｒ
ｃ

と
ぃ
ぅ
。
そ
し
て
、

そ
う
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

（ご

８
く
【●
し
、
結
果
的
に

″相
手
に
本

を
取
ら
せ
る
″
″相
手
を
面
倒
が
ら
せ
る
″な
ど
の
行
為
を
な
す
こ
と
に

も
な
る
。
こ
れ
を
発
語
媒
介
行
為

（ｏ
①『〓０
０Ｃ
け一〇
●
鶴
く
８
ｃ

と
ぃ
ぅ
。

発
語
内
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
行
為
か
を

「私
は

～
と
依
頼
し
ま
す

０
お
ｏ
ｃ
①
降
手
”
けし
」
と
い
っ
た
Ｊ
』
目
的
な
定
型

の
発
話
形
式
に
よ
っ
て
指
定
し
う
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
定
型
発
話
形
式
に
よ
っ
て
行
為
の
指
定
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
発
話
が
直
ち
に
当
該
の
発
語
内
行
為
と
し
て
発
効
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
死
刑
を

″宣
告
″
す
る
と
い
う
発
語
内
行
為
を
例
に
考
え
て
み

よ
う
。
し
か
る
べ
き
資
格
を
備
え
て
い
な
い
者

（例
え
ば
裁
判
官
で
は

な
く
傍
聴
者
）
が

「被
告
に
死
刑
を
宣
告
す
る
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で

そ
れ
は
死
刑
宣
告
に
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
劇
中
の
裁
判
官
役
が
そ
う

述
べ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
死
刑
の
宣
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
は
な
る

ま
い
。
こ
れ
ら
は
死
刑
の

″宣
告
″
が
為
さ
れ
た
と
い
う
に
は

「不
適

切

含
臥
①
】【ｏ
いざ
湧
ｙ

だ
。
発
語
内
行
為
の
適
切
な
遂
行
に
は

「満
た
さ

れ
る
べ
き
必
要
条
件
」
Ｑ
いミ
ー
．
り

，
Ｘ
ム
）
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
後
継
者
サ
ー
ル
は
、
こ
の

「発
語
内
行
為
…
が
首

尾
よ
く
、
か
つ
、
欠
陥
を
も
つ
こ
と
な
く
遂
行
さ
れ
る
た
め
の
…
必
要

十
分
条
件
」
の
定
式
化
を
試
み
、
そ
れ
を
四
種
類
に
大
別
し
た
Ｇ
①
鶴
げ

［８
８
＝
お
〓

一
ｏ
フ
喝
占
圏
］）。
そ
の
一
つ
に
誠
実
性
条
件

♂
い●
８
甲

】ξ

８
●
Ｑ
〓
ｏ
●
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
の
発
語
内
行

為
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
話
し
手
の
心
理
に
加
え
ら
れ
る
制
約
で
あ
り
、

例
え
ば

″依
頼
″
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
聞
き
手
が
依
頼
さ
れ
た
こ
と
を

行
う
こ
と
を
話
し
手
が
本
心
か
ら

（∽いＲ
ｑ
①
】じ

望
ん
で
い
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
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さ
て
、
サ
ー
ル
は
こ
の
誠
実
性
条
件
と
の
関
連
で
い
わ
ゆ
る
ム
ー
ア

の
逆
説
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

０
　
今
、
雨
が
降
っ
て
い
る
。
で
も
、
私
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
な
い
。

な
ど
の
よ
う
に
、
「
夕
と
い
う
命
題
と

『私
は
夕
を
信
じ
な
い
』
と
い
う

命
題
が
不
整
合
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、
夕
を
主
張
し
な
が

ら
か
つ
夕
を
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
（き
ミ
Ｌ
フ
馬
９

と
い
う
逆
説
の
こ
と
だ
。
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
逆
説
が
生
じ
る
の
は

「誠
実
性
条
件
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
心
理
状
態
が
存
在
す
る
と
き
に

