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は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
コ
ロ
ナ
」
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。
第
三
四
半
期
が
終
わ
っ
た
現
在
も
な
お
、
収
束

の
兆
し
が
見
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
感
染
者
数
は
一
度
目
よ
り
も
高
い
二
度
目
の
ピ
ー
ク
を
目
指
し
て
お

り
、
北
海
道
で
は
第
三
波
の
到
来
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

　

歴
史
に
悪
名
高
い
疫
病
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
死
亡
率
が
有
意
に
高
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
疫
病
が
、
地
域
や
国
ご
と
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
世
界
全
体
で
人
間
の
生
活
を
麻
痺
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
し
わ
寄
せ
が
真
っ
先
に
「
弱
者
」
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
今
回
の
流
行
を
「
猖
獗
を
極
め

る
」
と
形
容
す
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
、
よ
り
緩
慢
で
慢
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
ば
を
選
ば
せ
る
何
か
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
一
部
の
「
強
者
」
に
与
え
ら
れ
た
か
り
そ
め
の
特
権
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
流
行
が
大
学
教
育
の
在
り
方
に
変
革
を
迫
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
講
義
形
式
や
ゼ
ミ
形
式

メ
デ
ィ
ア
研
究
と
心
理
学
の
接
点
：『
探
索
モ
デ
ル
』

柴
田 

　
崇
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の
授
業
の
歴
史
性
を
考
え
る
と
き
、
二
〇
二
〇
年
の
試
行
錯
誤
の
中
に
、
現
在
の
技
術
環
境
に
相
応
し
い
新
し
い
形
式
の

授
業
の
種
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

研
究
の
現
場
で
も
、
出
張
を
伴
う
学
会
の
活
動
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
切
り
替
わ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
た
だ
、
近
年

の
動
向
を
振
り
返
れ
ば
、
紙
の
学
会
誌
は
廃
止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
軌
道
は
既
に
敷
か
れ
て
い
た
と

い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
研
究
者
が
、
研
究
論
文
を
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
、
ま
た
公
開
さ
れ
た
論
文
を
手
軽
に
読

め
る
こ
と
に
加
え
、
遠
隔
地
の
研
究
者
と
の
メ
ー
ル
で
の
意
見
交
換
や
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
「
対
話
」
等
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ

ア
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
き
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の
大
会
も
、
こ
う
し
た
趨
勢
の
一
部
と
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
く
し
て
実

現
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
。
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
て
い
る
日
本
心
理
学
会
で

の
発
表
を
文
字
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
同
学
会
は
第
八
四
回
大
会
の
す
べ
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
実
施
し
た
。
非
学
会
員
の
筆
者
が
話
題
提
供
者
と
し
て
参
加
し
た
公
募
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
言
え
ば
、
動
画
デ
ー

タ
を
事
前
に
大
会
事
務
局
に
提
出
し
、
大
会
事
務
局
は
こ
れ
を
約
一
か
月
の
大
会
会
期
中
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
、
そ

の
間
、
メ
ン
バ
ー
は
ネ
ッ
ト
掲
示
板
を
使
っ
て
大
会
参
加
者
と
質
疑
応
答
を
行
う
、
と
い
う
形
式
が
採
用
さ
れ
た
。
リ
ア

ル
タ
イ
ム
の
緊
迫
し
た
雰
囲
気
が
な
い
反
面
、
時
間
を
か
け
て
質
問
を
用
意
で
き
る
と
い
う
オ
ン
デ
ィ
マ
ン
ド
式
特
有
の

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
今
後
の
学
会
発
表
の
形
式
を
考
え
る
上
で
の
材
料
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
形
式
の
効

果
を
云
々
す
る
の
は
時
期
尚
早
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
発
表
部
分
の
み
を
文
字
に
お
こ
し
、
大
会
参
加
者
以

