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は
じ
め
に

　

Ｔ
Ｖ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
新
聞
な
ど
に
お
け
る
意
見
・
コ
メ
ン
ト
で
、「
日
本
人
は
○
○
だ
か
ら
〜
な

の
で
す
よ
」
と
い
う
「
説
明
」
を
頻
繁
に
見
聞
き
す
る
。
そ
の
と
き
の
私
の
感
想
は
、
ま
ず
「
日
本
人
が
他
国
の
人
々

と
比
較
し
て
本
当
に
〜
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
か
、「
そ
も
そ
も
日
本
人
っ
て
本
当
に
○
○
な
の
だ
ろ
う
か
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
○
○
だ
か
ら

0

0

0

〜
」
と
い
う
因
果
的
説
明
が
科
学
的
に
妥
当
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
、
頭
の

中
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
は
学
術
論
文
と
は
異
な
る
の
で
、
科
学
的
厳
密
さ
を
求

め
な
く
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
日
本
人
に
つ
い
て
の
歪
め

ら
れ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
視
聴
者
や
読
者
に
刷
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
り
す
る
と
、
や
は
り
放
置
す
べ
き
で
は

な
い
と
思
え
て
し
ま
う
。

　

人
間
の
思
考
が
論
理
的
な
の
か
ど
う
か
を
研
究
し
続
け
て
き
た
私
が
、
比
較
文
化
に
興
味
を
抱
き
は
じ
め
た
の
は
14

年
前
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
私
が
漠
然
と
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、「
日
本
人
の
思
考
は
非
論
理
的
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
日
本
人
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
下
手
で
、
情
緒
的
で
、
ま
た
使
用
し
て
い
る
言
語
が
非
論
理
的
で
、

総
じ
て
非
論
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
私
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
た
。
上
の
「
説
明
」
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
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「
日
本
人
は
情
緒
的
だ
か
ら
非
論
理
的
な
の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
そ
の
言
説
を
鵜
呑
み
に
し
、
日
本

人
が
非
論
理
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
以
降
、
急
速
に
発
展
し
て
産
業
国
、
先
進
国
に
な
り
え
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
本
書
の
内
容
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
20
年
ほ
ど
の
心
理
学
に
お
け
る
比
較
文

化
的
な
研
究
か
ら
、
日
本
人
が
非
論
理
的
と
い
う
言
説
は
、
か
な
り
疑
わ
し
い
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
で
は
、

文
明
的
な
発
展
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
重
要
か
に
つ
い
て
７
章
で
言
及
も
し
て
い
る
が
、「
日
本
人
が
非
論
理
的
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
産
業
国
に
な
っ
た
」
と
い
う
問
題
は
存
在
し
な
い
も
の
と
な
り
、
主
と
し
て
論
じ
た
の
は
、
タ

イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
本
当
に
非
論
理
的
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

あ
る
程
度
こ
の
領
域
に
精
通
し
て
い
た
私
で
さ
え
も
抱
い
て
い
た
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
現
在
で
も
、
か
な
り
多
く

の
日
本
人
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
、
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
思
い
込
み
を
何
と
か
是
正
し
て
い
き
た
い

と
い
う
こ
と
が
、
私
が
本
書
を
執
筆
し
た
最
も
大
き
な
動
機
で
あ
り
、
目
的
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
学
術
領
域
全
般
に

言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
際
的
な
学
術
雑
誌
で
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
メ
デ
ィ
ア
等
で
は
通
説
と
し
て
ま
か
り
通
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
学
術
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
論
文
で
の
知
見
・
主
張
が
す
べ
て
正
し
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
当
該
領
域
に
つ
い
て
の

世
界
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
に
よ
る
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
と
呼
ば
れ
る
審
査
過
程
を
経
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
最
も

信
頼
で
き
る
も
の
と
言
え
る
。
通
説
が
こ
の
よ
う
な
学
術
雑
誌
の
知
見
・
主
張
と
乖
離
す
る
傾
向
は
、
人
文
・
社
会
系

