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は
じ
め
に

　

世
紀
が
変
わ
っ
て
か
ら
の
十
数
年
、
日
本
や
日
本
人
と
い
う
言
葉
の
語
感
は
大
き
く
変
化
し
た
。
少
し
前
ま
で
、

戦
争
と
い
う
単
語
は
日
本
の
過
去
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
で
は
日
本
の
未
来
に
起
こ
り
う
る
危
機
を
告

げ
る
身
近
な
言
葉
と
化
し
た
。
そ
の
文
脈
を
、
新
し
い
愛
国
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
支
え
て
い
る
。

　

論
理
を
複
雑
な
議
論
を
と
お
し
て
考
え
る
こ
と
よ
り
も
、
イ
メ
ー
ジ
や
わ
か
り
や
す
い
図
式
が
好
ま
れ
る
の
が
、

い
ま
の
空
気
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ン
プ
ル
な
愛
国
的
感
覚
は
、
あ
た
り
ま
え
で
自
然
な
感
情
と
し
て
認
識
さ

れ
、
世
の
中
に
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
と
い
う
単
語
に
自
分
を
預
け
る
こ
と
で
自
我

を
保
と
う
と
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
日
本
や
日
本
人
と
い
う
記
号
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
力
に
な
る
。
日
本
人
と

し
て
の
誇
り
を
も
っ
て
日
本
を
愛
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
自
虐
的
な
姿
勢
で
過
去
を
反
省
す
る
時
期
は
も

う
終
わ
っ
た
、
歴
史
に
対
す
る
一
般
的
な
態
度
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
疚
し
さ
な
ど
も
は
や
見
飽
き
た
、
と
い
う
感

覚
が
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

他
方
で
、
未
来
へ
の
希
望
を
も
つ
こ
と
は
難
し
く
な
っ
た
。
格
差
社
会
を
背
景
に
息
苦
し
い
閉
塞
感
が
広
が
り
、

大
震
災
と
原
発
事
故
の
後
に
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
問
題
か
ら
目
を
背
け
つ
つ
、
ゆ
る
や
か
な
絶
望
感
が
わ
か

ち
も
た
れ
て
い
る
。
未
来
の
方
が
い
ま
よ
り
も
豊
か
に
な
る
と
い
う
手
応
え
が
も
て
な
い
た
め
、
た
の
し
く
充
実
し
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た
実
感
を
味
わ
う
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
小
さ
な
こ
と
に
腹
を
立
て
た
り
苛
立
っ
た
り
す
る
瞬
間
が
増
加
し
て
い

く
。
実
際
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
電
車
の
な
か
や
公
共
の
空
間
で
、
攻
撃
的
な
気
分
に
な
る
回
数
が
増
え
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
常
的
な
場
面
で
、
ク
レ
ー
ム
を
言
い
立
て
る
人
の
数
も
激
増
し
た
よ
う
に
感
じ
る
。
不

安
や
不
満
、
怒
り
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
嫉
妬
か
ら
、
不
愉
快
な
感
触
が
醸
成
さ
れ
、
ス
ト
レ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
に
く
い
心
理
状
態
が
社
会
の
標
準
と
な
っ
て
い
る
。

　

不
快
な
感
触
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
た
め
に
、
現
在
の
日
本
社
会
に
み
ら
れ
る
現
象
こ
そ
が
、
バ
ッ
シ
ン
グ
に
ほ
か
な

る
ま
い
。
大
勢
が
攻
撃
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
対
象
や
出
来
事
が
現
わ
れ
た
と
き
、
皆
と
一
緒
に
な
っ
て
攻
撃
を

加
え
る
。
自
分
に
は
批
判
が
直
接
返
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
の
バ
ッ
シ
ン
グ
に
参
加
す

る
こ
と
で
、
負
の
感
情
が
解
消
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
集
団
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
安
心
感
が
得
ら
れ
る
。
そ
う
や

っ
て
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
は
実
際
の
と
こ

ろ
、
誰
で
あ
っ
て
も
何
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

　

誰
で
も
い
い
誰
か
に
向
け
ら
れ
た
攻
撃
的
な
暴
力
は
、
愛
国
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
転
じ
て
、
日
本
社
会
の
全