外
の
読
者
と
の
議
論
の
糧
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
い
。

　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（SS-014

）「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
の
筆
者
以
外
の
メ
ン
バ
ー
の
役
割
と
お
名
前
は
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次
の
通
り
で
あ
る
（
敬
称
略
）。
企
画
代
表
者
、
司
会
：
三
嶋
博
之
（
早
稲
田
大
学
）、
企
画
者
：
森
直
之
（
札
幌
学
院
大
学
）、

企
画
者
、
話
題
提
供
者
：
河
野
哲
也
（
立
教
大
学
）、
話
題
提
供
者
：
田
中
彰
吾
（
東
海
大
学
）、
指
定
討
論
者
：
染
谷
昌

義
（
高
千
穂
大
学
）。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
ま
ず
、
趣
旨
説
明
と
話
題
提
供
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
資
料
（
趣
旨
説
明
五

分
以
内
、
話
題
提
供
各
二
五
分
以
内
）
を
担
当
者
が
各
自
で
作
成
し
た
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
全
員
が
共
有
し
た
上

で
ウ
ェ
ッ
ブ
会
議
を
開
き
、
指
定
討
論
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
（
約
二
〇
分
以
内
）
と
全
体
討
論
（
二
〇
分
以
内
）
の
動
画

を
撮
っ
て
一
つ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
大
会
事
務
局
に
提
出
し
た
。

　

尚
、
同
学
会
で
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
予
稿
集
を
制
作
し
な
い
た
め
、
本
稿
が
二
重
投
稿
に
な
る
お
そ
れ
は
な
い
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
性
格
上
、
全
体
討
論
の
場
面
に
こ
そ
妙
味
が
あ
り
、
本
来
な
ら
各
発
表
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
濃
厚
な
」
議

論
の
す
べ
て
を
収
録
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
一
登
壇
者
の
資
格
で
そ
れ
を
行
う
の
が
適
当
で
な
い
以
上
、
企
画
代
表
者
の

許
可
を
得
て
、
筆
者
の
発
表
部
分
の
み
を
研
究
ノ
ー
ト
の
形
で
公
表
す
る
。
指
定
討
論
者
か
ら
は
確
認
の
た
め
の
質
問
も

い
く
つ
か
あ
っ
た
。
話
題
提
供
の
発
表
内
容
の
不
足
を
補
う
上
で
採
録
す
べ
き
だ
が
、
こ
れ
も
割
愛
し
た
。

　

日
本
心
理
学
会
と
い
う
心
理
学
の
領
域
で
は
国
内
最
大
の
学
会
の
大
会
で
、「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
け
た
こ
と
は
、
時
宜
に
叶
い
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
生
態
心
理
学
と
を
専
門
に
す
る
筆
者
に
と
っ
て
は
望

外
の
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
企
画
を
立
て
、
お
声
掛
け
下
さ
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
皆
様
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画

を
採
択
し
て
下
さ
っ
た
学
会
の
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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概　
　

要

　

北
海
学
園
大
学
の
柴
田
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
と
し
て
「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
に
対

し
て
話
題
提
供
い
た
し
ま
す
。

　

要
約
で
す
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
一
九
一
一
〜
一
九
八
〇
）
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
（
以
下
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
）

の
特
長
は
、「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
概
念
を
再
定
義
し
、
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
メ

デ
ィ
ア
環
境
を
同
時
に
理
解
す
る
た
め
の
理
論
の
構
築
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
研
究

と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
（
一
九
〇
四
〜
一
九
七
九
）
の
生
態
心
理
学
の
接
点
と
な
る
「
探
索
」
モ
デ
ル
の
意
義
を
説

明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
の
接
合
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
の
可
能
性
」
を
論
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
論
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
、
心
理
学
説
の
方
は
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
心
理
学
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
論
と
生
態
心
理
学
を
接
合
す
る
こ
と
で
、
互
い
の
成
果
を
活
用
し
、
ネ
ッ

