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そ
し
て
、

吉

本

隆

明

氏

(

以

下

敬

称

略

)

の

さ

ぼ

り

気

味

の

読

者

で

し

か

な

い

私

が

、

特

集

の

執

筆

依

頼

を

受

け

て

し

ま

っ

た

。

「

メ

デ

イ

会

シ

ス

テ

ム

」

に

つ

き

、

社

会

学

的

に

論

ず

る

よ

う

に

、

そ
こ
で
、
『
重
層
的
な
非
決
定
へ
』
、

「
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
」
、

載
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ア

と

社

と
い
』
フ
。

そ
の
ほ
か
を
、

『
マ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
論
』
、
連

読

み

と

お

し

て

吉
本
に
は
ど
こ
か
、

に

も

か

か

わ

ら

ず

。
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中
は
4
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令
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ω年
は
3
・

00
ψ

し
か
は
か
っ
た
。
当
時
払
は

3
月
に
聞
か
れ
た
巾
悶
の

会
問
人
民
代
表
大
会
(悶
会
)

で
、
国
家
主
附
(
国
家
元
首
)
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山
し
氏
が
山
内
ま
り
、
新
指
同
時

間
が
本
的
的
に
始
動
し
た
り

年
7
仰
の
山
経
済
成
長
田
慨
を

嗣
げ
る
と
と
ら
に
、
絡
を
定

正
簡
は
ど
会
打
ち
山
し
て
い

る
，折
郎
制
の
似
凶
は
何
か
，
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と
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で
同
一
則
し
、
明
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、
削

一
別
講
氏
の
時
佼
で
あ
る
消
山
県
大
学
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こ
と
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3
w
m
問
先
民
ゃ
ん
穴

一
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、
則
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悩
授、

刷
版
問
聞
に
つ

一
い
て
党
・
政
府
の
拍
翠
刊
に
太
一川

一
以
川
町
訴
を
椛
け
て
い
る
。

一

山一削減
な
経
済
成
良
の
一
方
で
、

一
・5
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e
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一
一
凶
家
知
事
設
主
席
に
同
盟
さ
れ
、

一
政
治
近
代
化
心
思
れ
も
指
摘
苫
れ

一
た
ed

「削
l
総
体
制
」
は
江
川
民

一
一
川
代
と
州
が
逝
う

ωか
。

「江
沢
山
氏
が
総
街
紀
にい似
つ

に
制
年
け
天
安
門
事
刊
の
間
後

で
、
中
国
は
山
中
山
か
犯
か
の
位
険
似

た
起
こ
り
つ
」
」。
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中国経済肱世界に貢献
胡鞍鋼さんに聞く

一
吉
つ

橋
爪
大
三
郎

て

る

こ

と

が

、

新

し

く

な

っ

た

と

か

い

う

の

で

は

な

い

。

そ

う

で

は

な

く

て

、

吉

本

自

身

が

〈

新

し

い

も

の

〉

に

、

特

に

な

み

な

み

な

ら

ぬ

関

心

を

示

す

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

そ

こ

が

ま

た

目

新

し

く

て

、

注

目

を

集

め

て

い

る

ら

し

い

。

そ

れ

で

こ

の

特

集

に

な

っ

た

の

か

O

i
-
-
-と
納
得
が
い
く
。
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俺

は

こ

の

二

0
年

間

、

一

線

に

出

づ

っ

ぱ

り

な

ん

だ

ぞ

。

こ

か

で

吉

本

が

タ

ン

カ

を

き

っ

て

い

た

。

た

こ

と

だ

。

社

会

党

が

ダ

サ

か

っ

た

り

、

り
、
を
背
景
に
す
る
と
、

最
近
の
彼
の
仕
事
は
、

と

、

ど

た

し

か

に

そ

り

ゃ

、

大

し

知

識

人

が

無

学

だ

っ

た

ひ

と

き

わ

光

る

と

い

う

も

の

だ

。

そ

れ

な

り

に

面

白

い

し

、

刺

激

的

で

あ

る

。

や
ソ
迎
と
同
じ
一胞を
た
ど
り
、
嗣
・

l
成
に
な
っ
た
。
常
務
一夜間九の

腺
ゆ
経
済
が
終
的

J

込
ん
で
、
政
治

郎
像
、
政
治
問
問問の
位
物
が
祈
人

・社
会
が
不
安
定
化
ー
ー
と
い
う
に
代
わ
っ
た
。
不
十
分
な
と
こ
ろ

三
つ
の
可
能
性
を
予
測
し
た
。
そ
は
あ
る
が
、
政
治
の
進
歩
と
旦
gA

の
梢
県
は

一
番
良
い
予
怨
と
な
あ
の
で
は
な
い
か
」
と
約
す
。

り
、
江
沢
民
氏
は
新
体
制
の
良
い
新
指
導
部
の
制
阻
で
あ
る
柄
差

年
に
、
社
会
保
附
制
使
、
少
取
出

版
以
ど
明
者
岨
問
先
冷
」提
注
し
た
。

相岡
家
宝
尚
附
は
、
ほ
ぽ
私
の
巧
え

を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
と
川
刷
、
つ
」

こ
の
イ
ン
タ
ビ
子
ー
は
イ
ラ
ク

戦
争
の
開
戦
闘
後
に
行
わ
れ
た
υ

圃政策学者

中
凶
の
悶
米
に
つ
い
て
、

①
社
会

が
立
定
し
、
経
済
も
発
展
ゆ
取
欧

以
地
を
作
コ
た
と

J

耐
え
る
」

仰
さ
ん
は
ま
ず
、
総
理面
記
就
任

問
の
時
代
瑚
駒
山
通
い
を
指
摘
し

た
。
そ
し
て
、
「
(
上
海
市
党
都

記
か
ら
披
て
き
さ
れ
た
)
江
沢
民

氏
と
速
い
、
削
制
週間
氏
は
中
山
〈で
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短
応
策
に
つ
い
て
は
、
削
さ
ん
は

次
の
よ
う
に
泊
明
し
た
。

「指
持
部

ω、
第
一
川
町
陥
と
し

て
一
部
の
成
長
を
先
行
さ
せ
る
方

簡
を
と
っ
た
。

俗
差
是
正
簡
は
第

2
弾
の
路
民
府
怨
と
い
う
こ
と
に

純
消
学
刊
と
し
て
、
側
一
市
の
，彩縦

伊
一
ど
う
見
る
の
か
。

出
向
月
経
済
へ
の
影
離
に
つ
い

て
、
問
さ
ん
は
「
こ
の
戦
争
に
よ

り
、
山
界
経
済
の
回
畑
山
は
川
明
庖

れ
る
だ
ろ
う

o
m年
か
ら
よ
刊
に

吉

本

は

、

健

在

で

あ

る

。

脳

軟

化

の

声

も

一

部

ま

あ

根

も

葉

も

な

か

ろ

う

。

文

体

も

相

変

わ

ら

書

く

も

の

の

量

の

多

さ

も

。
(
多
す
ぎ
だ
!
)

変
化
が
み
え
る
。

イ
ラ
ク
戦
争
の
影
響
を
懸
念

川
年
の
経
隣
を
検
み
、
心
情
え
が

で
き
て
い
る
。
総
歯
記
に
就
任
し

て
か
ら
の
4
カ
月
、
う
ま
く
や
っ

て
い
る
と
い
う
の
が
岡
聞
の
訓
附

だ
」
と
分
析
し
た
。

拍
海
部
の
若
返
り
も
抑
制
し
、

「
昨
年
秋
の
第
凶
回
党
大
会
で
収

治
局
常
抗
議
員
の
平
均
年
帥
は
m
u

は
る
。
叫
年
に
、
私
は
全
体
が
慣

を
憎
ら
れ
る
よ
う
に
提
詰問
し
た
り

当
問
、
そ
れ
は
主
流
の
考
え
で
は

な
か
っ
た
が
、
現
実
の
肋
さ
は
速

か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

ω一年代

初
め
に
は
、
都
市
と
良
村
、
地
域

問
、
都
市
部
内
の
格
差
が
叫
に
広

が
っ
て
い
た
か
ら
だ
り
そ
乙
で
叩

向
か
う
は
ず
だ
っ
た
が
、
少
行
く

と
も
l
年
は
肥
れ
る
こ
と
に
な
ソ

た
」
と
分
析
す
る
。

一
方
で
中
間
経
筒
に
つ
い
て

は
、
「
石
油
価
脳
が
上
が
り
、
山

界
経
消
は
不
問
恨
の
ま
ま
だ
と
し
て

も
、
成
長
率
は
7
怖
そ
椛
持
す
る

か
0
0
ゅ
に
淫
寸
る
」
と
強
気
の
杭
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が
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仇
だ
ヮ
た
，
悶
隙
附
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切
に
わ
中
間