体
を
覆
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
韓
国
」「
北
朝
鮮
」「
中
国
」「
在
日
」
と
い
っ
た
記
号
に
際
だ
っ
た
暴
力
が
向
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
こ
と
に
論
理
的
な
根
拠
が
あ
る
か
に
み
え
る
と
い
う
点
に
起
因
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
自
然
に
も
っ
て
い
る
は
ず
の
、
愛
国
的
な
感
覚
に
支
え
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
根
拠
と
す
る
意
見
の
表
明
で
あ
る
。
時
と
し
て
行
き
す
ぎ
た
暴
力
に
な
り
、
自
分
と
し
て
は
過
剰
な
暴
力
を
容
認

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
そ
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
攻
撃
す
る
集
団
の
一
部
に
な
れ

ば
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
の
自
我
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
、
不
満
や
不
安
な
ど
の
否
定
的
な
感
触
を
忘
れ
、
結
果
と
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し
て
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
漠
然
と
し
た
意
識
を
、
多
く
の
人
が
共
有
し
て

い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
現
在
の
愛
国
的
空
気
は
、
か
つ
て
の
帝
国
主
義
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
式
と
は
異
な
り
、
思
想
や
論

理
を
欠
い
た
感
情
の
表
出
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
学
術
的
に
分
析
し
た
り
、
論
理
的
に
検
証
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
あ
る
い
は
、
そ
う
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
気
分
や
イ
メ
ー
ジ
だ
と
、
い
え
ば
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
私
に
は
、
こ
の
愛
国
的
空
気
が
、
近
代
の
帝
国
主
義
が
日
本
語
の
な
か
に
形
成
し
た
無
関
心
の
回
路
を
ベ

ー
ス
に
、
日
本
語
を
使
用
す
る
人
々
の
無
意
識
を
呪
縛
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ッ
シ
ン
グ
的

な
攻
撃
を
す
る
側
は
、「
韓
国
」「
北
朝
鮮
」「
中
国
」「
在
日
」
を
イ
メ
ー
ジ
上
の
存
在
と
し
て
し
か
見
て
お
ら
ず
、

具
体
的
な
他
者
に
対
す
る
関
心
や
興
味
を
欠
い
て
い
る
か
ら
だ
。
愛
国
的
な
気
分
で
同
化
し
た
「
わ
た
し
た
ち
」

は
、「
韓
国
」「
北
朝
鮮
」「
中
国
」「
在
日
」
の
内
実
を
、
自
分
が
向
き
合
っ
た
具
体
的
な
誰
か
や
何
か
と
し
て
見
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
任
意
の
記
号
で
あ
り
、
容
易
に
ほ
か
の
対
象
と
入
れ
替
わ
り
う
る
。
負
の
感
情
が
解
消
で

き
る
な
ら
、
バ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
は
何
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

　

そ
の
感
触
の
根
底
に
は
、
他
者
に
対
す
る
無
関
心
、
さ
ら
に
は
自
分
が
置
か
れ
た
社
会
的
、
歴
史
的
、
政
治
的
な

構
造
に
対
す
る
無
関
心
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
関
心
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
見
た
く
な
い
も
の
、
知
ら
な
く
て
も
す

む
も
の
を
見
な
い
で
避
け
る
行
為
を
許
容
す
る
と
い
う
、
近
代
日
本
の
言
説
の
形
式
に
よ
っ
て
、
日
本
語
の
な
か
に

網
の
目
状
に
広
が
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
現
在
の
愛
国
的
空
気
が
、
近
代
日
本
の
帝
国
主
義
に
基
づ
く
無
関
心
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
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ら
「
愛
国
的
無
関
心
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
、
そ
の
し
く
み
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
近
代
天
皇
制
の
権
力
構
造
を
背
景
と
し
た
大
日
本
帝
国
の
検
閲
シ
ス
テ
ム
や
物
語
の
形

式
を
手
が
か
り
に
、
現
代
と
近
代
を
行
き
来
し
つ
つ
、
帝
国
主
義
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
関
わ
り
か
ら
、
日
本
語
と
い

う
言
語
の
な
か
に
構
成
さ
れ
た
論
理
と
、
愛
国
的
無
関
心
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

時
代
と
し
て
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
現
在
と
い
う
こ
の
百
年
の
間
を
考
察
の
射
程
に
、
ま
た
、
分
析
対
象
と
し