ト
メ
デ
ィ
ア
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
に
つ
い
て
展
望
が
開
け
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
両
者
の
接
点
と
な
る
「
探
索
モ
デ

ル
」
を
説
明
す
る
の
が
、
本
日
の
私
の
発
表
の
主
題
で
す
。

　

ま
ず
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
長
を
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
。
次
に
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
注
目
し
て
ギ
ブ

ソ
ン
の
生
態
心
理
学
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
最
後
に
、「
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
」
を
展
望
し
ま
す
。
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１
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
は
？

１

－

１
．
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
は
？

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
い
う
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
経
歴
や
理
論
の
概
要
な
ど
は
意
外

に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
記
述
は
か
な
り
怪
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
学
の
授

業
で
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
論
を
講
ず
る
先
生
の
中
に
さ
え
、
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
の
理
論
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
怪
し
い
方
を
多
く
見
か
け
ま
す
。
本
邦
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
受
容
を
含
め
、

簡
単
な
経
歴
、
及
び
業
績
と
併
せ
、
必
要
範
囲
で
理
論
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。「
探
索
モ
デ
ル
」
が
そ
の
核
で
あ

る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
ま
ず
は
Ｏ
Ｋ
で
す
。

　

経
歴
で
す
。
一
九
一
一
年
に
生
ま
れ
、
一
九
八
〇
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
カ
ナ
ダ
の
ア
ル
バ
ー
タ
州
エ
ド
モ
ン
ト
ン

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
マ
ニ
ト
バ
大
学
か
ら
英
文
学
の
学
士
号
と
修
士
号
を
取
得
後
、ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・

ホ
ー
ル
に
留
学
し
ま
す
。
一
旦
帰
国
し
、
一
九
三
七
年
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
学
で
教
壇
に
立
ち
ま
す
が
、
再
度
渡
英
し
て

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
英
文
学
修
士
号
（
一
九
四
〇
）
と
博
士
号
（
一
九
四
三
）
取
得
し
ま
す
。
ア
サ
ン
プ
シ
ョ
ン
大

学
を
経
て
一
九
四
六
年
に
ト
ロ
ン
ト
大
学
に
移
り
、
一
九
五
二
年
に
同
大
教
授
に
就
任
。
一
九
六
〇
年
代
に
メ
デ
ィ
ア
研

究
を
提
唱
し
た
こ
と
で
北
米
発
の
一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
一
九
〇
四
年
生
ま
れ

で
一
九
七
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
場
所
こ
そ
違
え
、
同
時
代
人
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
名
前
は
ア
メ
リ
カ
に
も
知
れ
渡
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
ギ
ブ
ソ
ン
が
そ
の

名
前
を
耳
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
自
身
の
研
究
と
関
係
が
あ
る
人
物
と
し
て
認
知
し
て
い
た
か
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ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

他
方
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
ギ
ブ
ソ
ン
の
名
前
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
柴
田
、

二
〇
一
五
）。
一
九
七
四
年
と
い
う
晩
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
名
前
を
知
っ
た
模
様
で
す
。
知
人
か
ら
ギ
ブ
ソ
ン
の

論
文
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
資
料
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
自
身
の
著
書
に
そ
の
論
文
を
引
用
し
た
形
跡
は

あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
同
時
代
人
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
生
前
に
両
者
が
参
照
し
合
っ
た
形
跡
は
な
い
、
と
い
う
の
が

事
実
で
す
。

　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
経
歴
は
、
大
体
四
期
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
成
果
を
本
に
ま
と
め
て
発
表
し
て
い

ま
す
の
で
、
代
表
的
な
著
書
に
よ
っ
て
こ
の
四
期
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

第
一
期
は
英
文
学
者
と
し
て
活
動
し
た
時
代
で
す
。
第
一
期
と
第
二
期
の
間
に
大
き
な
分
岐
点
が
あ
り
ま
す
。

　