の
領
域
で
よ
く
見
ら
れ
る
。
特
に
、
専
門
家
で
は
な
く
と
も
意
見
が
言
え
そ
う
な
政
治
や
教
育
な
ど
に
お
い
て
顕
著
な



iii はじめに

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
領
域
の
一
つ
で
あ
る
心
理
学
で
も
例
外
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
を
す
る
人

た
ち
が
そ
の
よ
う
な
学
術
誌
に
目
を
通
す
と
い
う
こ
と
が
め
っ
た
に
な
く
、
ま
た
、
学
術
雑
誌
で
の
知
見
を
わ
か
り
や

す
く
一
般
に
伝
え
る
研
究
者
も
少
な
い
と
い
う
実
情
か
ら
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
商

業
主
義
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
科
学
的
知
見
よ
り
は
人
々
の
興
味
を
引
く
も
の
が
優
先
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
現

状
に
至
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
心
理
学
領
域
に
お
け
る
最
も
ひ
ど
い
例
の
一
つ
が
Ａ
Ｂ
Ｏ
血
液
型
性
格
判
断
だ
と
思
う

が
、
こ
れ
も
、
何
度
否
定
さ
れ
て
も
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
怪
物
ヒ
ュ
ド
ラ
の
よ
う
に
死
な
な
い
。

　

文
化
比
較
、
特
に
日
本
文
化
に
関
係
す
る
テ
ー
マ
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
強
い
。
特
に
問
題
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
日
本
人
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
書
籍
で
あ
る
。
本
書
で
も
、
最
終
章
に
お
い
て
こ
の
「
日
本
人
論
」
に
言
及
し
、
そ

こ
で
、
船
曳
建
夫
や
ベ
フ
ハ
ル
ミ
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
し
て
私
も
実
際
に
同
意
す
る
の
だ

が
、
日
本
人
論
は
、
そ
の
多
く
が
比
較
文
化
の
専
門
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
厳
密
な
科
学
的
比

較
文
化
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
学
術
的
妥
当
性
に
疑
義
が
あ
る
も
の
が
大

半
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
ベ
フ
ハ
ル
ミ
は
、「
多
く
の
日
本
文
化
論
あ
る
い
は
日
本
人
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
ず
、

大
衆
消
費
財
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
断
罪
し
て
い
る
。
比
較
文
化
論
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
偏
見
や
偏
狭

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
容
易
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
放
置
は
危
険
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
科
学
的
な
根
拠
を
求
め
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
、
国
際
的
な
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

比
較
文
化
研
究
が
常
に
参
照
可
能
で
あ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
本
文
中
で
は
、
研
究
成
果
の
紹
介
や
主
張
を

行
な
っ
て
い
る
人
名
の
後
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
で
の
研
究
者
名
と
論
文
の
出
版
年
を
記
し
て
い
る
。
煩
わ
し
く
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思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
該
当
す
る
書
誌
情
報
は
、
巻
末
の
「
引
用
文
献
」
に
リ
ス
ト

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
研
究
論
文
を
紹
介
す
る
さ
い
は
、
専
門
外
の
読
者
の
方
々
に
も

で
き
る
か
ぎ
り
わ
か
り
や
す
く
と
い
う
こ
と
を
心
が
け
た
が
、
ど
う
し
て
も
難
解
な
箇
所
が
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
と
思
う
。

　

本
書
で
は
、「
論
理
的
か
ど
う
か
」
に
注
目
し
て
い
る
の
で
、
他
の
比
較
文
化
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
深
く

言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
比
較
文
化
を
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
文
化
的
特
徴
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な

基
準
が
必
要
か
は
明
示
し
て
い
る
。
最
も
重
要
な
点
は
、
文
化
差
が
事
実
と
し
て
同
定
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
説
明
す
る
か
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
６
章
と
７
章
で
ど
う
説
明
す
べ
き
か
を
議
論
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
私
が
最
も

精
力
を
込
め
て
執
筆
し
た
部
分
で
あ
る
。
私
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
ず
に
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
、
文
化