は
同
時
に
員
削
レ
て
い
る
，
外
市

小
う
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淀
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C
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川
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午
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Y
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民
献
山
川
の
限
拠
と
し
「
¥

州
さ

ん
は
公
山訳さ
れ
た
以
{
イ
と
そ
れ
役

一川に
し
た
独
自
の
試
仰
な
が
し
、

次
の
よ
う
に
梢
め
く
く
、
に
。

「
も
し
、
巾
聞
が
マ
イ
ナ
ス
民

民
に
は
れ
ば
剛
山
首
悶
の
大
さ
は
向

成
に
な
るら

日
に
経
済
的
に
繁
栄

し
政
治
的
に
hr…止
し
た
山中川内
は、

白
押
に
口
立
つ
は
ず
だ
い

巾
閃
が

人
測
に
+へ
さ
く
日
制
ず
み
附
代
が

，、
、，レ
一弘
土
総
a
h
dJH
Q
o

b
う
・つ

叶
ま
え

r
V

i

i

-
-

ん
そ
れ
け
附
削
いで
旬
以
い
け
れ
ど
」
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で
も
ね
。
「
吉
本
さ
ん
す
ご
い
で
す
ね
、
社
会
は
こ
う
も
変
わ
っ
て

い
く
ん
で
す
か
、
い
や
あ
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
お
だ
て
あ
げ

る
気
に
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
別
の
疑
問
が
、
だ
ん
だ

ん
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。
な
ぜ
彼
は
、
こ
ん
な
に
〈
新
し
い
も
の
〉

に
吸
引
さ
れ
る
の
か
?
ま
た
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
吉
本
が
み
ん
な

の
な
か
で
い
ち
ば
ん
現
代
的
だ
(
そ
れ
以
上
に
現
代
的
な
知
の
あ
り

か
た
が
見
つ
か
ら
な
い
〉
、
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
?

そ
れ
に
最
近
よ
く
言
う
、
「
ア
ジ
ア
的
」
っ
て
い
っ
た
い
ど
う
い
う

こ
と
な
ん
だ
。
そ
り
ゃ
あ
な
い
で
し
ょ
う
、
吉
本
さ
ん
け

こ
う
な
れ
ば
、
編
集
部
の
依
頼
の
筋
な
ど
う
っ
ち
ゃ
ら
か
し
て
、

生
意
気
を
言
わ
せ
て
も
ら
お
う
。
私
が
彼
に
何
を
言
っ
て
も
、
生
意

気
に
な
ら
ず
に
済
む
わ
け
な
い
ん
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
悪
び
れ
る
こ

と
は
な
い
。

で
高
め
ら
れ
、

と
な
る
。

地
質
学
的
な
過
去
と
未
来
を
、

如
実
に
見
取
る
も
の

こ
う
し
た
指
摘
は
映
像
技
法
か
ら
み
て
、
当
を
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
私
は
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
空
中
カ

l
を
吉
本

(
の
占
め
る
位
置
)
と
考
え
た
く
な
っ
た
。
そ
う
読
み
か
え
て
み
る

と
、
こ
う
な
る
は
ず
だ
1

1
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
こ
の
世
界
視
線
を
近

未
来
社
会
の
す
ぐ
近
く
を
生
き
る
吉
本
(
な
い
し
知
識
人
誰
で
も
)

の
視
線
〈
世
界
認
識
〉
と
し
て
作
れ
る
場
合
で
も
、
彼
を
さ
ら
に
上

方
か
ら
み
て
い
る
視
線
を
設
定
し
て
、
彼
と
近
未
来
社
会
を
同
時
に

鳥
敵
す
る
構
図
を
つ
く
る
こ
と
だ
」
。
吉
本
は
、
自
分
の
背
に
、
同

時
代
の
人
び
と
(
読
者
)
が
与
え
る
「
世
界
視
線
」
を
感
じ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
『
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
』
を
、
も
っ
と
も
先
端
的
な
知

の
光
景
と
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
構
成
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
、
思
わ
れ
る
。

2 

『
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
』
の
な
か
で
は
、
「
映
像
都
市
論
」
が
印
象

的
だ
っ
た
。
吉
本
の
モ
チ
ー
フ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り

こ
れ
は
、
最
近
の
彼
の
自
画
像
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

吉
本
が
愛
着
し
て
み
せ
る
の
は
、
映
画
『
プ
レ

l
ド
・
ラ
ン
ナ
ー
』

の
、
近
未
来
都
市
の
映
像
だ
。
そ
の
映
像
を
斬
新
に
し
て
い
る
の

は
、
上
方
か
ら
の
視
線
(
世
界
視
線
〉
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
《
こ

の
世
界
視
線
を
高
層
ビ
ル
の
す
ぐ
上
方
を
飛
ぶ
空
中
ヵ
ー
か
ら
の
視

線
と
し
て
作
れ
る
場
合
で
も
、
こ
の
空
中
カ

l
を
さ
ら
に
上
方
か
ら

み
て
い
る
視
線
を
設
定
し
て
、
空
中
カ
!
と
そ
の
下
の
高
層
ビ
ル
を

同
時
に
烏
敵
す
る
映
像
を
作
る
こ
と
だ
。
》
ハ
「
海
燕
」
八
六
年
一
月
号
)

こ
の
世
界
視
線
は
あ
と
で
、
人
工
衛
星
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
位
置
に
ま

* 

世
界
視
線
と
対
極
的
な
も
の
に
、
普
遍
視
線
が
あ
り
、
原
っ
ぱ
の

よ
う
な
空
き
地
の
地
べ
た
か
ら
、
上
方
に
向
け
て
っ
き
出
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
議
論
は
錯
綜
し
て
き
で
、
私
の
頭
で

は
す
っ
き
り
理
解
が
行
き
と
ど
か
な
い
。
だ
が
こ
れ
が
、
超
近
代
的

な
も
の
/
ア
ジ
ア
的
な
も
の
、
と
い
う
対
比
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と

は
、
わ
か
る
。

吉
本
が
未
来
社
会
を
遠
望
す
る
と
き
、
な
ぜ
世
界
視
線
を
背
に
す

る
こ
と
を
有
効
と
感
じ
る
か
?
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
彼
が
、
客
観
的

な
歴
史
と
い
う
も
の
を
信
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
描
く
よ
う
な
、
客
観
的
・
目
的
論
的
に
確
定
し
た
歴
史
の
ル

l

ト
ー
ー
こ
れ
が
信
じ
ら
れ
れ
ば
、
未
来
の
存
在
と
方
向
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
向
こ
う
に
、
な
い
。
そ
れ
が
ど
ん
な

に
豊
か
で
、
矢
の
よ
う
に
進
歩
し
て
い
く
と
み
え
て
も
。
し
か
し
、

こ
の
歴
史
を
信
じ
っ
.つ
け
る
た
め
に
は
、
今
日
、
あ
ま
り
に
も
多
く

の
こ
と
に
目
を
っ
ぷ
り
、
不
条
理
な
教
条
の
鎧
を
身
に
ま
と
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
に
も
、
苦
し
す
ぎ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
歴
史
の
外
に
出
て
し
ま
う
。
と
、
そ
の
途
端
に
、