第
二
期
に
現
在
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
ブ
カ
ル
の
よ
う
な
も
の
や
学
際
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

第
三
期
に
世
界
的
に
有
名
に
な
る
著
書
を
世
に
送
り
出
し
ま
す
。
日
本
で
も
竹
村
健
一
が
紹
介
し
て
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で

盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

第
四
期
、
こ
の
時
期
に
は
ブ
ー
ム
が
去
り
、
一
般
の
人
が
そ
の
名
前
を
耳
に
す
る
機
会
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
す
が
、
こ
の
頃
書
か
れ
た
著
書
を
読
む
と
、
理
論
的
な
進
展
が
確
か
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

第
一
期
の
特
徴
を
代
表
的
な
著
書T

he M
echanical B

ride
（1951

）（『
機
械
の
花
嫁
』）
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。
ま

ず
は
こ
の
時
期
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
動
静
を
、
一
九
六
七
年
の
回
想
録
か
ら
読
み
解
き
ま
す
。
一
英
文
学
者
が
道
を
踏
み

外
し
、
結
果
的
に
稀
代
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
九
三
六
年
、
私
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
赴
任
し
た
。
学
部
一
年
生
の
授
業
を
担
当
し
て
す
ぐ
、
彼
ら
を
理

解
で
き
な
い
の
に
驚
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
広
告
や
ゲ
ー
ム
や
映
画
な
ど
の
彼
ら
が
慣
れ
親
し
む
大
衆
文
化
の
研

究
が
急
務
で
あ
る
と
感
じ
た
。
こ
れ
は
教
育
学
で
あ
り
、
私
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
だ
っ
た
。
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
世
界
と
い
う
彼
ら
の
土
俵
に
上
っ
た
の
は
、
教
育
上
の
方
針
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
、
広
告
は
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
の
に
極
め
て
便
利
な
形
式
だ
っ
た
。『
機
械
の
花
嫁
』
で
広
告
を  

取
り
上
げ
た
の
も
、
広
告
を
使
う
の
に
許
可

を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
法
的
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
授
業
で
は
広
告
の
他
に
映
画
や
雑
誌
の
画
像
も
使
用
し
た
。
私

は
、
三
〇
〜
四
〇
枚
の
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
短
い
講
義
を
し
た
後
で
、
学
生
に
広
告
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
促
し
た

（M
cLuhan, 1967, p. 50.

）。

今
で
も
通
用
す
る
よ
う
な
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
授
業
を
実
践
し
た
よ
う
で
す
。

　
『
機
械
の
花
嫁
』
の
主
題
は
、
機
械
時
代
が
生
み
出
す
魅
力
的
な
商
品
を
分
析
し
、
産
業
化
し
た
世
界
に
生
き
る
人
間

（
男
？
）
の
た
め
の
神
話
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
同
様
の
研
究
のM

ythologies

（『
神
話
作
用
』）
が
一
九
五
七
年
、Systèm

e de la m
ode

（『
モ
ー
ド
の
体
系
』））
が
一
九
六
七
年
の
発
表
で
す
か
ら
、

一
九
五
一
年
に
書
か
れ
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
『
機
械
の
花
嫁
』
は
か
な
り
先
駆
的
な
仕
事
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
邦
訳
も

あ
り
ま
す
の
で
興
味
の
沸
い
た
方
に
は
読
む
こ
と
を
勧
め
ま
す
。

　
『
機
械
の
花
嫁
』
で
は
、
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
の
左
側
に
広
告
や
漫
画
を
載
せ
、
右
側
の
ペ
ー
ジ
で
そ
れ
に
つ
い
て
解
説

す
る
と
い
う
斬
新
な
レ
イ
ア
ウ
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
も
斬

り
込
ん
で
い
ま
す
。
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
広
告
も
分
析
し
て
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
本
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
書
の
目
的
は
、
読
者
に
機
械
的
作
用
が
つ
く
り
出
す
旋
回
す
る
景
色
の
真
ん
中
に
立
っ
て
も
ら
い
、
す
べ
て
の
現

代
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
現
在
進
行
中
の
事
態
を
観
察
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
実
態
の
分
析
に
よ
っ
て
、
具

体
的
な
対
処
法
が
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
す
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
対
処
法
の
提
示
を
念

頭
に
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
（M

cLuhan, 1967(1951), v.

