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日
本
記
号
学
会
第
四
三
回
大
会 

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ト
ー
ク 

  

仮
面
の
時
代 

～ 

「
仮
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
論 

み
ず
し
ま
ひ
さ
み
つ
（
東
海
大
学
） 

 

０
．
お
よ
そ
半
世
紀
の
逡
巡 

 

マ
ス
ク
の
日
々
が
３
年
以
上
続
い
た
。
社
会
は
こ
と
さ
ら
に
対
面
を
求
め
る
人
々
と
、

も
う
「
顔
パ
ン
ツ
」
を
脱
ぐ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
と
の
間
に
、
新
た

な
分
断
線
を
刻
み
つ
つ
あ
る
。
表
情
に
覆
い
を
か
け
る
こ
と
が
デ
フ
ォ
ル
ト
に
な
り
、
そ

の
意
味
論
的
な
厚
み
を
、
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
始
め
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ネ
ッ
ト

環
境
で
日
常
化
し
た
、
脊
髄
反
射
的
に
言
葉
が
ぶ
つ
か
り
合
う
ス
ト
レ
ス
の
中
で
、
何
ら

か
の
思
考
が
組
み
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。 

 
 

し
か
し
「
ま
て
よ
」
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
有
史
以
来
、
顔
に
対
し
て
は
常
に
両

義
的
な
態
度
で
接
し
て
き
た
で
は
な
い
か
？ 

覆
い
を
か
け
る
こ
と
は
情
念
を
穏
や
か

に
抑
え
る
と
同
時
に
、
表
出
を
強
化
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
心
を
覗
き
こ
も
う

と
す
る
視
線
を
集
中
さ
せ
る
一
方
で
、
空
間
に
乱
反
射
さ
せ
る
鏡
の
役
割
を
も
果
た
し

て
き
た
。
た
だ
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
多
く
の
経
験
、
様
々
な
解
釈
は
、
別
々
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
中
に
散
り
散
り
に
な
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。 

 
 

坂
部
恵
が
一
九
七
六
年
に
著
し
た
『
仮
面
の
解
釈
学
』
を
巡
る
議
論
を
振
り
返
る
と
、

こ
う
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
認
識
が
、
こ
の
時
期
非
常
に
清
新
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
だ
フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
が
「
駆
け
出
し
」
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と

日
本
哲
学
の
特
殊
性
の
狭
間
で
、
当
時
の
論
客
た
ち
が
概
念
の
擦
り
合
わ
せ
を
し
て
い

る
様
子
が
眩
い
。「
学
際
的
」
と
い
う
言
葉
も
な
い
く
ら
い
原
理
論
的
志
向
が
強
い
中
で

「
記
号
」
概
念
に
は
、
そ
の
壁
を
突
破
す
る
期
待
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
懐
か
し
い
。 

 
 

こ
の
時
代
を
敢
え
て
振
り
返
る
の
は
、
我
々
に
は
未
だ
、
そ
の
概
念
を
上
手
く
使
え

て
い
な
い
も
ど
か
し
さ
が
あ
る
か
ら
だ
。
坂
部
た
ち
が
「
仮
面
」
を
対
象
に
問
お
う
と
し

た
も
の
は
、
一
見
「
近
代
的
自
我
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）」
の
切
り
崩
し
に
収
斂
し
そ

う
で
、
実
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（『
仮
面
の
時
代
』）
の
議
論
は
、
か
な
り
拡
散
的
で
あ

る
。
シ
ン
ボ
ル
、
シ
ス
テ
ム
、
メ
タ
言
語
と
い
っ
た
ワ
ー
ド
た
ち
に
そ
の
予
感
を
覚
え
つ

つ
も
、
だ
が
そ
の
相
互
の
距
離
感
は
、
対
話
者
同
士
で
十
分
共
有
で
き
て
い
な
い
。 
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二
〇
二
〇
年
代
の
「
い
ま
」
が
な
お
、
そ
こ
で
止
ま
っ
た
ま
ま
だ
な
ど
と
乱
暴
な
こ

と
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
様
々
な
「
こ
と
ば
」
が
飛
び
交
う
中
で
、
残
念
な

が
ら
概
念
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
、
日
常
言
語
、
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
間
を
詰
め
る

作
業
が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
正
直
否
定
で
き
な
い
。 

 

１
．M

A
S

K

とF
A

C
E
―
―

「
お
も
て
」
の
対
義
語
に
つ
い
て 

 