こ
ん
ど
は
す
べ
て
が
現
象
の
渦
巻
き
と
み
え
る
だ
ろ
う
。

現
象
の
渦
巻
く
と
こ
ろ
。
そ
こ
で
は
、
同
時
代
が
互
い
に
覗
き
こ

み
あ
う
構
造
(
情
報
化
〉
が
う
ま
れ
(
そ
れ
し
か
う
ま
れ
ず
)
、
メ
デ

ィ
ア
が
そ
れ
を
加
速
す
る
。
過
去
の
健
忘
症
+
未
来
へ
の
本
質
的
点

関
心
。
関
心
が
同
時
代
へ
圧
着
さ
れ
る
。
新
人
類
の
基
礎
的
症
候
群

こ
う
し
た
な
か
で
吉
本
は
、
ま
だ
客
観
的
歴
史
の
記
憶
を
保
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
ど
う
に
か
、
こ
の
時
代
の
足
許
か
ら
発
掘
し
よ
う
と

十
る
視
線
を
手
放
さ
な
い
。
そ
う
い
え
ば
彼
は
、
宮
沢
賢
治
と
同

じ
、
自
然
科
学
の
訓
練
を
受
け
た
の
だ
。
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
か
ら
の
空

間
的
視
線
が
も
た
ら
す
、
時
間
の
拡
張
。
こ
こ
に
流
れ
る
時
間
は
も

と
も
と
、
歴
史
を
堆
積
し
て
ゆ
く
社
会
過
程
と
関
係
が
な
い
。
そ
れ

で
も
吉
本
は
、
同
時
代
を
離
脱
す
る
方
法
を
手
に
し
た
と
気
を
よ
く

す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
「
批
判
的
」
方
法
で
な
い
。
現
象
を
現
象

の
サ
イ
ズ
の
ま
ま
、
自
在
に
(
重
層
的
に
)
観
察
・
記
述
す
る
ば
か

り
だ
。
背
に
世
界
視
線
を
負
い
な
が
ら
。
あ
た
か
も
、
空
中
カ
ー
の

よ
う
に
。

か
、
近
未
来
に
つ
い
て
「
新
し
い
こ
と
」
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で

は
な
い
。
二
次
資
料
を
使
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
で
聞
い
た

こ
と
の
あ
る
話
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ

彼
が
、
い
ま
の
ベ
た
よ
う
な
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
空
中
姿
勢
を
と

り
、
観
察
・
記
述
を
お
こ
な
う
(
よ
う
に
し
て
社
会
を
眺
め
る
)
こ

と
が
「
新
し
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
現
在
見
聞
き
す
る

こ
と
を
の
ベ
る
だ
け
な
の
に
、
そ
れ
が
近
未
来
の
報
告
の
よ
う
に
思

わ
れ
て
く
る
。

で
は
な
ぜ
、
吉
本
ば
か
り
が
、
世
界
視
線
の
所
在
を
感
知
で
き
る

の
だ
ろ
う
?
そ
れ
は
、
逆
説
的
だ
が
、
彼
が
「
ア
ジ
ア
的
」
と
小

う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
、

歴
史
が
出
発
す
る
ま
え
の
原
点
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ぞ
れ

ゆ
え
、
歴
史
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
無
傷
な
の
で
あ
る
。

3 

* 

共
産
主
義
は
、
共
同
体
の
記
憶
(
楽
園
追
放
〉
を
、
歴
史
意
識
の

羅
針
盤
と
し
て
い
る
。
吉
本
は
、
こ
の
共
同
体
の
位
置
に
、
ア
ジ
ア

的
な
共
和
社
会
(
の
像
〉
を
お
く
の
だ
。
そ
こ
で
は
た
と
え
ば
権
力

ペ
存
在
理
由
を
喪
っ
て
、
作
用
し
な
い
。
ま
た
共
同
幻
想
が
極
小

化
さ
れ
、
対
幻
想
の
延
長
上
に
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
ひ
た

す
ら
生
活
だ
け
が
営
ま
れ
、
民
衆
・
大
衆
の
あ
る
が
ま
ま
に
位
置
す

る
場
所
。
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
一
帯
に
、
微
細
な
胞
子

の
ご
と
く
一
面
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
歴
史
の
原
点

で
あ
り
、
同
時
に
、
歴
史
が
回
帰
す
べ
き
永
遠
の
終
着
点
な
の
だ
。

私
は
ま
え
か
ら
、
吉
本
の
所
説
に
つ
い
て
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ

と
j
あ
る
。
そ
れ
を
、
こ
の
「
ア
ジ
ア
的
」
と
い
う
概
念
と
の
関
連

こ
の
構
図
に
よ
る
と
、
吉
本
が
注
目
を
集
め
る
の
は
、
彼
が
な
に
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か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
。

川
権
力
が
な
ぜ
、
悪
い
の
だ
ろ
う
?
ど
う
し
て
権
力
は
、
最
後

に
消
滅
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
?

凶
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
立
テ

l
ゼ
」
へ
の
疑

問
。
共
同
幻
想
が
自
己
幻
想
や
対
幻
想
に
対
し
て
逆
立
す
る
、

と
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
?
そ
も
そ
も
共
同
幻
想
と
い
う
概

念
は
、
ど
う
い
う
方
法
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
の
か
?

聞
な
ぜ
、
「
ア
ジ
ア
的
」
で
あ
っ
て
、
「
土
着
的
」
「
日
本
的
」
と

言
っ
た
の
で
は
だ
め
な
の
か
?
一
方
で
、
西
欧
的
土
着
性
を

視
野
の
外
に
お
い
や
り
、
も
う
一
方
で
、
ア
ジ
ア
を
日
本
の
延

長
線
上
に
ひ
き
よ
せ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
区
画
に
な
っ
て
い
な

い
か
っ
・

吉
本
が
知
の
批
評
的
根
拠
と
し
て
、
ア
ジ
ア
的
な
原
イ
メ
ー
ジ
を

あ
ら
た
め
て
手
に
し
た
の
は
、
敗
戦
の
体
験
(
と
く
に
そ
れ
を
契
機

に
転
向
の
問
題
を
深
く
追
究
し
た
こ
と
〉
を
通
じ
て
だ
と
思
わ
れ

る
。
愛
国
少
年
に
は
、
ア
ジ
ア
的
な
共
和
社
会
(
の
像
)
が
そ
の
ま

ま
、
も
っ
と
も
近
代
的
な
国
家
の
態
勢
に
直
通
す
る
(
で
き
る
〉
、

と
信
じ
ら
れ
る
一
瞬
が
あ
る
(
あ
っ
た
は
ず
だ
!
)
。
そ
の
虚
妄
が

も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
た
と
き
、
す
べ
て
の
知
や
権
力
の
形
態
を
、
け

っ
し
て
く
ず
お
れ
る
こ
と
の
な
い
原
点
に
よ
っ
て
照
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
当
為
が
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
の
世
代
的
な
共
通

体
験
を
、
吉
本
は
誰
よ
り
も
深
く
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
。
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彼
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
数
少
な
い
励
ま
し
で
あ
っ
た
。
た
だ
私

は
、
「
大
衆
の
原
像
」
と
い
う
、
彼
の
批
評
的
根
拠
が
、
呑
み
こ
め
な

か
っ
た
。
理
解
で
き
な
い
の
は
自
分
が
悪
い
、
と
思
っ
て
い
た
が
、

そ
の
う
ち
ず
う
ず
う
し
く
な
っ
て
、
吉
本
の
議
論
の
ほ
う
に
(
も
〉

お
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た。
で
、
ま
ず
、
第
一
の
疑
問
1

1

権
力
の
是
非
ー
ー
か
ら
、
考
え
て

い
く
と
し
よ
う
。

権
力
が
な
い
ほ
う
が
い
い
(
な
く
せ
る
)
か
ど
う
か
。
答
は
、
権

力
を
ど
う
定
義
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

吉
本
が
特
に
定
義
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
彼
が
、
お
よ
そ
権
力
と
名
の
つ
く
も
の

を
肯
定
し
た
こ
と
が
な
い
の
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
私
に
印
象
ぶ
か