差
を
最
も
公
平
に
俯
瞰
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
不
断
の
努
力
が
、
近
い
将
来
に
文
化
差
に
ま

つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
私
た
ち
を
開
放
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
な
お
、「
論
理
的

か
ど
う
か
」
以
外
で
本
書
の
中
で
言
及
し
た
比
較
文
化
的
通
説
の
一
つ
が
、「
日
本
人
は
自
然
を
愛
す
る
民
族
で
あ
る
」

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
日
本
人
の
肯
定
的
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
最
終
章
で
、
か
な
り
大
き
な

疑
義
を
提
起
し
て
い
る
。
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本
書
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
人
々
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
私
に
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
の
心
理

学
を
最
初
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
故
梅
本
堯
夫
先
生
と
、
同
じ
く
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
清
水

御
代
明
先
生
、
神
戸
親
和
女
子
大
学
の
多
鹿
秀
継
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
思
考

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
ウ
ォ
ル
ヴ
ァ
ー
ハ
ン
プ
ト
ン
大
学
名
誉
教
授
の
ケ
ン
・
マ
ン
ク
テ
ロ
ー
先
生
、
ダ
ラ
ム

大
学
の
デ
ヴ
ィ
ド
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
先
生
、
お
よ
び
ロ
ン
ド
ン
大
学
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
カ
レ
ッ
ジ
の
マ
イ
ク
・
オ
ー
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
先
生
に
、
研
究
の
哲
学
的
背
景
か
ら
実
施
の
ノ
ウ
ハ
ウ
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
彼
ら
は
、

こ
の
15
年
余
り
の
間
の
、
私
の
指
導
教
員
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

　

比
較
文
化
研
究
の
共
同
研
究
者
と
し
て
、
成
均
館
大
学
の
ド
・
キ
ュ
ン
ス
ー
先
生
、
リ
ヨ
ン
の
認
知
科
学
研
究
所

の
ジ
ャ
ン

−
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
エ
ン
ス
ト
先
生
、
パ
リ
第
８
大
学
の
ジ
ャ
ン
・
バ
ラ
ト
ジ
ン
先
生
、

ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
大
学
の
ユ
ー
ゴ
・
メ
ル
シ
エ
さ
ん
、
カ
ン
ザ
ス
州
立
大
学
の
ゲ
ー
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ス
先
生
、
ウ
タ
ラ
・

マ
レ
ー
シ
ア
大
学
の
ノ
ー
ハ
ヤ
チ
・
ザ
カ
リ
ア
先
生
と
シ
ャ
フ
ィ
ツ
・
モ
フ
ー
ド
・
ユ
ソ
フ
先
生
、
ウ
ォ
ル
ヴ
ァ
ー
ハ

ン
プ
ト
ン
大
学
の
ナ
イ
ア
ル
・
ガ
ル
ブ
レ
ー
ス
先
生
、
上
智
大
学
の
出
口
真
紀
子
先
生
、
日
本
大
学
の
川
﨑
弥
生
さ
ん
、
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元
大
阪
市
立
大
学
研
究
生
の
張
波
さ
ん
の
名
前
を
あ
げ
た
い
。
以
上
の
方
々
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
比
較
文
化
研
究
に
お

い
て
過
大
な
助
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

京
都
大
学
の
田
窪
行
則
先
生
、
楠
見
孝
先
生
、
名
古
屋
大
学
の
唐
澤
穣
先
生
、
ラ
イ
・
ウ
ェ
イ
リ
ン
先
生
、
戸
田
山

和
久
先
生
、
神
戸
女
学
院
大
学
の
小
林
知
博
先
生
、
立
命
館
大
学
の
服
部
雅
史
先
生
、
服
部
郁
子
先
生
、
朴
真
理
子
先

生
、
慶
應
義
塾
大
学
の
平
石
界
先
生
、
北
星
学
園
大
学
の
眞
嶋
良
全
先
生
、
東
京
電
機
大
学
の
高
橋
達
二
先
生
、
高
槻