は
つ
ね
に
、
そ
の
行
為
の
遂
行
が
そ
の
心
理
状
態
の
表
現
と
見
な
さ
れ

る
」
Ｑ
い
ミ
Ｌ
フ
〓
３

か
ら
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
、
橋
元

［
一
九
九
二

一
一
〇
九
頁
］
は
、
「表
面
上
０
と

同
型
で
あ
り
な
が
ら
、
明
瞭
に
逆
説
性
を
構
成
し
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
」
例
と
し
て
次
の
②
Ｏ
の
よ
う
な
発
話
を
あ
げ
て
い
る
。

０
　
地
球
は
丸
い
。
で
も
、
私
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
な
い
。

０
　
麻
原
彰
晃
が
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
指
示
し
た
。

で
も
、
私
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
な
い
。

０
は

「科
学
的
真
理
」
に
関
す
る
発
話
、
０
は

「報
道
的
真
実
」
に

関
す
る
発
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
発
話
０
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

０
　
こ
の
商
品
は
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
。

（独
り
言
と
し
て
）
ま
あ
、
私
自
身
は
特
に

そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
。

初
め
の
発
話
が
相
手
に
対
す
る

″助
言
″
だ
と
す
れ
ば
、
か
な
り
奇

妙
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
″広
告
″
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
続
く
独
り
言
も
特
に
不
自
然
な
も
の
に
は
聞
こ
え
ま
い
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
発
話
は
０
と
は
誠
実
性
条
件
を
異
に
す
る
別
種
の

言
語
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
橋
元
は
む
し
ろ
、
②
③
の
よ
う
な
言
語
行

為
が
０
と
は

「基
底
の
構
造
を
異
に
す
る
」
可
能
性
を
考
え
る
。
少
し

長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う

（同
上
書

¨
一
一
一
―

一
〓

一頁
）。

「構
造
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
言
語
行
為
…
の
行
為
主
体
と
し
て
話
し

手
Ｉ
、
行
為
対
象
と
し
て
聞
き
手
く
ｏ
ｃ
を
措
定
す
る
こ
と
は
…
言

語
行
為
論
の
前
提
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
②
の

場
合
を
と
っ
て
も
、
そ
の
基
底
に
は
、
日
弓
同
Ｆ
Ｆ
く
ｏ
ｃ
けＦ
鮮

ｏ
・‥

と
い
う
構
造
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
に
そ
う
考
え

た
場
合
、
０
の
よ
う
な
例
と
の
差
異
が
表
現
で
き
な
い
…
。
こ
う

し
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
言
語
行
為
主
体
の
二
重
性
と

い
う
事
態
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
。
も
う

一
度
、
こ

こ
で
０
０
０
…
の
発
話
の
第

一
文
を
観
察
し
て
み
よ
う
。

…
０
の
場
合
、
話
し
手
の
体
験
し
た
外
的
世
界
を
言
語
化
し
て
い

る
。
…

一
方
、
②
は
話
し
手
の
体
験
し
た
外
的
世
界
や
心
的
世
界

の
記
述
で
は
な
い
。
話
し
手
が
言
語
化
し
て
い
る
の
は
、
話
し
手

に
は
体
験
し
得
な
い
世
界
で
あ
り
、
既
に
存
在
し
て
い
る
他
の
言

説
的
世
界
を
再
言
語
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
報
道

的
言
説
を
再
言
語
化
し
た
０
も
同
様
で
あ
る
。
…
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
言
え
る
の
は
、
０
の
場
合
に
お
い
て
は
、
言
語
行
為
の
基
底

構
造
を
目
↓
国
Ｆ
Ｆ
く
ｏ
ｃ
諄
稗
ｏ
と
考
え
て
よ
い
が
、
②
Ｏ
の
場
合
、
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発
話
主
体
と
し
て
、
も
う

一
つ
別
の
一
般
人
称
Ｘ
、　
つ
ま
り
既
に

流
布
し
て
い
る
言
説
の
発
話
主
体
を
挿
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
②
Ｏ
の
よ
う
な
発
話
は
、
日