い
の
は
、
政
治
権
力
の
担
当
が
、
町
内
の
ゴ
ミ
掃
除
の
当
番
の
よ
う

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
吉
本
が
理
想
と
し
て
描
い
た
こ

と
だ
っ
た
。
権
力
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
契
機
が
極
小
で
あ
る
。

こ
れ
は
特
に
〈
日
本
〉
的
な
知
の
有
り
様
で
は
な
い
か
、
と
疑
い
た

く
な
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
公
式
見
解
に
よ
れ
ば
、
共
産
主
義
段
階
に
い
た

っ
て
国
家
は
死
滅
す
る
。
権
力
と
支
配
の
制
度
は
最
終
的
に
解
体
す

る
わ
け
だ
。
け
れ
ど
も
こ
の
主
張
は
、
西
欧
の
伝
統
か
ら
い
さ
さ
か

異
端
的
な
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
主
な
る
神
の
絶
対
の
僕
た
る
べ

き
こ
と
を
説
く
。
そ
の
理
想
は
、
神
の
権
力
の
完
全
な
実
現
に
あ

る
。
人
び
と
の
身
体
は
お
の
お
の
、
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
神
の
神
殿
で

あ
る
。
政
治
的
自
由
主
義
は
、
も
と
も
と
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
、
世

俗
の
権
力
に
闘
い
を
挑
ん
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己
権
力
は
肯
定

吉
本
の
批
評
的
営
み
は
、
知
の
擬
態
を
効
果
的
に
暴
き
だ
す
。
私

ら
が
や
む
な
く
あ
て
も
な
く
大
学
で
あ
ば
れ
ま
わ
っ
て
い
た
当
時
、

* 

離
れ
よ
う
と
す
る
者
。
そ
れ
も
い
て
よ
い
。
た
だ
そ
れ
は
、

要
求
す
る
に
は
あ
ま
り
に
酷
な
境
地
で
あ
る
。

こ
の
生
存
の
自
己
肯
定
を
、
自
己
権
力
と
よ
ぼ
う
。
こ
う
し
た
素

朴
な
権
力
に
立
脚
し
な
い
社
会
は
あ
る
ま
い
。
法
規
範
は
、
自
己
権

力
の
均
衡
(
と
変
形
)
の
う
え
に
張
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
本
の
思

想
は
、
こ
の
自
己
権
力
を
是
認
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
否
認
す
る
の

か
ワ
・警

察
に
も
、
治
安
警
察
と
公
安
警
察
が
あ
っ
て
:
:
:
と
い
う
議
論

も
成
立
つ
。
こ
れ
は
、
「
よ
い
権
力
」
(
必
要
な
権
力
)
/
「
悪
い
権
力
」

を
分
け
る
発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
発
想
に
立
て
ば
、
必
要
に

し
て
十
分
な
、
つ
ま
リ
「
正
し
い
」
権
力
の
樹
立
を
、
課
題
と
し
な

け
れ
ば
お
か
し
い
。

(
近
代
〉
民
主
制
と
は
元
来
、
ど
く
ど
く
ふ
つ
う
の
民
衆
が
、
必
要

に
し
て
十
分
な
正
し
い
権
力
を
、
自
己
権
力
の
延
長
上
に
樹
立
で
き

る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ

が
国
の
伝
統
に
は
、
自
分
が
権
力
を
も
つ
こ
と
を
肯
定
す
る
思
想
が

育
た
な
か
っ
た
た
め
、
権
力
の
行
使
に
と
も
な
う
責
任
や
倫
理
の
観

念
が
欠
け
て
い
る
。
権
力
は
、
個
々
人
の
利
害
や
社
会
的
威
信
と
分

離
し
て
い
な
い
。
権
力
は
汚
ら
わ
し
い
も
の
、
悪
で
あ
る
。
誰
も
自

分
が
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
も
し
な
い
し
、
他
人

が
そ
れ
を
持
っ
て
い
よ
う
も
の
な
ら
、
羨
望
と
侮
蔑
の
い
り
交
じ
っ

た
目
で
眺
め
る
。

私
が
大
統
領
レ
ー
ガ
ン
を
ば
か
に
す
る
気
が
し
な
い
の
は
、
彼
が

ア
メ
リ
カ
の
統
治
権
力
の
ル

l
ル
を
意
識
的
に
体
現
し
、
そ
れ
に
忠

実
だ
か
ら
で
あ
る
。

S
D
I
計
画
は
、
そ
の
責
任
に
も
っ
と
も
端
的

に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

万
人
に

さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
知
識
人
は
、
権
力
の
正
当
化
に
失
敗
し

て
き
た
。
江
戸
幕
府
の
正
統
性
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
も
と
も
と
非

合
法
な
武
装
勢
力
で
し
か
な
い
武
士
は
、
自
分
の
支
配
を
正
当
化
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
儒
教
論
理
を
厳
格
に
適
用
し
よ
う
に
も
、
そ

れ
は
か
え
っ
て
崎
門
学
↓
尊
皇
思
想
の
よ
う
な
系
譜
を
う
む
。
そ
し

て
、
近
代
天
皇
制
。
こ
れ
は
、
自
己
権
力
の
解
除
を
い
よ
い
よ
全
域

化
し
た
。
〈
日
本
〉
で
作
用
す
る
権
力
工
学
は
、
西
欧
的
な
も
の
と

た
し
か
に
異
質
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
的
と
よ
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
は
別
と

し
て
も
。

私
は
想
像
し
て
み
る
。
も
し
も
私
が
、
自
分
に
か
け
が
え
の
な
い

人
び
と
を
ひ
と
り
残
ら
ず
、
こ
こ
で
口
に
す
る
の
も
し
の
び
な
い
よ

う
な
む
ご
た
ら
し
い
や
り
方
で
、
惨
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
私

は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
吉
本
も
同
じ
め
に
あ
っ
た
な
ら
、
彼

の
思
想
の
名
に
お
い
て
、
ど
う
ふ
る
ま
う
だ
ろ
う
。

法
が
有
効
に
機
能
し
て
、
犯
人
が
相
応
し
い
刑
に
服
す
る
な
ら
、

私
は
な
に
も
言
う
ま
い
。
ま
た
、
法
な
い
し
制
度
が
不
備
で
、
犯
人

が
た
ま
た
ま
そ
の
網
を
の
が
れ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
私
は
な
に

も
言
う
ま
い
。
だ
が
も
し
、
な
ん
の
法
も
な
く
、
制
度
的
な
制
裁
措

置
も
と
ら
れ
ず
、
犯
人
が
の
う
の
う
と
あ
た
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る

の
な
ら
、
私
は
だ
ま
っ
て
い
な
い
。
武
器
を
手
に
復
讐
に
お
も
む
く

だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
犯
人
が
死
ぬ
の
で
も
私
が
死
ぬ
の
で
も
ど
う

で
も
よ
い
。
と
に
か
く
こ
の
ま
ま
で
は
お
か
ぬ
と
い
う
積
極
性
が
、

私
に
は
生
き
る
こ
と
と
不
可
分
に
思
え
る
。
無
常
を
悟
っ
て
我
執
を
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い
っ
ぽ
う
吉
本
(
と
そ
の
読
者
〉
に
は
、
権
力
を
肯
定
す
る
発
想

が
な
い
。
文
学
者
な
ら
、
そ
れ
で
も
通
る
か
し
れ
な
い
。
け
れ
ど

も
、
社
会
を
理
論
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
思
想
家
と
し
て
は
、
な

い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
士
口
本
こ
そ
、
「
ア
ジ
ア

的
」
な
思
想
家
の
名
で
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

る
(
橋
爪
〔
一
九
七
七
〕
〉
。

* 

4 

第
三
に
、
「
ア
ジ
ア
的
」
と
い
う
が
、
な
ん
の
こ
と
か
?
こ
の

こ
と
ば
の
い
み
あ
い
は
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
判
ら
な
く
な
る
。

二
O
世
紀
中
葉
以
降
と
く
に
、
社
会
人
類
学
の
知
見
が
飛
躍
的
に

豊
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
系
譜
集
団
・
婚
姻
交
換
な
ど
、
諸
々
の
分