）。

つ
ま
り
、
こ
の
本
で
は
個
々
の
事
例
の
断
片
的
な
分
析
し
か
で
き
な
い
が
、
将
来
的
に
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
総
合

的
理
解
に
進
み
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
実
際
、
そ

の
後
の
研
究
は
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
を
実
践
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
研
究
の
準
備
期
に
あ
た
る
第
二
期
を
代
表
す
る
著
作
は
、Explorations

（1953

〜59

）（『
探
究
』
誌
）
で
す
。

学
際
的
な
研
究
会
を
主
宰
し
、
そ
こ
で
の
研
究
成
果
を
年
刊
誌
に
ま
と
め
て
発
表
し
て
い
た
時
代
で
す
。
後
年
、
雑
誌
論

文
を
抜
粋
し
た
本
が
出
ま
す
。
邦
訳
は
、
そ
の
本
か
ら
さ
ら
に
論
文
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
一
九
六
〇
年
代
に
二
冊
の
主
著
を
世
に
問
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、T

he G
utenberg G

alaxy

（1962

）

（『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』）
とU

nderstanding M
edia

（1964

）（『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』）
の
二
冊
で
す
。
前
者
は
、

活
版
印
刷
技
術
の
影
響
に
つ
い
て
ま
と
め
た
本
で
す
。
後
者
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
形
成
し
た
時
代
が
終
焉
し
た
現
代
の

メ
デ
ィ
ア
状
況
に
つ
い
て
の
本
で
す
。
い
ず
れ
が
主
著
か
で
論
争
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
議
論
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
両
者
を
セ
ッ
ト
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。
い
ず
れ
も
邦
訳
が
あ
り
ま
す
。
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『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
の
末
尾
に
は
、
歴
史
研
究
に
続
け
て
現
代
の
状
況
を
考
察
す
る
新
し
い
研
究
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
本
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
の
が
『
メ
デ
ィ

ア
の
理
解
』
で
す
（
邦
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
『
メ
デ
ィ
ア
論
』）。

　
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
で
は
、
活
版
印
刷
技
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
終
焉
後
の
、
最
新
の
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
検
証
す
る
と

こ
ろ
に
主
題
が
移
り
ま
す
。
個
々
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
分
析
と
と
も
に
理
論
の
概
要
が
示
さ
れ
て
お
り
、
メ
デ
ィ
ア

の
理
解
の
た
め
の
理
論
の
確
立
に
前
進
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。

１

－

２
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
徴

　

ひ
と
ま
ず
『
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
ま
す
。

　

ま
ず
は
概
念
を
再
定
義
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
は
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
の“

T
he m

edium
 is the m

essage.”

（
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
を
使
っ
て
説
明
で
き
ま
す
。
ま
ず
こ
こ

で
言
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
（
メ
デ
ィ
ア
の
単
数
形
）
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
に
限
定
さ
れ

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
人
工
物
を
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
、と
い
う
含
意
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
、

通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
な
ど
で
の
用
法
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
し
ゃ
べ
っ
た
内
容
や
、
人
が

意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、人
間
に
対
す
る
影
響
を
指
し
ま
す
。こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
解
明
こ
そ
が
研
究
の
主
題
に
な
る
べ
き
こ
と
謳
っ
た
命
題
で
す
。

　

繰
り
返
す
と
、
す
べ
て
の
人
工
物
を
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
る
と
き
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
音
声
言
語
や
ゲ
ー
ム
、
道
路
や
自