赤
十
字
病
院
の
岸
本
寛
史
先
生
、
龍
谷
大
学
の
郷
式
徹
先
生
、
神
戸
大
学
の
林
創
先
生
、
大
阪
教
育
大
学
の
高
橋
登

先
生
、
大
阪
府
立
大
学
の
岡
本
真
彦
先
生
、
名
古
屋
大
学
の
中
村
紘
子
さ
ん
、
大
阪
市
立
大
学
の
新
居
佳
子
さ
ん
に
は
、

学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
な
ど
で
貴
重
な
意
見
交
換
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
い
た

だ
い
た
コ
メ
ン
ト
等
は
、
本
書
の
随
所
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
執
筆
途
中
で
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
宮
本
百
合
先
生
か
ら
は
、
ご
自
身
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
私
の
質

問
に
対
す
る
丁
寧
な
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
私
が
知
ら
な
か
っ
た
研
究
資
料
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
り

も
し
た
。
本
書
で
も
論
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
宮
本
先
生
は
、
感
情
面
で
の
比
較
文
化
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
の
世

界
的
な
第
一
人
者
で
あ
る
。

　

ま
た
、
私
が
現
在
所
属
し
て
い
る
大
阪
市
立
大
学
に
赴
任
し
て
５
年
目
と
な
る
が
、
大
学
の
同
僚
の
先
生
方
に
も
ず

い
ぶ
ん
と
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
心
理
学
の
池
上
知
子
先
生
、
川
邉
光
一
先
生
、
佐
伯
大
輔
先
生
に
は
日
ご
ろ
か
ら

ご
研
究
の
最
新
情
報
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
ま
た
歴
史
学
の
井
上
徹
先
生
、
草
生
久
嗣
先
生
か
ら
は
歴
史
的
な
東
洋
と

西
洋
の
比
較
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
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以
上
の
方
々
に
、
心
か
ら
の
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
本
書
の
草
稿
を
読
ん
で
下
さ
っ
た
大
阪
市
立
大
学
の

西
優
里
さ
ん
、
妻
で
も
あ
り
深
層
心
理
学
の
立
場
か
ら
比
較
文
化
に
つ
い
て
の
討
論
を
仕
掛
け
て
く
る
京
都
学
園
大
学

の
山
愛
美
氏
、
そ
し
て
、
こ
の
出
版
不
況
の
中
で
本
書
の
出
版
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
、
か
つ
草
稿
に
つ
い
て
修
正

の
た
め
の
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
新
曜
社
の
塩
浦
暲
社
長
に
、
厚
く
感
謝
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
。
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１
章	

19
世
紀
の
亡
霊

１

−

１	

日
本
人
は
劣
等
民
族
？

　

日
本
人
は
、
非
論
理
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
中
に
は
、
日
本
人
の
思
考
が
非
論
理
的
だ
と
信
じ
て
い
る
人
は

か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
信
じ
て
い
る
人
た
ち
が
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
根
拠

で
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
が
非
論
理
的
で
あ
る
と
す
る
主
張
の
根
拠
と
し
て
い
る
現
象
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ま
た
「
で
は
な
ぜ
、
日
本
人
は
非
論
理
的
な
の
か
」
と
い
う
理
由
も
、
人
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん

と
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
平
洋
戦
争
時
に
お
け
る
、
思
考
停
止
に
陥
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ

る
集
団
意
思
決
定
を
根
拠
に
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
流
さ
れ
る
日
本
の
政
治
家
の
失
言
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
政
治
家
の
知
性
を
疑
い
、
さ
ら
に
そ
の
政
治
家
に
投
票
し
た
日
本
人
の
思
考
力
を
根
拠
に
す
る
人
も
い
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、「
日
本
人
は
情
に
厚
く
、
理
屈
（
論
理
）
よ
り
も
情
を
重
ん
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
漠
然
と
信
じ
て
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い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
19
世
紀
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
、
ア
ジ
ア
人
や
ア
フ
リ
カ
人
は
西
洋
人
に

比
較
し
て
劣
等
民
族
で
あ
る
と
す
る
西
洋
至
上
主
義
に
、
現
在
で
も
同
意
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
す
が
に