亡
き
元
首
相
を
揶
揄
す
る
意
図
は
毛
頭
な
い
が
、「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
の
こ
と
は
ず

っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
単
純
な
「
語
音
転
換
（
ス
プ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
」
と
い
え
ば
そ

れ
ま
で
だ
が
、「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス→
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス→

ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
と
入
れ
替
わ

っ
て
い
く
さ
ま
は
、
シ
ン
ボ
ル
操
作
の
手
順
が
、
ご
丁
寧
に
開
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
で
滑
稽
に
見
え
た
。
小
さ
な
布
製
の
衛
生
マ
ス
ク
は
、
ウ
イ
ル
ス
を
防
ぐ
機
能
に
お

い
て
も
、
政
府
の
権
力
誇
示
の
点
で
も
実
に
中
途
半
端
だ
っ
た
。 

あ
の
マ
ス
ク
と
「
顔
」
の
不
釣
り
合
い
は
、
そ
れ
故
に
意
味
深
で
す
ら
あ
っ
た
。
常

日
頃
「
メ
デ
ィ
ア
露
出
」
に
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
で
臨
ん
で
い
た
元
首
相
の
ぎ
こ
ち
な
い

表
情
は
、
気
乗
り
が
し
な
い
感
染
症
対
策
へ
の
メ
タ
言
語
を
印
象
づ
け
た
。
そ
し
て
八

年
を
越
え
る
在
任
期
間
中
、ど
れ
だ
け
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
重
ね
て
も
揺
る
ぎ
も
し
な

か
っ
た
政
権
が
、
い
と
も
簡
単
に
崩
れ
た
。
ま
さ
か
あ
の
マ
ス
ク
が
、
彼
の
「
ペ
ル
ソ

ナ
」
を
奪
う
「
蜂
の
一
刺
し
」
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
。 

思
え
ば
、
感
染
症
流
行
以
前
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
と
し
て
重
宝
さ
れ
て

い
た
マ
ス
ク
。
ネ
ッ
ト
の
メ
イ
ク
動
画
と
と
も
に
「
理
想
の
顔
」
の
商
品
化
の
影
の
立

役
者
だ
っ
た
。
マ
ス
ク
は
確
か
に
直
接
的
に
は
「
顔
を
覆
う
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
時
に
「
顔
の
一
部
」
と
な
り
、
あ
る
い
は
そ
の
機
能
を
強
化
し
、
あ
る
い
は
意

味
の
表
出
を
変
調
さ
せ
る
ト
リ
ガ
ー
と
も
な
る
。
こ
の
「
面
」（
お
も
て
）
の
記
号
作

用
は
、M

A
S

K

とF
A

C
E

の
語
を
連
続
す
る
一
線
上
に
並
べ
て
み
せ
る
。 

「
お
も
て
」
は
「
表
」
で
あ
り
、
未
だ
認
識
さ
れ
ざ
る
「
裏
」、
す
な
わ
ち
内
な
る

も
の
（
潜
勢
態
＝
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
の
不
安
定
な
あ
り
よ
う
を
そ
の
ま
ま
含
意
す
る
。
よ

っ
て
そ
れ
は
、
作
為
を
仄
め
か
す
「
語
り
」
の
契
機
と
し
て
も
現
前
す
る
。「
ア
ベ
ノ

マ
ス
ク
」
も
そ
う
い
っ
た
徴
（
し
る
し
）
の
類
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
元
首
相
が
演

じ
て
み
せ
たM

A
S

K

とF
A

C
E

の
間
で
意
味
が
横
滑
り
し
て
い
く
芝
居
は
、
真
ん
中

に
穴
が
開
い
た
現
代
的
な
象
徴
界
に
さ
ま
よ
う
記
号
の
過
剰
さ
に
満
ち
て
い
た
。 

坂
部
恵
は
『
仮
面
の
解
釈
学
』
で
「〈
お
も
て
〉
と
は
〈
主
語
に
な
ら
な
い
述
語
〉
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で
あ
り
、
ま
た
、〈
意
味
さ
れ
る
も
の
の
な
い
意
味
す
る
も
の
〉」
と
提
起
し
た
が
、
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
西
欧
的
な
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
」
の
議
論
の
膠
着

の
外
に
あ
る
「
人
称
代
名
詞
の
基
礎
的
な
体
系
の
圏
外
」
を
指
し
示
す
斬
新
さ
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、「
あ
の
頃
」
よ
り
も
二
〇
二
〇
年
代
の
社
会
の
中