析
概
念
の
普
遍
性
と
有
効
性
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
上
に
た
っ

て
、
民
族
的
・
地
域
的
な
社
会
生
活
の
種
差
と
異
質
性
に
つ
い
て
、

精
密
・
微
細
な
知
識
も
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
、

ア
ジ
ア
的
と
い
う
概
括
的
な
規
定
の
出
る
幕
な
ど
、
実
は
も
う
な

い
。
〈
構
造
〉
主
義
か
ら
出
発
し
た
私
に
は
、
こ
う
し
た
知
見
と
の

接
続
に
耐
え
な
い
よ
う
な
議
論
は
、
空
爆
り
と
み
え
て
し
ま
う
。

吉
本
の
用
法
に
注
意
し
て
み
る
と
、
た
い
が
い
の
(
つ
ま
り
、
明

瞭
に
ロ
シ
ア
や
イ
ン
ド
を
指
す
の
で
な
い
〉
場
合
、
「
ア
ジ
ア
的
」

で
な
く
「
〈
日
本
〉
的
」
と
言
っ
た
方
が
、
話
が
通
じ
る
。
そ
れ
な
ら

解
る
の
に
、
と
私
は
思
う
。
彼
は
ど
こ
に
目
を
向
け
て
い
る
の
か
?

私
と
そ
う
異
な
る
と
は
思
え
な
い
。
日
本
資
本
制
の
異
様
で
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
な
実
態
を
、
き
ち
ん
と
切
り
わ
け
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
掛
値

な
し
に
第
一
級
の
仕
事
だ
。
土
着
の
堆
積
と
そ
の
飛
沫
が
、
こ
の
シ

ス
テ
ム
の
部
品
装
置
の
ど
こ
を
ど
う
支
え
て
い
る
の
か
。
私
が
そ
れ

を
探
索
し
よ
う
と
し
て
動
き
ま
わ
る
と
、
彼
の
捜
査
の
足
ど
り
と
あ

ち
こ
ち
で
交
叉
す
る
の
が
わ
か
る
。
た
だ
彼
は
、
こ
の
同
じ
土
着
の

手
触
り
を
、
な
ぜ
か
「
ア
ジ
ア
的
」
と
よ
ぶ
の
だ
。

吉
本
が
こ
の
「
ア
ジ
ア
的
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
ど
ん
な
意
味
の

拡
が
り
を
こ
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ

第
二
の
疑
問
。
共
同
幻
想
の
逆
立
と
い
う
が
、
証
拠
が
な
い
で
は

h
k

、、、唱。

J
J

一L
V
4
H
M

共
同
幻
想
な
る
も
の
を
つ
か
み
だ
し
て
、
観
察
で
き
れ
ば
、
逆
立

テ
l
ゼ
の
検
証
(
反
証
)
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
同
幻
想
の

概
念
は
、
社
会
学
者
デ
ュ
ル
ケ

l
ム
の
集
合
表
象
の
概
念
も
そ
う
で

あ
る
が
、
実
体
視
し
て
し
ま
う
と
方
法
論
的
に
問
題
で
あ
る
。

で
は
そ
れ
を
、
一
種
の
仮
説
構
成
体
と
み
な
し
、
そ
の
う
え
で
公

理
の
よ
う
に
逆
立
テ

i
ゼ
を
要
請
し
た
、
と
考
え
れ
ば
ど
う
か
?

そ
れ
だ
と
、
逆
立
テ
ー
ゼ
は
、
権
力
は
消
滅
す
べ
き
だ
、
と
い
う
さ

き
の
命
題
と
、
大
体
同
じ
内
容
の
主
張
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

そ
れ
以
上
の
根
拠
が
な
い
。
心
身
相
関
や
懇
依
現
象
は
、
と
く
に
逆

立
テ
ー
ゼ
に
よ
る
の
で
な
く
て
も
、
い
く
ら
で
も
説
明
の
方
法
が
あ

ろ
う
。
ま
た
、
対
幻
想
と
共
同
幻
想
の
離
反
の
証
拠
を
、
近
親
相
姦

の
禁
忌
に
み
る
よ
う
な
主
張
が
『
共
同
幻
想
論
』
に
あ
る
が
、
こ
の

論
理
は
奇
妙
で
あ
る
。
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ

l
は
、
吉
本
の
い
う
よ

う
に
社
会
過
程
の
な
か
で
二
次
的
に
導
出
さ
れ
る
(
た
と
え
ば
、
氏

族
的
な
共
同
性
が
家
族
を
抑
圧
す
る
、
と
い
う
具
合
に
〉
の
で
は
な

く
、
も
っ
と
深
く
、
社
会
の
基
盤
に
遡
る
深
度
を
も
っ
現
象
と
み
る

べ
き
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
前
、
詳
し
く
検
討
し
た
こ
と
が
あ

-
円
J
O

* 

え
に
彼
ら
が
実
権
を
握
る
民
族
国
家
を
う
ち
建
て
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
《
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
〈
ア
ジ
ア
的
〉
な
停
滞
の
様

相
》
が
宿
命
づ
け
ら
れ
る
ハ
同
八

O
年
二
月
)
。

吉
本
の
描
く
こ
の
見
取
り
を
、
逐
一
論
破
す
る
だ
け
の
用
意
が
い

ま
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
私
は
、
素
朴
な
疑
問
を
感
じ
て
し
ま

う
。
マ
ル
ク
ス
と
レ

l
ニ
ン
は
確
か
に
違
う
が
、
そ
れ
以
上
に
大
き

な
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
マ
ル
ク
ス
の
理
念
を

現
実
に
移
す
の
に
、
レ

l
ニ
ン
以
外
の
や
り
方
が
あ
る
こ
と
を
示
す

の
で
な
い
限
り
、
片
方
の
マ
ル
ク
ス
だ
け
を
す
く
い
出
す
の
は
、
い

か
に
も
無
理
で
は
な
い
か
?
も
う
ひ
と
つ
。
ロ
シ
ア
の
特
殊
性
を

「
ア
ジ
ア
的
」
と
、
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

ウ
ェ

l
パ
!
な
ら
、
そ
こ
に
東
ロ

l
マ
(
な
い
し
ギ
リ
シ
ャ
正
教
〉

の
遺
産
を
ま
っ
さ
き
に
み
と
め
る
だ
ろ
う
。
一
吉
う
ま
で
も
な
く
そ
れ

は
、
西
欧
的
な
聖
俗
分
離
の
原
則
に
よ
ら
な
い
、
聖
俗
一
致
の
体
制

で
あ
る
。
こ
の
指
摘
の
ほ
う
が
、
一
次
近
似
と
し
て
は
る
か
に
的
確

で
は
な
い
か
?

「
ア
ジ
ア
的
」
な
も
の
へ
の
吉
本
の
こ
だ
わ
り
は
、
な
ん
と
か
自
分

を
古
典
的
左
翼
の
磁
力
圏
(
レ

l
ニ
ン
以
降
の
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス

主
義
)
か
ら
解
き
放
ち
た
い
、
と
い
う
動
機
と
通
じ
て
い
る
よ
う

だ。「
ア
ジ
ア
的
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
義
理
立
て
し
た
言
い
方
に
違
い

な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
に
先
立
っ
て
こ
の
こ
と
ば
に
与
え
た
合
意

ゃ
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
の
効
力
が
剥
げ
落
ち

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
な
お
吉
本
は
「
ア
ジ
ア

的
」
と
い
う
こ
と
ば
に
重
大
な
い
み
あ
い
を
こ
め
よ
う
と
す
る
。

「
試
行
」
の
連
載
論
文
「
ア
ジ
ア
的
と
い
う
こ
と
」
な
ど
か
ら
、
彼

の
い
う
と
こ
ろ
を
押
さ
え
て
み
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
と
レ

l
ニ
ン
の
あ
い
だ
に
、
彼
は
深
い
線
を
ひ
く
。
こ

れ
は
い
わ
ば
、
西
欧
と
ア
ジ
ア
を
分
か
つ
も
の
な
の
だ
。
そ
も
そ
も

《
マ
ル
ク
ス
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
の
概
念
は
、
コ
ン
ミ
ュ

l

ン
型
国
家
、
死
滅
へ
と
聞
か
れ
た
国
家
の
形
成
と
不
可
分
な
理
念
》

ハ
「
試
行
」
八

O
年
二
月
〉
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
《
農
業
の

ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
残
存
は
:
:
:
資
本
主
義
が
:
:
:
到
達
す
べ
き
画