て
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
言
語
、
小
説
テ
ク
ス
ト
、
映
画
な
ど
を
取
り
上
げ
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
過
去
か
ら
現
在
に

向
か
う
時
間
の
流
れ
を
通
時
的
に
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
と
過
去
の
あ
る
一
点
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
代
の
論
理
を
下
支
え
し
て
い
る
言
説
の
構
造
を
可
視
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　

第
一
部
「
検
閲
と
帝
国
」
で
は
、
近
代
日
本
の
検
閲
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
現
わ
れ
た
「
伏
字
」
と
い
う
制
度
を
に

ら
み
つ
つ
、
現
在
の
愛
国
言
説
を
ベ
ー
ス
で
支
え
て
い
る
論
理
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
第
二
部
「
物

語
の
制
度
」
で
は
、「
伏
字
的
死
角
」
に
つ
い
て
、
制
度
と
し
て
の
物
語
を
考
察
す
る
観
点
か
ら
議
論
し
て
い
く
。

　
「
伏
字
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
活
字
に
し
た
な
ら
発
行
が
禁
止
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
危
な
さ
を
含
ん
だ
文
章
の

一
部
を
、
出
版
す
る
側
が
自
主
的
に
○
や
×
な
ど
の
記
号
に
置
き
換
え
て
伏
せ
る
と
い
う
、
近
代
日
本
に
特
有
の
自

己
検
閲
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
○
や
×
を
含
ん
だ
文
章
が
活
字
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
読
め
な
い

空
白
を
含
ん
だ
記
号
の
集
積
体
、
死
角
を
備
え
た
テ
ク
ス
ト
と
な
る
こ
と
だ
。
伏
字
は
、
た
だ
の
空
白
で
は
な
く
、

も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
、
対
応
す
べ
き
記
号
を
備
え
た
空
白
の
場
所
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
い
う
と
、
空
白
の
よ

う
で
あ
っ
て
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
見
え
な
く
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
記
号
の
場
所
を
作
る
の
が
、

伏
字
の
役
割
で
あ
る
。
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本
書
で
は
そ
れ
を
「
伏
字
的
死
角
」
と
呼
び
、
そ
の
よ
う
な
死
角
を
含
ん
だ
言
説
の
論
理
こ
そ
が
、
近
代
の
日
本

語
の
基
層
に
あ
っ
て
他
者
に
対
す
る
無
関
心
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
検
閲
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
伏
字
は
す
で
に
存
在
し
な
い
が
、
伏
字
と
い
う
表
現
形
式
は
、
現
在
の
日
本
語
表
現
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
伏
字
の
論
理
が
現
在
に
至
る
ま
で
延
命
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

愛
国
的
無
関
心
は
、
他
者
に
向
け
ら
れ
た
暴
力
に
も
な
り
う
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
自
分
自
身
を
傷
つ
け
る
ふ
る

ま
い
に
も
通
じ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
死
角
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
を
損
な
う
可

能
性
が
自
分
か
ら
は
見
え
に
く
い
と
い
う
、
逆
説
的
な
状
況
が
継
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

問
い
を
念
頭
に
、
以
下
、
帝
国
主
義
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
き
た
い
。
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第
一
章　

愛
国
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

1　

生
き
に
く
さ
と
暴
力―

―

ネ
ッ
ト
右
翼
と
排
外
主
義

　

現
在
の
空
気
を
象
徴
す
る
「
愛
国
」
は
、
そ
こ
は
か
と
な
い
共
感
や
同
意
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
絆
を
つ
な
ぎ
な

が
ら
、
そ
の
絆
か
ら
は
み
だ
し
た
他
者
に
対
し
て
、
厳
し
い
暴
力
を
振
り
向
け
る
。
誰
か
に
向
か
う
強
力
な
攻
撃
性

の
裏
に
は
、
誰
に
も
向
か
わ
な
い
乾
い
た
無
関
心
が
は
り
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
愛
国
的
な
空
気
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
、
い
か
な
る
物
語
と
結
び
つ
い
て
、
社
会
的
な
感
性
を
醸
成
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
な
ど
の
憎
悪
煽
動
行
為
に
言
及
す
る
論
者
は
、
そ
れ
が
在
特
会
（
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の