動
車
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
デ
ィ
ア
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
明
を
主
題
に
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掲
げ
た
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
マ
ス
コ
ミ
研
究
、
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
分

析
と
は
一
線
を
画
す
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
明
が
主
題
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
よ
り
詳
し
く
、厳
密
に
い
う
と
、
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
使
用
す
る
人
間
を
変
容
さ
せ
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
意
味
で
の
影
響
を
解
明
す
る
こ
と

が
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
主
題
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
に
挑
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
「
探
索
モ
デ

ル
」
が
登
場
し
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
考
察
す
る
に
は
、
そ
れ
を
使
う
人
間
が
、
メ
デ
ィ
ア
を
身
体
の
「
延
長 

extension

」
と
し
て
使
い
、
環
境
を
探
索
す
る
事
態
に
注
目
す
べ
で
あ
る
と
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
考
え
ま
し
た
。
こ
の
着

眼
点
が
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
特
徴
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
と
メ
デ
ィ
ア
が
一
体
に
な
っ
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
形
成
す

る
こ
と
を
前
提
に
、そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
環
境
を
探
索
す
る
状
況
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
置
く
の
が
、マ
ク
ル
ー

ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
で
す
。

１

－

３
．「
探
索
モ
デ
ル
」
の
意
義

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
意
義
、
そ
し
て
特
長
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
特
長
の
一
つ
目
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
用
法
は
予
め
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
使
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
続

け
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
ラ
ジ
オ
や
自
動
車
、
印
刷
技
術
の
歴
史
を
繙
け
ば
分
か
る
こ
と
で

す
が
、
当
初
か
ら
そ
の
用
法
が
決
ま
っ
て
い
た
メ
デ
ィ
ア
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
現
在
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア

に
も
当
然
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
は
ず
で
す
。
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ま
た
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
め
ば
自
動
車
を
運
転
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
の
意
味

を
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
書
い
て
あ
る
用
法
に
還
元
す
る
の
が
危
険
な
こ
と
は
分
か
る
は
ず
で
す
。「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」
に

陥
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
第
一
の
意
義
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

特
長
の
二
つ
目
は
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
を
回
避
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。「
拡
張
モ
デ
ル
」
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
身

体
や
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
を
「
増
強
（
拡
張
）」
す
る
効
果
が
あ
る
、
と
考
え
る
立
場
で
す
。
こ
う
し
た
物
言
い
は

人
口
に
膾
炙
し
て
い
ま
す
が
、や
は
り
問
題
が
あ
り
ま
す
。メ
デ
ィ
ア
の
効
果
は
、身
体
や
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
の「
増

強
」
や
「
拡
張
」
の
一
言
で
説
明
で
き
る
ほ
ど
明
示
的
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
は
、人
間
が
そ
れ
を
「
使

用
」
す
る
状
況
に
お
い
て
初
め
て
語
り
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
験
的
に
「
拡
張
」
の
語
で
は
語
り
得
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
う
考
え
る
と
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
に
則
っ
た
議
論
の
言
説
が
空
疎
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

１

－

４
．
課
題

　

さ
て
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
考
え
は
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
七
〇
年

代
の
理
論
を
精
緻
化
す
る
時
代
が
続
く
の
で
す
が
、
精
緻
化
の
過
程
を
経
て
提
出
さ
れ
た
理
論
は
、
実
は
必
ず
し
も
納
得

の
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
言
で
言
う
と
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、「
探
索
モ
デ
ル
」
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の

で
す
。
代
わ
り
に
、
脳
と
環
境
が
写
像
関
係
に
あ
る
、
と
の
前
提
を
立
て
、
脳
研
究
を
援
用
す
る
方
向
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
転
向
自
体
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
適
当
な
知
覚
理
論
が
あ
っ
た
の
な
ら
、「
探
索
モ
デ