像
の
範
型
》
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
ま
で
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
(
同
八

一年一

O
月
)
。
と
こ
ろ
が
レ

l
ニ
ン
は
、
そ
れ
を
(
意
識
的
に
)
曲

解
し
、
《
〈
生
産
手
段
の
固
有
化
〉
と
〈
生
産
手
段
の
社
会
化
〉
と
を

た
だ
ち
に
等
式
記
号
で
結
》
ぶ
と
い
う
錯
誤
を
犯
す
。
彼
と
そ
の
党

派
は
、
《
線
型
の
〈
進
歩
〉
史
観
》
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
的
H

ミ
l

ル
共
同
体
的
ロ
シ
ア
社
会
を
、
単
に
遅
れ
た
も
の
と
捉
え
、
そ
の
う

* 

さ
て
、
ア
ジ
ア
的
な
農
村
共
同
体
を
底
辺
に
配
す
る
民
族
国
家
。

こ
の
ロ
シ
ア
社
会
の
基
本
性
格
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
も
ひ
き
移
し

て
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
吉
本
は
み
る
。
「
ア
ジ
ア
的
」
農
耕
共

同
体
と
は
だ
い
た
い
、
グ
血
縁
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
集
落
を
構
成

し
、
共
有
の
耕
地
と
、
伺
々
の
家
族
の
私
有
耕
地
と
を
擁
す
る
4

よ

う
な
も
の
を
い
う
ら
し
い
。
そ
う
し
た
共
同
体
相
互
の
結
び
つ
き

は
、
希
薄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
支
配
共
同
体
の
権
力
が
う

ち
た
て
ら
れ
る
と
、
「
ア
ジ
ア
的
」
専
制
と
い
う
統
治
形
態
が
出
現183 



.84 

す
る
。
そ
の
統
治
は
、
貢
納
制
や
濯
慨
を
柱
と
す
る
。
支
配
共
同
体

が
交
替
し
て
も
、
底
辺
の
農
耕
共
同
体
に
格
別
の
変
化
は
な
い
。

《
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
ア
ジ
ア
的
農
耕
共
同
体
の
段
階
の
ま
ま
数
千

年
過
ぎ
て
き
た
》
(
「
試
行
」
八
二
年
三
月
)
。
|
|
こ
う
考
え
る
の
で

あ
る
。

法
を
彼
が
信
じ
て
い
る
の
か
、

そ
こ
に
目
を
む
け
よ
う
。

ネ

吉
本
が
し
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
社
会
で
あ
る
。
「
ア
ジ
ア
的
」
と

い
う
場
合
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
の
は
た
し

か
だ
。
私
も
日
本
人
だ
か
ら
す
ぐ
わ
か
る
。
し
か
る
に
彼
は
、
日
本

と
そ
っ
く
り
同
じ
型
の
共
同
体
が
、
中
国
に
も
、
イ
ン
ド
に
も
、
ず

う
っ
と
拡
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
確
信
す
る
よ

う
だ
が
、
そ
の
証
拠
が
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の
か
。

私
は
こ
こ
に
一
瞬
、
江
戸
庶
民
的
、
あ
る
い
は
大
東
亜
共
栄
圏
的

な
想
像
力
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
、
背
筋
に
寒
い
も
の
の
走
る
の
を
覚

え
る
。
異
民
族
・
異
文
化
は
、
こ
と
ご
と
く
異
質
で
あ
る
。
|
|
最

初
は
そ
う
想
定
し
て
お
く
ほ
う
が
、
と
に
か
く
健
全
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
は
、
現
代
人
類
学
が
与
え
て
く
れ
た
貴
重
な
教
訓
だ
っ
た
。
な

ぜ
彼
は
、
あ
え
て
そ
の
逆
を
行
な
う
の
だ
ろ
う
。

吉
本
は
、
韓
国
に
行
く
の
が
少
々
怖
い
と
い
う
。
《
か
つ
て
(

H

戦

争
中
に
)
韓
国
と
日
本
の
差
異
、
違
い
と
い
う
の
を
、
お
れ
は
ぜ
ん
ぜ

ん
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
体
験
が
あ
る
》
か
ら
(
『
不
断
革
命
の
時
代
』

五
一
頁
)
。
で
は
そ
の
後
、
そ
の
知
識
の
欠
落
を
埋
め
た
か
と
い
え
ば
、

《
具
体
的
な
、
微
細
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
く
る
と
、
僕
は
あ
ま
り

追
究
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
》
(
同
一

O
四
頁
〉
こ
う
い
う
こ
と
で
は

即
座
に
、
「
ア
ジ
ア
的
」
も
な
に
も
な
い
も
の
だ
、
で
片
付
け
ら
れ

て
し
ま
っ
て
も
文
句
は
言
え
な
い
。

私
は
そ
れ
ほ
ど
気
が
早
く
な
い
。
で
、
知
識
に
か
わ
る
ど
ん
な
方

吉
本
が
信
頼
を
お
い
て
い
る
の
は
、

思
わ
れ
る
。

《
自
分
の
な
か
で
、
柄
谷
君
の
い
う
「
外
」
の
視
点
は
な
に
か
と
い

い
ま
す
と
、
論
理
の
普
遍
性
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
》
つ
ま
り
、
思
考

実
験
で
あ
っ
て
も
、
論
理
を
追
う
こ
と
で
結
果
が
え
ら
れ
た
な
ら
、

化
学
実
験
と
同
じ
く
、
日
本
の
内
/
外
に
関
係
な
く
普
遍
的
な
は
ず

だ
、
と
い
う
。
論
理
を
信
ず
る
の
は
よ
い
。
た
だ
そ
の
論
理
は
、
形

式
論
理
で
は
な
く
、
弁
証
法
な
の
だ
。
《
へ

l
ゲ
ル
が
確
信
し
た
よ

う
に
:
:
:
論
理
的
な
も
の
は
論
理
的
に
正
確
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現

実
的
に
も
正
確
な
ん
だ
み
た
い
な
:
:
:
論
理
信
仰
が
あ
っ
て
、
そ
れ

は
僕
に
と
っ
て
外
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
外
国
に
い
っ
た
と
い
う
の
と

同
じ
役
割
を
、
僕
の
な
か
で
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
》
吉
本

自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
か
な
り
冶
ぶ
な
つ
か
し
い
と
こ
ろ

が
あ
る
(
『
不
断
革
命
の
時
代
』
一
四
五
頁
〉
。

別
の
と
こ
ろ
で
吉
本
は
、
論
理
信
仰
と
関
係
な
く
、
経
験
主
義
的

な
比
較
研
究
の
重
要
性
に
も
理
解
を
示
し
て
い
る
。
《
天
皇
制
は
ア
ジ

ア
的
専
制
君
主
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
ど
う
い
う
タ
イ
プ
な
の
か
・

そ
う
い
う
微
細
な
違
い
を
外
側
か
ら
本
格
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
・
:
:

だ
っ
た
ら
評
価
し
な
い
と
い
け
な
い
気
が
し
ま
す
。
》
(
『
不
断
革
命
の

時
代
』
一
一
六
頁
)
《
内
在
的
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
の
中
か
ら
み
る