会
）
に
限
定
さ
れ
た
現
象
で
は
な
く
（
１
）、
日
本
社
会
の
全
体
を
覆
う
空
気
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
口
々
に
指
摘
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
師
岡
康
子
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
下
地
に
は
日
本
政
府
の
歴
史
的
な
姿
勢
が
あ
る
と
し
、「
排

外
主
義
デ
モ
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
か
と
の
問
い
は
、
彼
ら
は
自
分
と
は
違
う
特
異
な

人
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
政
府
の
排
外
性
を
反
映
し
た
日
本
社
会
の
一
部
で
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あ
り
、
そ
の
醜
さ
を
露
骨
に
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
（
２
）。
在
特
会
に
よ
る
京
都
朝
鮮
学
校
襲
撃
事
件

を
取
材
し
た
中
村
一
成
は
、「
何
よ
り
脅
威
だ
っ
た
の
は
、
右
肩
上
が
り
で
増
え
て
い
く
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
、
サ
イ
バ

ー
ス
ペ
ー
ス
を
飛
び
出
し
た
デ
モ
参
加
者
が
数
倍
に
な
っ
た
事
実
だ
っ
た
。
自
ら
の
「
正
義
」
に
陶
酔
し
、
人
を

傷
つ
け
、
蔑
む
こ
と
に
心
底
か
ら
の
快
楽
を
覚
え
る
者
た
ち
の
裾
野
は
広
が
っ
て
い
た
。「
在
特
会
的
な
る
も
の
」

は
こ
こ
ま
で
日
本
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
（
３
）。
ま
た
、
森
達
也

は
、
日
本
社
会
全
体
の
「
集
団
化
」
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、「
問
題
は
在
特
会
そ
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
彼
ら
を
醸
成
す
る
今
の
こ
の
国
の
雰
囲
気
だ
」
と
言
明
す
る
（
４
）。

　

加
え
て
、
現
在
の
排
外
主
義
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
多

く
、
野
間
易
通
の
言
う
よ
う
に
、
在
特
会
的
な
も
の
の
特
徴
は
「
ネ
ッ
ト
上
の
言
語
感
覚
を
街
頭
に
そ
の
ま
ま
持
ち

だ
し
た
こ
と
」
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
し
て
、
匿
名
掲
示
板
サ
イ
ト
２
ち
ゃ
ん
ね

る
に
は
オ
ー
プ
ン
直
後
か
ら
「
人
権
問
題
」
と
い
う
掲
示
板
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
差
別
的
な
発
言
が

容
認
さ
れ
て
い
た
（
５
）。
そ
う
し
た
構
造
の
延
長
で
、
現
在
で
も
、
ネ
ッ
ト
空
間
は
差
別
的
な
感
性
に
下
支
え
さ
れ
て
い

る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
人
々
の
感
性
を
再
編
し
て
い
く
あ
り
よ
う
を
分
析
し
た
村
上
裕
一
は
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
新

し
い
中
間
大
衆
を
「
フ
ロ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　

　

む
し
ろ
、
こ
こ
で
解
き
明
か
し
た
い
の
は
、
ネ
ト
ウ
ヨ
と
い
う
言
葉
が
暗
に
指
し
示
す
フ
ロ
ー
ト
の
存
在

と
、
そ
の
背
景
と
な
る
環
境
や
条
件
の
ほ
う
で
す
。
改
め
て
確
認
し
ま
す
と
、
フ
ロ
ー
ト
と
は
、
強
い
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
持
た
な
い
ネ
ッ
ト
時
代
の
新
中
間
大
衆
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
情
動
的
に
大
き
く
左
右
に
揺
れ
動
い
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て
し
ま
う
「
浮
動
的
」
な
人
々
の
こ
と
で
し
た
。
フ
ロ
ー
ト
は
、
こ
こ
で
は
ネ
ト
ウ
ヨ
の
前
段
階
の
存
在
と
し

て
現
れ
て
き
ま
す
。 

（『
ネ
ト
ウ
ヨ
化
す
る
日
本
』）

　
　

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
た
現
在
で
は
、
情
報
を
主
と
し
て
ネ
ッ
ト
か
ら
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

際
、
人
々
は
２
ち
ゃ
ん
ね
る
か
ら
情
報
を
抽
出
し
た
「
ま
と
め
サ
イ
ト
」
や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
に
日
常
的
に
触
れ