霞
溜
い
く
ｏ
ｃ
ｘ

↓
∪
Ｆ
Ｆ
多
詳

ｏ
と
い
う
構
造
を
も
つ

（斜
体
の

霞
潔
い
は
限
り
な
く

Ｊ
百
及
」
的
使
用
に
近
い
陳
述
を
示
す
）。
こ

の
よ
う
な
構
造
を
と
る
発
話
を
こ
こ
で
は

「汎
人
称
発
話
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

」
（※
引
用
の
便
宜
上
、
若
干
の
修
正
を
施
し

て
あ
る
）

″広
告
″も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
汎
人
称
発
話
構
造
を
と
る
言
語
行
為

の

一
種
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
別
稿
で
、
こ
の
橋
元
の
汎

人
称
発
話
構
造
と
い
う
考
え
方
を
言
語
行
為

一
般
の
構
造
と
し
て
展
開

し
た
こ
と
が
あ
る

（辻

［
一
九
九
七
∪
。
そ
ち
ら
を
用
い
て
説
明
し
て

い
こ
う
。
そ
こ
で
は
、
通
常
の
発
語
内
行
為
の
汎
人
称
発
話
構
造
を
次

の
よ
う
に
再
定
式
化
し
て
お
い
た
。

Ｈ
∽
目
〇
ダ
ヽ
く
ｏ
ｃ
一ｒ
”
け
ヨ

ン
」０
ヽヽ
こ
ざ
Ｓ
〕
けＦ
”
け
Ｘ

「
門
”
『
〇
”
〓

けｒ
”
け
ｏ

こ
こ
で
∽
目
〇
ヨ
は
積
極
的
に
言
語
化
さ
れ
る
―
―

髪
”
ら
れ
る
」

―
―
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
単
に

「示
さ
れ
る
」
の
み
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
国
”
『
〇
”
〓
は
遂
行
さ
れ
る
発
語
内
行
為
を
表

す
。
＾ヾ

み
ヽ
諄
」ざ
磯
．）の
部
分
に
示
さ
れ
る
の
は
、
当
該
の
発
語
内
行

為
の
遂
行
を
適
切
な
も
の
と
す
る
諸
条
件
で
あ
り
、
こ
こ
に
は

（サ
ー

ル
の
い
う
誠
実
性
条
件
に
あ
た
る
）
発
話
主
体
Ｉ
と
発
話
人
称
Ｘ
の
一

致

〈
Ｉ
＝
Ｘ
〉
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
発
語
内
行
為
は
、

Ｈ
∽
目
〇
ダ
ヽ
く
ｏ
暉
けｒ
”
け
合
＝
Ｘ
〉
鮨
Ｘ
「
∪
”
『
〇
”
蜜
【
けｒ
”
一
ｕ

の
縮
約
形
と
し
て
、

日
「
国
『
卿
〇
マ
ロ
一Ｆ
”
一
ｏ

と
い
う
形
を
と
る
も
の
と
み
な
し
う
る
わ
け
だ
。

一
方
、
あ
る
種
の
言
語
行
為
に
は

〈
Ｉ
＋
Ｘ
〉
を
前
提
と
し
て
成
立

す
る
も
の
が
あ
る
。
演
劇
中
の
言
語
行
為
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ

で
の
セ
リ
フ
は
役
者
自
身

（発
話
主
体
Ｉ
）
の
発
し
た
も
の
で
は
な
く

あ
く
ま
で
彼

・
彼
女
の
演
ず
る
人
物

（発
話
人
称
Ｘ
）
の
発
し
た
も
の

だ
。
広
告
も
ま
た
、
商
品

・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
主
体
と
し
て
の
企
業
Ｉ

と
広
告
の
発
信
者
と
し
て
の
企
業
Ｘ
が
必
ず
し
も

一
致
を
み
な
い
言
語

行
為
で
あ
る
。
生
産
主
体
Ｉ
と
し
て
は

″
こ
の
商
品
は
よ
く
な
い
″
と

思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
広
告
発
信
者
Ｘ
と
し
て
は

「
こ
の
商
品
は
よ

い
も
の
で
す
」
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
受
け
手
も

ま
た
、
そ
う
し
た
Ｉ
と
Ｘ
の
乖
離
・不

一
致
を
、
「広
告
」
と
い
う
言
語

行
為
の
前
提
と
し
て
認
知
し
て
い
る
。

構
造
的
な
面
に
と
ど
ま
ら
ず
現
象
面
に
お
い
て
も
、
広
告
と
演
劇
的

な
言
語
行
為
は
、
同
型
の
言
語
的
ふ
る
ま
い
を
み
せ
る
。

演
劇
的
な
言
語
行
為
の
本
質
は
、
役
者

（＝
発
話
主
体
Ｉ
）
が

「生

き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
」
な
ど
と
語
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

彼
の
演
じ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト

（＝
発
話
人
称
Ｘ
）
が

「生
き
る
べ
き
か
死

ぬ
べ
き
か
」
と
語
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
発
話
主

体
Ｉ
が
示
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
こ
れ
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
セ
リ
フ
と
し
て

言
う
の
で
す
が
、
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
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発
話
人
称
Ｘ
に
語
ら
せ
て
し
ま
う
の
は
奇
妙
で
あ
り
、　
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

セ
リ
フ
と
し
て
の
効
果
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
広
告
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
こ
と
は
、　
一
節
の
０
の
例
に
お
い
て
既
に
み
た
通
り
だ
。

広
告
が
、
予
め
セ
リ
フ
の
定
ま
ら
ぬ
即
興
劇
あ
る
い
は
ご
っ
こ
遊
び

の
よ
う
な
擬
装
的
な

（何
か
の
擬
装
を
す
る
）
言
語
行
為
だ
と
す
れ
ば
、

前
節
末
尾
に
述
べ
た

『広
告
は
や
は
り
何
ご
と
か
を
何
か
し
ら
の
形
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る

（目
的
を

達
成
し
て
い
る
と
と
い
う
事
実
も
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
う
る
。
例
え

ば

「恋
人
ご
っ
こ
」
に
お
い
て
、
恋
人
の
セ
リ
フ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容

を
上
手
な
言
い
回
し
で
述
べ
る
こ
と
が
、
相
手
に

「恋
人
ご
っ
こ
」
を

お
も
し
ろ
が
せ
、
そ
れ
を
継
続
さ
せ
る
動
機
づ
け
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

同
様
に
し
て
、
上
手
い
広
告
表
現
は
、
受
け
手
に
消
費
の
ゲ
ー
ム
を
続

け
る
動
機
づ
け
を
与
え
る
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
さ
ら
に
も
う

一
歩
前
に
進
め
よ
う
。

ご
っ
こ
遊
び
の
、
例
え
ば

「君
を
愛
し
て
い
る
」
な
ど
の
セ
リ
フ
は
、

そ
れ
が
あ
く
ま
で
ご
っ
こ
遊
び
に
お
け
る
発
話
で
あ
る
こ
と
―
―
発
話

主
体
Ｉ
と
発
話
人
称
Ｘ
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
―
―
が
前
提
と
さ
れ
、

そ
の
認
知
の
も
と
に
解
釈

・
受
容
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
認
知
す
る

に
と
ど
め
ず
、
反
応

（行
動
）
の
面
に
お
い
て
、
そ
れ
を

「君
は
恋
人

ご
っ
こ
を
し
て
る
か
ら
こ
そ

『愛
し
て
い
る
』
な
ん
て
言
う
の
で
し
ょ
」

な
ど
と
積
極
的
に
問
う
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
ご
っ
こ
遊
び
は
瓦
解
し
、

相
手
の
セ
リ
フ
も
そ
の
効
力
を
失

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
広
告
が
消
費
の
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
セ
リ
フ
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
広
告
で
あ
る
こ
と
は
認
知
さ
れ
る
に
と
ど
め
ら
れ
、
積
極
的
に