眼
を
使
う
と
、
と
て
も
面
白
い
:
:
:
。
で
も
も
う
ひ
と
つ
、
い
わ
ゆ

る
鳥
敵
と
い
う
鳥
の
眼
で
見
る
見
方
か
ら
い
き
ま
す
と
:
:
:
ア
ジ

ア
・
オ
リ
エ
ン
ト
の
一
般
的
条
件
の
中
か
ら
考
え
て
い
か
な
い
と
、

へ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
だ
と

日
本
の
問
題
は
わ
か
ら
な
い
よ

l
lと
考
え
て
い
ま
す
》
(
『
対
話
日

本
の
原
像
』
四
八
頁
〉
こ
れ
が
本
道
だ
と
思
う
。
こ
の
視
点
を
活
か
す

に
は
、
〈
日
本
〉
の
特
殊
性
を
具
体
的
な
条
件
に
よ
っ
て
ど
う
絞
り
こ

み
、
特
定
し
て
い
け
る
か
が
鍵
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が

ら
、
吉
本
は
そ
の
材
料
を
あ
ま
り
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

耕
共
同
体
と
頂
点
の
支
配
共
同
体
と
を
つ
な
ぐ
、
中
間
的
な
制
度
論

が
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
王
朝
国
家
体
制
/
中
世
封
建
制
/
幕
藩
制

と
続
く
空
間
戦
略
の
分
析
が
、
分
析
の
焦
点
と
な
ら
な
け
れ
ば
お
か

し
い
。
ウ
ェ

l
パ
l
や
フ

l
コ
!
な
ら
そ
う
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
吉
本
は
、
古
代
研
究
を
得
意
と
し
、
中
間
項
を
と
ば
し
て
そ

れ
を
現
代
と
接
続
す
る
。

* 

* 

外
か
ら
の
視
線
に
よ
っ
て
〈
日
本
〉
を
絞
り
こ
む
作
業
が
、
手
付

か
ず
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
吉
本
は
現
代
を
、
〈
ア

ジ
ア
的
な
も
の
〉
/
〈
(
超
〉
近
代
的
な
も
の
〉
の
ふ
た
つ
の
軸
(
だ

け
)
で
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
の
両
者
の
相
互
関
係
(
組
み
こ

み
の
文
法
)
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
い
き
お
い
《
日
本
は
〈
ア
ジ
ア

的
な
も
の
〉
か
ら
離
脱
し
つ
つ
あ
る
》
(
「
試
行
」
八
二
年
三
月
〉
、

《
(
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
な
も
の
は
〉
放
っ
て
お
け
ば
:
:
:
だ
ん

だ
ん
消
え
て
い
く
こ
と
は
確
実
だ
と
思
い
ま
す
》
(
『
不
断
革
命
の
時

代
』
一
九
七
頁
〉
な
ど
と
、
い
う
な
れ
ば
自
動
詞
的
に
把
握
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
彼
の
な
か
で
、
「
歴
史
の
必
然
」
と
い
っ
た

観
念
が
、
い
ま
で
も
そ
れ
な
り
の
位
置
を
し
め
て
い
る
こ
と
と
み
あ

っ
て
い
る
。
《
自
然
必
然
力
の
進
展
は
:
:
:
止
ま
ら
な
い
も
の
だ
と

い
う
:
:
:
へ

l
ゲ
ル
H

マ
ル
ク
ス
流
の
考
え
方
が
、
僕
の
な
か
に
大

き
く
あ
る
》
ハ
同
二

O
六
頁
〉
。

私
の
考
え
は
こ
う
だ
。
〈
日
本
〉
を
考
察
す
る
な
ら
ま
ず
、
外
か

ら
の
(
比
較
に
よ
る
〉
視
線
を
用
意
し
、
そ
の
特
性
を
記
述
で
き
る

構
え
を
と
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
〈
日
本
〉
を
文

化
的
伝
統
の
厚
み
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
の
地
質
学
的
堆
積
を
問
題

と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
吉
本
の
図
式
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
底
辺
の
農

こ
の
よ
う
に
吉
本
は
、
〈
日
本
〉
を
捉
え
る
の
に
制
度
論
に
よ
ら

ず
、
さ
し
あ
た
り
〈
ア
ジ
ア
的
な
も
の
〉
と
言
う
だ
け
で
す
ま
せ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
に
固
有
の
方
法
|
|
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
か

ら
離
脱
す
る
の
に
「
大
衆
の
原
像
」
を
繰
り
こ
む
こ
と
を
も
っ
て
す

る
ー
ー
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
方
法
は
、
知
的
な
構
築
へ

む
か
う
場
合
に
も
、
そ
れ
を
上
回
る
知
の
反
対
物
(
大
衆
〉
を
内
在

し
て
い
る
(
と
信
じ
る
〉
こ
と
に
こ
だ
わ
り
つ
，
つ
け
る
と
い
う
、
一

種
秘
儀
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

こ
の
い
み
で
、
彼
は
本
質
的
に
「
解
体
の
思
想
家
」
な
の
だ
。
彼

は
、
構
造
主
義
や
《
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
考
え
方
》
を
《
西
欧
に
お
け
る
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義

の
一
連
の
解
体
表
現
だ
と
考
え
て
》
ハ
『
不
断
革
命
の
時
代
』
一
八
九
頁
て

そ
れ
に
親
和
す
る
。
そ
れ
は
彼
の
自
己
解
放
の
動
機
を
充
足
さ
せ

る
。
彼
の
思
想
が
(
私
に
は
)
理
解
不
能
な
語
尾
の
屈
折
や
喰
の
重

畳
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
と
き
、
私
は
こ
の
個
人
的
な
動
機
を
つ
ね

に
感
じ
て
し
ま
う
。
ひ
と
つ
は
個
人
的
な
動
機
に
支
配
さ
れ
る
と
、

そ
の
分
だ
け
余
裕
(
自
由
度
)
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
解
体

を
極
限
ま
で
進
め
る
方
向
に
、
彼
の
思
想
を
導
い
て
き
た
。
そ
こ
に18ラ
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自
分
の
解
放
を
見
出
せ
る
の
な
ら
、
彼
に
つ
い
て
歩
く
の
も
よ
い
だ

ろ
う
。
だ
が
、
彼
を
「
救
済
の
思
想
家
」
と
み
て
そ
れ
に
従
っ
て
い

く
な
ら
、
お
か
ど
ち
が
い
で
あ
る
。

メ
l
ジ
論
l
l映
像
都
市
論
凶
」
「
海
燕
」
八
六
年
二
月
〉
こ
う
聞
く
と
き
、

自
分
は
も
う
ど
の
左
翼
に
も
属
さ
な
い
(
属
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
〉
、
そ
の
く
せ
、
生
活
保
守
主
義
と
言
わ
れ
て
ま
で
現
状
を
肯
定
す

る
根
拠
を
持
つ
わ
け
で
も
な
い
、
と
感
じ
る
誰
も
が
慰
撫
さ
れ
る
。

5 

吉
本
が
こ
の
二

O
年
、
多
く
の
読
者
に
読
み
つ
が
れ
て
き
た
の

は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

六
O
年
安
保
か
ら
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
日
本
共
産
党
や
、
共
産

問
、
革
共
同
な
ど
の
政
治
的
諸
党
派
(
革
命
の
日
本
的
正
統
性
)
に

召
喚
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
(
弁
解
)
と
し
て
、
そ
れ
は
読
ま
れ
た
。

こ
れ
は
む
ろ
ん
、
吉
本
の
意
図
と
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
先

頭
を
き
っ
て
、
思
想
の
新
た
な
可
能
性
を
ひ
ら
こ
う
と
、
風
圧
を
一

身
に
う
け
た
だ
け
で
あ
る
d

多
く
の
者
は
彼
の
後
ろ
に
従
う
こ
と

で
、
風
圧
を
し
の
い
だ
。
吉
本
は
追
随
者
を
甘
や
か
す
こ
と
な
く
、

「
自
立
」
と
い
う
厳
し
い
薬
を
与
え
た
が
、
人
び
と
は
ま
た
し
て
も
、
こ

の
こ
と
ば
を
た
だ
口
先
で
唱
え
て
免
罪
符
に
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
最
近
一

O
年
は
、
別
の
読
ま
れ
方
が
前
面
に
出
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
知
識
人
の
構
想
力
の
停
滞
を
埋
め
合
わ
せ
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
漠
然
と
し
た
不
安
を
解
消
す
る
も
の
と
し
て
。
か
つ