る
。
実
の
と
こ
ろ
、
ま
と
め
サ
イ
ト
や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
は
右
翼
的
な
論
調
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、「
フ
ロ

ー
ト
」
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に
自
然
な
も
の
と
し
て
情
報
を
受
容
し
て
し
ま
う
た
め
、
容
易
に
ネ
ッ
ト
右
翼
に
流
入
し

う
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
（
６
）。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
空
間
を
浮
動
す
る
こ
と
は
、
排
外
的
な
感
性
を
内

面
化
し
た
「
わ
た
し
た
ち
」
を
大
量
生
産
す
る
過
程
と
化
す
の
で
あ
る
。

　

現
況
の
基
本
的
な
構
造
を
大
き
く
ま
と
め
る
な
ら
、
第
一
に
、
同
調
圧
力
を
背
景
に
集
団
化
が
進
行
し
た
社
会
に

お
い
て
、
在
特
会
的
な
る
も
の
の
暴
力
は
、
ネ
ッ
ト
を
背
景
に
標
準
化
さ
れ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

事
態
が
あ
り
、
第
二
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
内
在
さ
れ
た
右
翼
的
な
傾
き
が
、
そ
れ
と
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に

排
外
主
義
的
な
コ
ー
ド
を
共
有
す
る
絆
を
生
成
し
て
い
る
様
相
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
排
外
主
義
の
現
在
形
は
、
閉
じ

ら
れ
た
ネ
ッ
ト
空
間
に
お
い
て
、
新
た
な
集
団
的
感
性
を
生
み
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
差
別
的
な
物
語
が
現

実
と
地
続
き
に
な
っ
て
、
現
実
の
空
気
を
更
新
し
て
い
く
の
だ
（
７
）。

2　

快
楽
と
し
て
の
愛
国
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で
は
、
排
外
的
な
傾
き
を
帯
び
た
愛
国
言
説
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
論
理
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
ネ
ッ
ト
右
翼
、
あ
る
い
は
保
守
系
論
客
と
し
て
発
言
す
る
書
き
手
や
活
動
者
の
主
張
に
共
通
す
る
第
一
の

論
理
は
、「
ネ
ッ
ト
で
目
覚
め
た
」
と
い
う
「
覚
醒
」
の
感
覚
で
あ
る
。
右
派
の
論
客
で
あ
る
古
谷
経
衡
は
「「
ネ

ッ
ト
で
目
覚
め
ま
し
た
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
人
は
実
に
多
い
で
す
よ
ね
」
と
語
る
が
（
８
）、「
目
覚
め
る
」「
覚
醒
す

る
」
と
い
っ
た
単
語
は
、
愛
国
言
説
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
女
性
ブ
ロ
ガ
ー
のY

O
K
O

は
、
自
著
の
な

か
で
「
覚
醒
」
の
言
葉
を
繰
り
返
し
用
い
な
が
ら
、
愛
国
的
な
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

　
　

　

そ
の
後
、
２
０
１
２
年
に
人
生
の
流
れ
が
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
に
よ
る
尖
閣
問
題
や
、
韓
国

に
よ
る
竹
島
問
題
を
通
し
て
、
あ
る
日
、
自
分
が
生
き
て
い
る
社
会
の
実
態
が
自
分
の
思
っ
て
い
た
も
の
と
違

う
こ
と
に
ハ
ッ
と
気
付
い
た
の
で
す
。
以
前
か
ら
勘
付
い
て
い
た
マ
ス
コ
ミ
の
お
か
し
さ
と
も
リ
ン
ク
す
る
部

分
が
あ
り
ま
し
た
（
９
）。 

（『
超
人
気
ブ
ロ
ガ
ー Random

 Y
O
K
O

の
新
・
愛
国
論
』）

　
　

　

彼
女
の
「
ハ
ッ
と
気
付
い
た
」
瞬
間
こ
そ
、
覚
醒
と
い
う
物
語
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
歴
史
認
識
が

逆
転

0

0

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
一
方
、
自
ら
愛
国
運
動
を
実
践
す
る
佐
波
優
子
は
、

愛
国
的
な
活
動
を
す
る
女
性
た
ち
を
取
材
し
た
『
女
子
と
愛
国
』
に
お
い
て
、
逆
転
の
体
験
が
何
人
も
の
女
性
た
ち

に
わ
か
ち
も
た
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
　