問
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
行
動
に
反
映
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の

だ
。
そ
の
認
知
が
行
動
面
に
お
い
て
は
不
間
に
付
さ
れ
る
こ
と
。
そ
れ

が
、
消
費
の
ゲ
ー
ム
の
存
続
要
件
な
の
で
あ
る
。

ご
っ
こ
遊
び
を
続
け
る
こ
と
に
大
き
な
理
由
づ
け
な
ど
要
し
な
い
よ

う
に
、
消
費
の
ゲ
ー
ム
が
継
続
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
決
定
的
な
根

拠
も
お
そ
ら
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
確
た
る
根
拠
の
無
さ
が
露
呈
す
る

こ
と
を
防
ぎ
、
そ
れ
に
代
え
て
と
り
あ
え
ず
の
消
費
の
理
由
づ
け
を
与

え
る
も
の
。
そ
れ
が

″広
告
″
と
い
う
言
語
行
為
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は

「広
告
で
こ
の
商
品
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
と
言

っ
て
い
た
か

ら
」
Ｆ
」
の
商
品
の
広
告
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
ら
」
等
々
の
よ
う
に
、

個
々
の
消
費
の
と
り
あ
え
ず
の
理
由

・
言
い
訳
を
与
え
て
く
れ
る
。
商

品
価
値
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
事
後
的
に

（″広
告
″

と
そ
の
逆
説
性
の
磁
場
の
外
で
）
帰
属
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
個
々
の
消
費
の
理
由
が
集
合
し
て
、
消
費

一
般
の
理
由
に

等
値
さ
れ
る
な
ら
ば
、
消
費
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
無
根
拠
さ
は
そ
の
背
後

に
退
け
ら
れ
、
不
間
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
も
と
で
、

″広
告
を
見
て
聞
い
て
―
商
品
を
消
費
す
る
″
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
円
滑

に
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、
″広
告
″
は
そ
の
目
的
を
達
し
う
る
力
を
も

つ
も
の
と
し
て
実
際
に
現
象
す
る
。
こ
う
し
て
、
″広
告
″
は
自
ら
の

身
の
証
し
を
た
て
る
の
で
あ
る
。
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従
来
の
広
告
研
究
は
、
広
告
が
い
か
に
し
て
そ
の
目
的
―
―
消
費
の

促
進
―
―
を
達
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
か
の
分
析
に
集
中
す
る
あ
ま
り
、

広
告
が
本
来
的
に
そ
の
目
的
を
達
し
う
る
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
半
ば
当
然
の
前
提
と
し
て
し
ま
い
、
″広
告
″
の
ア
リ
バ
イ
作
り
に
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
手
を
貸
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
広
告
を

「大
衆
文
化
の
な
か
の
す
ぐ
れ
て
前
衛
的
な
表
現
」
と

し
て
と
ら
え
る
近
年
の
広
告
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
、
「
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は

『商
品
に
つ
い
て
の
言
説
』
と
し
て

一
定
の
ア
リ
バ
イ
を
こ
な
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
…
が
他
方
で
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
は
『人
間
に
つ
い
て
の
言
説
』

（・２
）

で
あ
る
」
と
す
る
広
告
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
″広
告
″
は
新
た
な

存
在
理
由
を
確
保
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
が

「人
間
に
つ

い
て
の
言
説
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に

一
面
の
真
理
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
は

″広
告
″
が
そ
も
そ
も

「商
品
に
つ
い
て
の

言
説
」
で
あ
る
と
い
う
裏
面
の
事
実
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
作
用
し
て
し

ま
う
。
む
し
ろ

″広
告
″
は

「商
品
に
つ
い
て
の
言
説
」
で
あ
る
た
め

に

「人
間
に
つ
い
て
の
言
説
」
で
あ
る
こ
と
の
方
を
ア
リ
バ
イ
と
し
て

こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
よ
う
な
広
告
に
つ
い
て
の
メ
タ
言
説
さ
え
も
、
消
費
社
会