て
の
党
派
が
有
効
で
あ
る
と
、
も
う
信
じ
る
も
の
は
い
な
く
な
っ

た
。
資
本
主
義
は
変
化
の
度
を
速
め
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
し
い
貌
を
み

せ
て
い
く
。
こ
こ
で
な
お
、
「
左
翼
的
」
で
あ
り
う
る
こ
と
、
時
代

と
独
立
な
歴
史
H

時
間
感
覚
を
持
ち
う
る
こ
と
が
、
証
明
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
?
先
進
社
会
に
つ
い
て
吉
本
は
言
う
、
《
た
だ
左
翼
や
進

歩
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
泡
沫
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
左
翼
と

は
何
か
を
探
し
つ
つ
あ
る
も
の
だ
け
が
左
翼
な
の
だ
》
(
「
ハ
イ

・
イ

ユド

「
左
翼
と
は
何
か
を
探
し
つ
つ
あ
る
も
の
だ
け
が
左
翼
」
だ
ー
ー
と

は
も
っ
と
も
だ
。
私
が
不
思
議
な
の
は
、
左
翼
と
は
何
か
を
探
す
こ

と
ま
で
し
て
、
な
ぜ
左
翼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
と
吉
本
が
信
じ

て
い
る
)
の
か
、
で
あ
る
。

一
度
で
も
左
翼
で
あ
っ
た
人
聞
が
、
倫
理
的
な
あ
ま
り
、
左
翼
で

あ
り
つ
.つ
け
よ
う
と
い
う
話
な
ら
、
あ
り
き
た
り
で
よ
く
わ
か
る
。

し
か
し
吉
本
の
場
合
、
思
想
の
解
体
の
度
合
が
、
も
う
、
左
翼
と
よ

ぶ
必
要
も
な
い
ほ
ど
、
徹
底
し
て
き
て
い
る
。

と
く
に
最
近
、
彼
が
自
然
の
観
念
を
放
棄
し
た
こ
と
は
、
重
要
だ

と
思
う
。
《
マ
ル
ク
ス
が
言
う
自
然
主
義
的
人
間
主
義
と
い
う
の
と

ぼ
く
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
こ
に
時
代
的
限
界
が

あ
る
と
ぼ
く
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
的
自
然
よ
り
も
も
っ
と

自
然
で
あ
る
自
然
と
い
う
も
の
を
、
人
間
は
人
工
的
に
作
れ
る
と
考

え
て
い
る
ん
で
す
よ
》
(
「
都
市
の
変
容
・
詩
の
現
在
」
「
瓜
代
詩
手
帖
ー一

八
六
年
五
月
〉
こ
こ
で
彼
は
、
人
為
的
な
社
会
制
度
で
あ
る
資
本
制

が
、
そ
の
外
部
で
あ
る
自
然
に
対
す
る
操
作
性
を
高
め
て
、
つ
ぎ
つ

ぎ
内
部
に
と
り
こ
み
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
結
す
る
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
予
想
を
の
べ
て
い
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
可
能
性
に
引
導
を

渡
す
い
っ
ぽ
う
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
に
よ
っ
て
資
本
制
を

批
判
的
に
把
握
す
る
試
み
に
も
水
を
さ
し
、
資
本
制
は
ま
す
ま
す
現

実
味
を
ま
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

実
を
い
え
ば
私
も
、
吉
本
が
描
こ
う
と
す
る
資
本
制
の
未
来
像

に
、
ほ
ぽ
一
致
す
る
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
資
本
制
の
究
極
を
、
私

は
「
機
械
主
義
」
と
名
付
け
た
。
現
在
、
資
本
制
以
外
の
社
会
シ
ス

テ
ム
は
事
実
上
存
在
せ
ず
、
資
本
制
を
上
回
る
ど
ん
な
プ
ラ
ン
も
提

案
さ
れ
て
い
な
い
。
資
本
制
は
そ
の
完
成
(
機
械
主
義
〉
へ
ひ
た
走

司

る
以
外
に
な
い
。
資
本
制
が
ち
っ
と
も
悪
く
な
い
と
考
え
る
の
な

ら
、
ど
こ
に
(
政
治
的
)
左
翼
を
名
乗
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
?

* 

ら
も
、
そ
れ
を
、
自
分
を
育
ん
で
き
た
過
去
(
た
と
え
ば
、
左
翼
運

動
の
体
験
、
資
本
制
の
古
典
的
把
握
)
と
の
関
係
で
捉
え
、
う
ま
く

こ
と
ば
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
吉
本
は
、
そ
れ
を
代
行
す
る
。

人
び
と
は
、
時
代
を
じ
か
に
見
す
え
る
よ
り
は
、
吉
本
の
言
動
に
ふ

れ
、
彼
を
通
し
て
「
そ
う
か
、
時
代
は
も
う
こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
を

許
容
し
て
い
る
の
だ
。
自
分
の
過
去
は
こ
の
よ
う
に
連
続
的
に
変
化

し
て
き
た
の
だ
」
と
考
え
る
ほ
う
を
好
む
の
で
あ
る
。

資
本
制
が
や
が
て
、
自
然
的
自
然
よ
り
も
自
然
な
自
然
を
、
人
工

的
に
作
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
。
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
的
共
和
社
会

よ
り
も
共
和
的
な
社
会
を
か
た
ど
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
朝
飯
前
の
は
ず

だ
。
吉
本
は
、
資
本
制
の
ま
ば
ゆ
い
先
端
(
の
像
)
の
な
か
に
、
彼

の
批
評
的
根
拠
(
「
ア
ジ
ア
的
」
な
も
の
〉
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の

を
見
る
。
彼
の
思
想
は
、
も
う
新
し
さ
の
源
泉
で
な
い
(
か
も
し
れ

な
い
〉
。
新
し
さ
は
、
外
部
に
し
か
な
い
(
か
も
し
れ
な
い
〉
。
そ
の

真
偽
を
確
認
す
る
こ
と
に
、
い
ま
吉
本
は
吸
い
ょ
せ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
彼
の
根
拠
と
と
も
に
、
「
解
体
の
思
想
家
」
吉
本
隆
明

が
解
体
を
演
ず
る
。
人
び
と
は
そ
れ
を
み
て
、
時
代
を
感
得
す
る
。

こ
の
い
み
で
、
吉
本
こ
そ
、
時
代
の
最
大
の
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ

る
。
そ
う
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
完
全
で
な
い
。
ま
ず
い
と
こ
ろ

だ
ら
け
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
言
う
な
れ
ば
、
資
本

制
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ

・
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
(
歴
史
的
・
文
化
的
基

盤
)
の
不
備
の
問
題
で
あ
る
。
見
つ
け
次
第
に
、
そ
れ
を
と
り
除
い

て
い
け
ば
よ
い
の
だ
。
(
吉
本
は
こ
れ
を
、

不
断
革
命
と
い
う
。
し

か
し
左
翼
が
あ
り
え
な
い
の
に
、
こ
れ
を
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
永
続
革
命

に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
〉

〈
日
本
〉
資
本
制
の
特
徴
は
と
い
え
ば
、
土
着
の
堆
積
を
巧
み
に
温

存
し
な
が
ら
、
生
産
シ
ス
テ
ム
を
効
率
的
に
作
動
さ
せ
て
き
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
し
も
「
ア
ジ
ア
的
」
と
称
す
る
な
ら
、
最
近
の

傾
向
は
、
こ
の
資
本
制
が
「
ア
ジ
ア
的
」
な
特
性
と
共
棲
し
、
そ
れ

を
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
再
現
す
る
と
い
う
戦
略
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
吉
本
は
こ
の
点
を
と
ら
え
、
世
界
都
市
H

東
京
の

も
っ
と
も
先
端
的
な
様
相
と
し
て
、
ア
ジ
ア
的
な
も
の
と
超
モ
ダ
ン

な
も
の
と
の
同
時
共
在
に
よ
る
異
化
効
果
を
あ
げ
る
わ
け
だ
。

さ
て
、
多
く
の
人
び
と
は
、
日
々
こ
う
し
た
変
化
を
実
感
し
な
が
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