民
族
の
劣
等
性
に
ま
で
は
同
意
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
科
学
・
近
代
的
産
業
な
ど
の
発
展
が
遅
れ
た
ア
ジ
ア
は
、

文
化
的
に
西
洋
よ
り
遅
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
文
化
で
育
っ
た
日
本
人
は
思
考
力
が
劣
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
人

は
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
あ
る
企
業
の
会
議
で
自
分
の
「
論
理
的
」
な
意
見
が
通
ら
な
か
っ
た
と
き
、「
だ
か
ら
日
本
人
は
非
論

理
的
な
の
だ
」
と
、
怒
り
な
が
ら
つ
ぶ
や
く
男
が
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
日
本
人
の

非
論
理
性
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
は
、
そ
の
会
議
で
の
結
論
が
「
論
理
的
」
で
は
な
く
、
自
分
の

ほ
う
が
よ
り
「
論
理
的
」
な
結
論
を
主
張
し
た
と
い
う
信
念
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
の
彼
の
「
論
理
的
」

と
い
う
意
味
は
、「
企
業
と
し
て
よ
り
合
理
的
」、
つ
ま
り
、「
彼
が
所
属
す
る
企
業
の
目
標
に
照
ら
し
て
、
効
果
が
期

待
で
き
る
手
段
を
選
択
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、
自
分
の
主
張
す
る
手
段
が
目
標
に
対
し
て

最
も
効
果
的
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
意
見
は
「
非
論
理
的
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
現
実

に
は
彼
が
反
対
し
た
「
非
論
理
的
」
あ
る
い
は
「
非
合
理
的
」
な
結
論
が
下
さ
れ
た
の
か
と
い
う
理
由
と
し
て
、
日

本
人
に
特
有
と
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
特
徴
、
た
と
え
ば
「
タ
テ
社
会
で
あ
る
」（
た
と
え
ば
、
中
根	1967

）
と
か

「
集
団
の
調
和
を
重
ん
ず
る
」
な
ど
の
特
徴
を
思
い
出
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、「
タ
テ
社
会
の
日
本
で
は
、

結
局
は
社
長
の
言
う
こ
と
に
は
誰
も
反
対
で
き
な
い
の
だ
」
と
か
「
付
和
雷
同
的
な
連
中
ば
か
り
だ
」
と
心
の
中
で
つ

ぶ
や
き
な
が
ら
、「
日
本
人
は
非
論
理
的
」
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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仮
に
、
彼
が
主
張
し
て
い
た
意
見
が
最
も
「
論
理
的
」
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
彼
が
考
え
る
よ
う
に
、
そ
の
意
見

を
採
用
し
な
い
同
僚
・
上
司
た
ち
は
「
非
論
理
的
」
に
な
る
。
仮
に
こ
の
判
断
が
ほ
ぼ
正
し
い
と
す
る
と
、
彼
の
頭
の

中
に
は
、
ど
ん
な
信
念
が
渦
巻
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
日
本
人
は
所
詮
ア
ジ
ア
人
だ
か
ら
、
白
人
で
あ
る
西

洋
人
よ
り
は
劣
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。「
劣
っ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か

は
定
義
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
、
こ
の
信
念
は
多
く
の
研
究
者
に
否
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漠
然
と

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
現
代
使
用
さ
れ
て
い
る
論
理
学
や
哲
学
の
主
要

な
源
流
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
あ
り
、
近
代
物
理
学
の
祖
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
西
洋
人
で
あ
り
、
産
業
革
命
は
英
国
で
起
き
、

多
く
の
植
民
地
を
獲
得
し
た
の
は
西
洋
列
強
で
あ
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
は
圧
倒
的
に
西
洋
人
が
多
く
、
現
在
で
も

裕
福
な
の
は
概
し
て
西
洋
の
国
々
で
あ
る
。

　

19
世
紀
の
西
洋
列
強
に
よ
る
植
民
地
化
の
過
程
で
、
人
類
の
中
で
優
れ
て
い
る
の
は
西
洋
人
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
人
や