は
自
ら
を
作
動
さ
せ
る
た
め
に
吸
収
し
、
″広
告
″
の
も
つ
逆
説
性
を
不

間
に
付
す
た
め
に
利
用
し
て
し
ま
う
。
広
告
を
論
ず
る
こ
と
の
難
し
さ

と
危
う
さ
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（１
）

枚
挙
に
暇
な
い
が
、
例
え
ば
、
∪
く
ｑ

冒
８
Ｎ
＝
８
舘
］、
真
鍋

［
一
九

九
〇
］、
須
藤

［
一
九
九
七
］
な
ど
。

（２
）

ご
く
少
数
の
例
外
と
し
て
「
”
け
ヨ
営

冒
Φ∞出

・
難
波

［
一
九
九

二ハ
］。

（３
）

『私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
』
（独
占

禁
止
法
）
・
『不
公
正
な
取
引
方
法
』
（公
正
取
引
委
員
会
告
示

一
五
）
な

ザ
Ｃ

。

（４
）

「
”
ｏ
ｏ
げ
８
●
［８
８
＝
８
お

一
ｕ
や
“
下
Ｘ
］
を
参
照
せ
よ
。

（５
）

例
え
ば
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
大
家
マ
グ
リ
ッ
ト
が
戦
前
期
か
ら

数
多
く
の
広
告
ポ
ス
タ
ー
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
広
告
論
の
中

で
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る

（刀
ｏ
Ｏ
」
①
冒
８
∞
＝
８
８
］
・
内

田

［
一
九
九
七
∪
。

（６
）

分
析
の
恣
意
性
と
い
う
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

い
ま
だ
に
何
ら
方
法
論
的
配
慮
も
な
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
バ
ル
ト
流
の
記
号
論
的
分
析

（”
鶴
け，
８

冒
８
卜
＝
Ｈ８
Ξ
）
か
ら
、
そ

れ
よ
り
は
方
法
論
的
に
い
く
ぶ
ん
洗
練
さ
れ
た
語
用
論
的
分
析

（例
え

ば
↓
”
●
”
Ｆ
”
冒
８
ム
）
ま
で
。

（７
）

閾
下
知
覚

∂
ｃ
σ
〓
ヨ
】●
ユ
ｕ
ｑ
８
稗
一ｏ
じ

に
つ
い
て
の
実
験
に
は
、
そ

の
存
在
に
否
定
的
な
結
果
が
得
ら
れ
た
も
の
も
多
く
、
肯
定
的
な
結
果

が
得
ら
れ
た
実
験
の
中
に
も
、
手
続
き
の
妥
当
性
・結
果
の
信
頼
性
が
疑

問
視
さ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る

（福
田

［
一
九
九
五
］
を
参
照
）。

し
か
し
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
実
験
手
続
き
の
妥
当
性
・結
果
の

信
頼
性
に
つ
い
て
は
支
持
し
う
る
も
の
と
、
現
在
の
心
理
学
界
に
お
い

て

一
般
的
に
評
価
の
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
り

（池
田

［
一
九
九
四
］、
下

條

［
一
九
九
六
］
な
ど
を
参
照
）、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
選
好
の
偏
り
が

生
じ
る
認
知
的
過
程
に
つ
い
て
も
”
Ｒ
房
けのＦ

冒
８
昌

に
よ
る
説
明
が

ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
閾
下
知
党
に
よ
っ
て
選

115 マス 0コ ミュニケーション研究 NQ52  1998



好
が
偏
る
の
は
、
困
①く
［お
ぶ
＝
８
８
］
の
い
う
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
的
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
過
程
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
文
中
に
後
述
す
る

よ
う
な
誤
帰
属
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。

（８
）

目
”
σ
①『ヨ
お

冒
鶏
ｏ
↓
お
鍵

一
，

お
ム

を
参
照
。

（９
）
　

「事
実
の
告
知
」
コ
バ
術
作
品
」
と
い
う
体
裁
を
取
り
繕
え
な
く
な
っ

た
八
〇
年
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
略
を
と
る
広
告
が
現
れ
た
。
「広
告