の
方
が
、
見
つ
け
や
す
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

２
．「
素
顔
」
の
表
皮
を
剥
ぐ―

―

「
環
境
世
界
論
」
と
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
接
点 

  
 

 

『
仮
面
の
解
釈
学
』
で
は
、
こ
の
〈
お
も
て
〉
に
関
す
る
語
義
の
広
さ
に
つ
い
て
重

要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
能
楽
で
は
、〈
面
〉
と
〈
直
面
（
ひ
た
め
ん
）〉
は

機
能
的
に
は
同
じ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
仮
面
」
と
「
素
顔
」
に

は
質
的
な
連
続
性
が
あ
る
の
だ
（
十
五
頁
）
。
そ
れ
は
坂
部
に
よ
れ
ば
〈
思
い
〉
と
〈
お

も
て
〉
の
音
と
〈
か
た
ち
〉〈
か
た
り
〉
の
音
の
組
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
内
な
る
も

の
と
表
出
の
媒
介
た
る
も
の
の
相
互
作
用
の
範
列
・
外
延
を
成
し
て
い
る
。 

 
 

 

こ
の
働
き
に
注
目
す
る
限
り
で
は
、
「
仮
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
」
と
日
本
語
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
お
も
て
」
の
間
に
は
、
決
定
的
な
違
い
は
な
い
。
確
か
に
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ

ラ
ル
テ
や
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
た
演
出
と
、
能
面
の
存
在
感
は
異
な

る
。
全
く
正
反
対
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
る
共
通
基

盤
の
上
に
施
さ
れ
た
、
表
出
の
エ
ネ
ル
ギ
あ
る
い
は
装
飾
モ
ー
ド
が
、
い
か
に
他
者

に
向
け
て
組
織
さ
れ
て
い
る
か
の
差
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

も
ち
ろ
ん
こ
の
印
象
の
見
か
け
の
多
様
さ
は
、各
々
の
芸
能
の
文
化
的
背
景
を
考
え

る
な
ら
ば
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
喜
劇
か
ら
悲
劇
に
至
る
物
語
構
造
の
グ
ラ
デ
ー
シ

ョ
ン
や
演
じ
ら
れ
る
空
間
の
開
け
と
閉
じ
の
対
称
性
は
、
す
な
わ
ち
、「
顔
を
覆
う
」

こ
と
か
ら
「
装
う
」
こ
と
へ
の
コ
ー
ド
転
換
を
介
し
て
、
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
過
程
に
解
釈
を
広
げ
る
重
要
な
役
割
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

分
析
の
目
を
「
素
顔
」
と
い
う
対
象
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
開
く
参
照
項
と
も
な
る
。 

裸
の
「
顔
」
に
は
感
覚
器
官
が
集
ま
り
、
表
情
を
創
り
出
す
細
か
な
筋
肉
も
発
達
し

て
い
る
。
よ
っ
て
情
報
量
が
大
き
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
の
身
体
上
部
の
一

か
所
に
意
味
解
釈
を
切
り
詰
め
る
こ
と
は
、あ
る
種
の
合
理
性
欲
求
に
無
自
覚
に
従
う

こ
と
に
等
し
い
。
実
際
の
我
々
の
日
常
生
活
は
、
顔
か
ら
身
体
全
体
へ
、
身
体
か
ら
環

境
へ
と
広
が
る
世
界
と
の
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
ル
ー
プ
の
中
に
あ
る
。「
素
顔
」
を
「
仮

面
」
で
覆
う
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の
制
御
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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廣
松
渉
は
、
こ
の
表
出―

解
釈
過
程
に
注
目
し
、
そ
こ
に
主―

客
に
引
き
裂
か
れ
た

関
係
を
越
え
た
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
＝
ハ
イ
デ
ガ
ー
的「
環
境
世
界
」概
念
を
宛
て
て
い
た
。

（『
表
情
』
一
九
八
九
年
）
。
こ
の
「
表
情
現
相
の
遍
在
」
論
は
や
や
忙
し
く
は
あ
る
が
、

風
景
論
か
ら
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
ま
で
渉
猟
し
、そ
の
大
小
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
差
に
拠

る
と
結
論
づ
け
る
。当
時
の
理
論
的
評
価
は
と
も
あ
れ
、今
日
流
行
し
て
い
る「
情
動
」

概
念
の
生
成
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
、
文
理
の
境
界
へ
の
言
及
に
は
驚
か
さ
れ
る
。 

 

３
．「
仮
面
」
の
「
仮
」
に
宿
る
意
味 

 

 