ア
フ
リ
カ
人
は
劣
等
民
族
で
あ
る
と
考
え
た
人
々
は
多
か
っ
た
。
サ
イ
ー
ド
（Said,	1978

）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に

と
っ
て
、
中
東
以
東
は
、
歴
史
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
異
な
っ
た
、
異
質
で
不
気
味
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
言
説
と
し
て
西
洋
の
文
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
文
献
の
中
で
現
わ

れ
て
お
り
、
と
く
に
、
イ
ス
ラ
ム
帝
国
（
サ
ラ
セ
ン
帝
国
）
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
征
服
や
オ
ス
マ
ン=

ト
ル
コ
に
よ
る
コ

ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
陥
落
の
歴
史
を
残
し
て
き
た
中
東
の
ム
ス
リ
ム
は
、
邪
悪
で
恐
る
べ
き
も
の
と
い
う
見
方
を
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
向
こ
う
の
、
灼
熱
の
イ
ン
ド
に
住
む
人
た
ち
は
裸
の
野
蛮
人
で
あ
り
、
極
東
の
中
国
人
は

西
洋
人
の
理
解
や
想
像
の
範
囲
を
超
え
て
い
た
。
そ
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
観
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
や
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英
国
に
よ
る
イ
ン
ド
の
植
民
地
化
の
過
程
で
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
植
民
地
化
の
理
由
の
一
つ
が
、「
劣
っ
た

彼
ら
は
西
洋
人
に
よ
る
庇
護
と
啓
蒙
が
必
要
だ
」
と
い
う
判
断
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
い
う
概
念
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
（D

arw
in,	C.	R.

）
自
身
は
意
図
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
の
唱
え
た
進
化
論
は
こ
の
思
い
込
み
に
当

時
の
人
々
が
科
学
的
と
信
じ
た
根
拠
を
与
え
、
自
然
選
択
（natural	selection

）
に
よ
っ
て
西
洋
人
が
種
と
し
て
優
秀

な
民
族
に
な
っ
た
と
す
る
信
念
を
形
成
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ゴ
ル
ト
ン
（Galton,	F.

）
に
よ
っ
て
、

社
会
運
動
と
し
て
の
優
生
学
（eugenics

）
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
、
生
物
の
遺
伝
構
造
を
改
良
す
る
こ

と
で
人
類
の
進
歩
を
促
そ
う
と
す
る
科
学
的
社
会
改
良
運
動
で
、「
自
然
」
で
は
な
く
、
優
秀
な
遺
伝
子
の
「
人
為
的
」

選
択
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
西
洋
人
至
上
主
義
と
結
び
つ
い
て
、
ア
ー
リ
ア
系
人
種
を
世
界
で
最
優
秀

な
民
族
に
す
る
た
め
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
先

住
民
へ
の
隔
離
・
同
化
政
策
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
社
会
の
進
歩
に
つ
い
て
の
理
論
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
作
ら
れ
た
の
が
、
社

会
進
化
論
（social	D
arw
inism

）
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
有
能
な
個
人
が
生
き
残
り
に
有
利
で
あ
る
と
同

じ
よ
う
に
、
優
れ
た
社
会
・
文
化
が
勝
ち
残
っ
て
発
展
し
て
い
く
と
主
張
さ
れ
、
19
世
紀
の
時
点
で
、
西
洋
社
会
が
最

も
進
ん
だ
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
進
化
論
と
い
う
命
名
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
種
に
つ
い
て
の
自

然
選
択
の
あ
く
ま
で
比
喩
的
な
適
用
で
あ
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
の
進
化
論
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
優
生
学
に
し
ろ
、

社
会
進
化
論
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
適
者
生
存
・
優
勝
劣
敗
と
い
う
発
想
か
ら
強
者
の
論
理
と
な
り
、
西
洋
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列
強
に
よ
る
侵
略
や
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
文
化
相
対
主
義
（cultural	relativism

）
は
、
西
洋
至
上
主
義
や
社
会
進
化
論
に
対
す
る
強
烈
な

批
判
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
中
心
的
主
唱
者
で
あ
る
ボ
ア
ズ
（Boas,	1911