表
現
の
成
熟
…
に
と
も
な
う
全
体
と
し
て
の
平
準
化
に
よ
っ
て
、
差
異

化
は
次
第
に
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
広
告
は
さ
ら
な
る
レ
ベ

ル
の
差
異
化
を
求
め
て
自
分
自
身
と
向
き
合
い
、
広
告
の
自
己
言
及
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
…
『お
も
し
ろ
広
告
』
の
な
か
の
あ

る
作
品
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
『広
告
』
と
い
う
存
在
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
合
ん
だ

『メ
タ
広
告
』
に
な
っ
て
い
る
」
（稲
増

・
山
田

［
一
九
九

四

一
二
七
二
頁
）
。
自
ら
が
広
告
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
な
駕
賭

り″広

生炉
。
し
か
し
、
そ
こ
で
明
示
さ
れ
て
い
る

「広
告
」
と
は
第

一
次
的
な

観

封

レ
（け

Ｍ

や
無

罪

爵

つ
務

羹

鮮

技
″
に
ほ
か
な
ら
な
か
｝
安

”ヽ
し
た
演
技
を
前
景
化

（基
層
メ
ッ
セ
ー
ジ

化
）
す
る
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
の
″広
告
″
と
い
う
言
語
行
為

（メ
タ
ー

メ
ッ
セ
ー
ジ
）
の
レ
ベ
ル
が
逆
に
背
景
化
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
現
在
の
″広

生
Ｆ

は

「成
熟
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
う
少
し
丁
寧
に
論
じ

て
お
く
べ
き
点
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
余
裕
が
な
い
の
で
、
稿
を
改
め
る

こ
と
に
し
た
い
。

（１０
）

一
方
、
発
語
媒
介
行
為
の
場
合
に
は
、
「私
は
あ
な
た
に
本
を
取
ら
せ

ま
す
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
相
手
が
実
際
に
本
を
取
っ
て
く
れ
な
け
れ

ば
″本
を
取
ら
せ
る
″
と
い
う
行
為
に
な
り
え
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
そ
う
し
た
指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（ｎ
）

一
九
七
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌

『広
告
批
評
』
の
表
紙
の
裏
に

一
年

間
掲
げ
ら
れ
た
巻
頭
辞
よ
り
。

（・２
）

内
田

［
一
九
九
七

一
一
九

一
頁
］
よ
り
。

文
献

飽
戸
弘
　
一
九
九
二
　

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
心
理
学
』
、
筑
摩
書

一房

＞
ｃ
降
】Ｆ

「
・
Ｆ
・
Ｈｏ
ｏ
Ｎ
ｈ
ざ
Ｓ
　
き

じ
ο　
Ｂ
ミ
ぶ
り

Ｓ
きヽ
　
苺
ゴ
ミ

，

Ｏ
ｘ
喘ｏ
『Ｑ

Ｃ
い
いく
の
『∽】ゼ

「
『①
∽∽
＝
Ｈ鶏
∞
　
坂
本
百
大
訳
望
一呈
田と
行
為
』
、
大
修
館
書

店

”
”
Ｆ
①
炉
∽
・
∽
・
ＨＯ
Ｏ
∞
い
ざ
ヽ
コ
ミ
ざ
ン
Ｌ
い
さ
い
や
・・
『
ざ
ヽ
い

，
ヽヽ
ヽ
い
ご
懇
）
ヽ
いｏ
ミ
ヽ

卜
ヽ
ミ
諄
゛
い

く
♂
【〓

”
口
ぴ
】】多
い●
”
＝
８
８
　
上
田
敏
晶
訳

『許
さ
れ

る
嘘
―
―
広
告
は
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
か
』
、
実
務
教
育
出
版

ω
”
『け，
①
∽ヽ
　
］四
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