廣
松
の
「
表
情
」
論
の
核
心
は
、
そ
の
可
視
化
し
に
く
い
「
成
分
」
の
あ
り
様
を
含

め
、
人
間
の
共
同
性
の
構
築
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
共

振
、
共
感
か
ら
最
終
的
に
「
共
軛
的
理
解
」
に
到
達
す
る
プ
ロ
セ
ス―

―

そ
れ
は
、
自

我
・
他
我
関
係
を
結
ぶ
認
知
・
伝
達
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼

の
思
想
が
到
達
し
た
「
世
界
の
共
同
主
観
（
間
主
観
）
的
構
造
」
の
土
台
を
成
す
も
の

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

マ
ル
ク
ス
主
義
の
重
要
概
念
（「
類
」「
物
象
化
」
な
ど
）
を
、
日
本
語
話
者
と
し
て

の
日
常
的
思
考
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る

廣
松
の
身
構
え
は
、
欧
米
で
一
九
九
〇
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
「
言
語
」
か

ら
「
認
知
科
学
」
を
介
し
て
「
身
体
と
心
」
の
関
係
を
問
う
哲
学
の
潮
流
を
先
取
り
し

て
い
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
爆
発
的
に
拡
大
す
る
情
報
技
術
が
身
体
そ
の

も
の
を
作
り
変
え
て
い
く
未
来
は
、
ま
だ
廣
松
の
射
程
に
入
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。 

今
日
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
や
Ａ
Ｉ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
情
報
技
術
の
発
展
は
、
哲
学
の

中
心
に
あ
っ
た
「
人
間
」
に
対
す
る
問
い
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
揺
る
が
し
て
い
る
。

だ
が
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
が
心
理
学
と
生
反
応
の
境
を
取
り
払
っ
て
以
降
、我
々
は
か

え
っ
て
逆
に
過
剰
に
「
人
間
ら
し
さ
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。

そ
う
な
る
と
「
表
情
」
を
「
環
境
」
に
拡
張
し
た
廣
松
の
思
索
と
は
全
く
反
対
に
、
我
々

が「
顔
」に
意
味
の
手
が
か
り
を
強
く
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
然
に
思
え
て
く
る
。 

そ
う
な
の
だ
、「
仮
面
」
の
「
仮
」
と
はT

em
p

o
rary

、
す
な
わ
ち
そ
こ
を
情
報
が

通
過
す
る
刹
那
の
時
間
と
の
か
か
わ
り
を
も
表
し
て
い
た
の
だ
。ハ
イ
デ
ガ
ー
に
戻
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
て
の
意
味
の
基
点
を
な
す
「
現
存
在
」
の
危
う
さ
を
体
現
し
て
い

る
。「
現
存
在
」（D

a-sein

）
に
お
い
て
我
々
は
、
有
限
な
「
脱
自
」
の
「
時
間
性
」

と
無
限
な
「
通
俗
的
時
間
概
念
」
を
交
叉
さ
せ
、
公
開
性
を
も
つ
「
世
界
時
間
」
と
「
頽
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落
（
意
識
か
ら
時
間
性
を
逃
す
）」
と
の
幅
を
も
っ
て
、
自
ら
の
時
間
を
生
き
る
。 

「
仮
面
」
に
は
「
素
顔
」
と
の
連
続
性
に
加
え
、
瞬
間
的
な
力
動
性
が
あ
る
。
そ
れ

ら
が
我
々
対
し
、
生
き
て
い
る
限
り
「
つ
ね
に
す
で
に
仮
で
あ
り
続
け
る
」
宿
命
を
教

え
る
の
だ
。
し
か
し
一
方
「
仮
面
」
は
、
そ
こ
か
ら
目
を
逸
ら
す
手
段
と
し
て
も
働
き

う
る
。
ゆ
え
に
伝
統
か
ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
、
特
撮
ヒ
ー
ロ
ー
か
ら
「
不
気
味

の
谷
」
に
至
る
、
様
々
な
文
化
ス
テ
ー
ジ
に
遍
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
多
様
を
極
め
る

現
象
は
、「
人
間
」
な
る
も
の
の
同
一
性
を
穿
つ
ひ
び
割
れ
と
し
て
表
出
す
る
の
だ
。 

 
 

 
 

４
．「
人
称
」
の
問
い
の
現
在
形
へ 

 

「
仮
面
」の
現
れ
は
、確
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
称
性
の
問
題
を
提
起
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
仮
面
」
の
側
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
現
れ
ざ
る
を
え
な
い