）
は
、
す
べ

て
の
文
化
は
優
劣
で
比
べ
る
も
の
で
は
な
く
対
等
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
社
会
の
文
化
の
洗
練
・
発
展

の
先
進
性
は
そ
の
外
部
の
社
会
の
尺
度
に
よ
っ
て
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
倫
理
的
な
態
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
の
議
論
は
、
本
書
で
も
取
り
上
げ
る
「
何
が
合
理
的
な
の
か
」
と
い
う
論
争
と
も
関
係
す
る
。
文
化
相
対
主
義

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
中
に
特
有
の
合
理
性
基
準
が
あ
り
、
そ
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
ど
の
文
化
も
十
分
に
合
理

的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（Benedict,	1934

）
は
、
文
化
は
、
類
型
（type

）
と
呼
べ
る
ほ
ど
固
定
的
な
も
の
で

は
な
い
と
し
て
、
文
化
の
型
（pattern	of	culture

）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
そ
の
機
能
を
、
人
間
の
集
団
が
永
続

的
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
一
定
の
思
考
と
行
動
の
型
を
形
成
し
、
保
持
す
る
と
共
に
、
そ
の
集
団
の
ま
と

ま
り
を
妨
げ
る
も
の
を
排
除
し
た
り
、
無
害
な
も
の
に
作
り
変
え
た
り
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
彼
女
に
よ
れ
ば
、
文

化
は
、
国
ま
た
は
部
族
の
メ
ン
バ
ー
が
共
有
す
る
無
意
識
、
す
な
わ
ち
集
合
的
無
意
識
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
は
、
意

識
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
世
代
を
超
越
し
、
歴
史
を
超
越
し
、
環
境
を
超
越
し
、
社
会
的
変
動
を
超
越
し
、
政
治
的

権
力
を
超
越
し
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
変
化
し
な
い
。
そ
し
て
、
異
な
る
文
化
の
型
同
士
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と

が
起
こ
り
え
て
、
そ
う
い
う
場
合
で
も
、
ど
ち
ら
が
正
し
く
、
ど
ち
ら
が
不
正
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
判
断
を
下
す
根

拠
は
存
在
せ
ず
、
価
値
の
優
劣
を
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
ミ
ー
ド
（M

ead,	1928,	1935

）
は
、
南
太
平
洋
の
サ
モ
ア
や
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
調
査
を
行
な
い
、「
遅
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
た
彼
ら
の
文
化
が
独
自
の
合
理
性
を
持
ち
、
西
洋
文
化
を
基
準
に
し
て

発
展
の
程
度
を
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
導
い
た
。
彼
女
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
は
、「
サ
モ
ア
で

は
、
女
子
は
思
春
期
で
も
闊
達
で
不
安
定
に
は
な
ら
な
い
」
や
「
男
性
で
も
攻
撃
的
で
は
な
い
文
化
や
、
女
性
で
も
攻

撃
的
な
文
化
が
あ
る
」
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
こ
の
「
発
見
」
は
、「
思
春
期
の
女
子
の
精
神
的
不
安
定
さ
は
、
身
体

の
生
物
学
的
変
化
に
よ
る
も
の
で
、
文
化
普
遍
で
あ
る
」、「
攻
撃
性
は
男
性
の
生
得
的
な
性
質
で
あ
る
」
な
ど
の
当
時

の
常
識
を
覆
す
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
生
物
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

る
に
至
っ
た
。

　

文
化
相
対
主
義
は
、
未
開
と
さ
れ
た
文
化
に
住
む
人
々
へ
の
偏
見
や
差
別
を
是
正
す
る
点
で
た
い
へ
ん
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
ボ
ア
ズ
や
ミ
ー
ド
が
こ
の
主
張
を
開
始
し
た
１
９
２
０
年
代
は
、「
氏
か
育
ち
か
（nature	or	

nurture

）」
と
い
う
論
争
が
盛
ん
な
こ
ろ
で
あ
り
、
ミ
ー
ド
の
調
査
結
果
は
、「
育
ち
」、
つ
ま
り
文
化
的
影
響
が
、
生