状
況
や
環
境
に
問
い
の
矛
先
を
む
け
さ
せ
る
。
こ
の
反
転
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
こ
れ

ら
の
概
念
自
体
の
「
仮
面
性
」
が
蓋
を
し
て
き
た
も
の―

―

「
人
間
」
が
そ
の
「
ら
し

さ
」
を
了
解
す
る
に
至
る
、
数
々
の
議
論
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
、
次
々
に
我
々
を
導
き
、

問
い
は
螺
旋
を
描
い
て
連
鎖
し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
る
。 

そ
こ
に
連
な
る
も
の
は
何
か―

―

第
一
に
「
複
数
性
」
の
問
題
が
あ
る
。
我
々
は
「
単

独
」
に
存
在
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
複
数
の
自
我
」
の
合
成
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
か
。
第
二
に
「
共
同
性
」
の
問
題
。
先
の
問
い
は
、
次
に
他

者
（
他
我
）
と
の
関
係
性
を
成
立
さ
せ
る
も
の
は
何
か
に
展
開
す
る
。
そ
し
て
「
認
知

と
情
報
処
理
の
問
題
」、
す
な
わ
ち
「
顔
」
の
感
覚
＝
表
出
の
器
官
間
の
機
能
の
近
さ

と
情
動
の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
。
最
後
に
、
存
在
の
「
有
限
性
」
の
問
題
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
我
々
は
「
生
と
死
」
と
い
か
に
向
き
合
う
の
か―

―

と
。 

例
え
ば
、「
仮
面
」
は
得
て
し
て
憑
依
や
変
身
と
い
う
特
異
な
出
来
事
と
と
も
に
あ

り
、
ま
た
「
表
す
・
隠
す
」
と
い
っ
た
強
化
投
射
メ
タ
フ
ァ
ー
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
し

て
何
よ
り
「
眼
差
し
」
と
い
う
最
強
の
指
示
詞
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
は
、専
ら
メ
デ
ィ
ア
的
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
能
と
し
て
議

論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
う
思
う
と
、
情
報
技
術
の
進
展
と
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
が
絡
み
あ
っ
た
時
期
を
過
ご
し
た
、
経
験
の
意
味
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。 

対
面
を
代
替
し
つ
づ
け
たZ

O
O

M

の
画
面
、
そ
こ
に
並
ん
だ
平
面
化
し
た
表
情
や

名
前
だ
け
の
マ
ス
目
も
ま
た
、
あ
る
意
味
「
仮
面
」
機
能
の
一
面
と
も
い
え
よ
う
。
オ

ン
ラ
イ
ン
飲
み
会
、C

lu
b

h
o

u
se

な
ど
の
音
声
メ
デ
ィ
ア
、「
う
ち
で
踊
ろ
う
」
な
ど
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の
ブ
ー
ム
は
あ
っ
と
い
う
間
に
廃
れ
た
が
、
一
方
こ
れ
ら
か
ら
「
特
別
」
さ
が
消
え
、

T
ik

T
o

k

等
の
シ
ョ
ー
ト
動
画
は
溢
れ
、
Ｖ
チ
ュ
ー
バ
ー
の
「
中
の
人
」
が
普
通
に
「
転

生
」
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た
今
の
方
が
、〈
お
も
て
〉
は
多
層
化
し
た
気
が
す
る
。 

と
い
う
こ
と
は―

―

こ
れ
ら
の
現
象
を
、
遍
く
「
仮
面
的
だ
」
と
言
っ
て
終
わ
っ
て

し
ま
っ
て
は
、
思
考
停
止
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
等
し
い
。
現
代
的
な
「
仮
面
」
が
、
物

理
的
に
も
情
報
的
に
も
拡
散
を
加
速
さ
せ
て
い
る
渦
中
で
、
か
つ
て
の
「
仮
面
」
が
問

い
の
前
面
に
立
て
て
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
「
こ
こ
ろ
」
を
、
ど
の
よ
う
な
設
問

の
テ
ー
ブ
ル
に
置
き
直
せ
ば
い
い
か
、そ
れ
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

今
回
は
そ
れ
を
、室
町
の
昔
か
ら
、近
未
来
ま
で
の
長
い
時
間
的
連
続
線
を
引
い
て
、

そ
の
普
遍
性
を
考
え
て
み
た
い
。
新
た
な
「
仮
面
の
時
代
」
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
ど

ん
な
「
記
号
的
」
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
二
日
間
の
大
会
を
通
じ
て
、

様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 