物
学
的
影
響
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
と
す
る
と
主
張
の
裏
付
け
と
な
っ
た
。
ま
た
、
文
明
へ
の
批
判
と
自
然
賛
美
か

ら
生
ま
れ
た
概
念
に
、「
高
貴
な
野
蛮
人
（noble	savage
）」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
野
蛮
人
は
無
知
で
残
虐
で
攻
撃
的
」

と
す
る
そ
れ
ま
で
の
常
識
を
打
ち
破
る
思
想
で
、「
ヒ
ト
の
暴
力
・
攻
撃
性
・
殺
人
」
は
、
武
器
の
考
案
な
ど
に
よ
る

現
代
文
明
の
産
物
で
あ
り
、
も
と
も
と
人
間
は
、
道
徳
的
で
平
和
に
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
れ
が
当
時
未
開
と
さ
れ
た

人
々
の
間
に
見
ら
れ
る
と
し
て
、
彼
ら
は
「
高
貴
な
野
蛮
人
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
も
、
自
然
選

択
や
社
会
進
化
に
よ
っ
て
、
西
洋
社
会
が
最
も
高
度
な
道
徳
性
を
発
展
さ
せ
た
と
す
る
主
張
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
、
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「
サ
モ
ア
の
人
々
は
攻
撃
性
が
低
く
、
争
い
も
な
い
」
と
す
る
ミ
ー
ド
の
「
発
見
」
は
、
こ
の
主
張
の
強
力
な
裏
付
け

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
文
化
相
対
主
義
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
こ
の
ミ
ー
ド
の
研
究
の
ず
さ
ん
さ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
フ
リ
ー
マ
ン
（Freem

an,	1983

）
に
よ
る
指
摘
で
、
文
化
人
類
学
者
と
し
て
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
で
あ

る
ミ
ー
ド
も
、
そ
の
研
究
は
現
在
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
サ
モ
ア
語
も
話
せ
ず
、

サ
モ
ア
の
社
会
に
十
分
に
参
加
す
る
こ
と
な
し
に
、
伝
聞
で
集
め
た
資
料
か
ら
「
高
貴
な
野
蛮
人
」
や
文
化
相
対
主
義

の
主
張
に
合
致
す
る
報
告
を
行
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、
女
性
の
思
春
期
の
記
述
の
誤
り
つ
い
て
は
、

ま
さ
か
自
分
た
ち
の
話
が
学
術
的
な
本
に
載
る
こ
と
を
夢
想
も
し
な
か
っ
た
、
サ
モ
ア
の
娘
た
ち
の
ふ
ざ
け
話
を
真
に

受
け
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
後
に
行
な
わ
れ
た
現
地
で
の
調
査
研
究
で
は
、
ミ
ー
ド
が
報

告
し
た
事
実
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
ず
、
当
初
は
、
ミ
ー
ド
が
調
査
を
行
な
っ
た
１
９
２
０
年
代
以
降
、
西
洋
の
文
化

が
入
っ
て
き
て
サ
モ
ア
人
が
変
容
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
ミ
ー
ド
が
報
告
し
た

「
発
見
」
は
、
そ
の
多
く
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
高
貴
な
野
蛮
人
」
に
つ
い
て
は
、
デ
イ
リ
ー
と
ウ
ィ
ル
ソ

ン
（D

aly	&
	W
ilson,	1988

）
が
、
決
定
的
に
否
定
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
西
洋
文
明
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
人
々

と
現
代
の
都
市
で
の
殺
人
の
比
較
を
行
な
い
、
前
者
で
の
圧
倒
的
な
殺
人
の
多
さ
か
ら
、「
高
貴
な
野
蛮
人
」
が
19
世

紀
の
人
々
の
願
望
や
空
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
文
化
相
対
主
義
が
、
差
別
や
偏
見
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
優
生
学
や
社
会
進
化
論
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
、
科
学
的
主
張
と
い
う
よ
り
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
張
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、
文
化