ル
」
を
深
化
さ
せ
る
方
向
で
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
理
論
化
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
生
態
心
理
学
が
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
深
化
さ
せ
る
の
に
相
応
し
い
知
覚
理
論
の
候
補
で
あ
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る
こ
と
を
見
ま
す
。

２
．
生
態
心
理
学
と
の
接
合

２

－

１
．
接
点

　

ギ
ブ
ソ
ン
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
心
理
学
会
の
皆
さ
ん
な
ら
ご
存
じ
な
の
で
省
略
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
の
接
点
と
な
る
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
位
置
づ
け
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

一
九
七
九
年
に
書
か
れ
た
最
後
の
著
作
に
は
、
ハ
サ
ミ
を
例
に
し
た
「
探
索
モ
デ
ル
」
が
見
ら
れ
ま
す
。

使
用
時
の
道
具
は
一
種
の
手
の
延
長 extension 

で
あ
り
、
手
の
付
着
物
、
ま
た
は
使
用
者
自
身
の
身
体
の
一
部
に

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
道
具
は
も
は
や
環
境
の
一
部
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
使
用
を
離
れ
る
と
、
道
具
は
環

境
中
の
単
な
る
遊
離
物
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
確
か
に
掴
む
こ
と
も
運
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
、
道
具
は
観
察
者
の
外

に
存
在
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
身
体
に
何
物
か
を
付
着
さ
せ
る
能
力
は
、
生
物
と
環
境
の
境
界 boundary 

が
皮

膚
の
表
面
で
固
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
移
動
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
（G

ibson, 1986(1979), p. 40.

）。

実
は
最
後
の
著
書
か
ら
約
四
〇
年
前
の
、
一
九
三
八
年
と
い
う
研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
も
早
い
時
期
の
仕
事
に

も
、「
探
索
モ
デ
ル
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
よ
り
複
雑
な
機
構
を
持
つ
自
動
車
の
使
用
と
熟
達
と
を
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「
探
索
モ
デ
ル
」
で
説
明
し
て
い
ま
す
。

高
度
な
運
転
技
術
を
身
に
付
け
る
に
は
、
自
動
車
の
「
場
」
に
つ
い
て
十
分
な
感
受
性
と
制
御
能
力
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
道
具
を
用
途
に
し
た
が
っ
て
使
う
時
の
よ
う
に
、
自
動
車
は
ド
ラ
イ
バ
ー

の
身
体
の
一
種
の
延
長 extension 

に
な
る
（G

ibson, C
rooks, 1938, p. 135.

）。

２

－

２
．
生
態
心
理
学
の
特
長

　

生
態
心
理
学
に
基
づ
い
て
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
展
開
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
同
じ
く
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
環
境
の
「
境
界
」
で
生
じ
る
事
象
を
記
述
す
る
と
い
う
主
題
が

立
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
論
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ド
ナ
ル
ド
・
ノ
ー
マ

ン
に
代
表
さ
れ
る
議
論
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
い
う
語
は
使
用
し
て
い
る
も
の
の
、
既
に
用
法
が
決
ま
っ
た
メ
デ
ィ
ア

を
い
か
に
使
い
や
す
く
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
に
主
題
が
あ
り
、
必
然
的
に
、「
境
界
」
は
人
間
と
メ
デ
ィ
ア
の
間
に
あ
る
も
の

に
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
の
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
と
い
う
点
で
、「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」
の
一
種
に
分
類
で
き
る
議
論
で
す
。
人
間
と
一
体
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
と

環
境
と
の
間
の
「
境
界
」
に
注
意
を
向
け
た
ギ
ブ
ソ
ン
の
「
探
索
モ
デ
ル
」
と
は
全
く
別
の
モ
デ
ル
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
二
つ
の
モ
デ
ル
の
差
異
は
、
ど
こ
を
「
境
界
」
と
見
做
す
か
に
如
実
に
現
れ
る
の
で
す
。

　

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
、
及
び
古
い
メ
デ
ィ
ア
の
退
場
を
適
切
に
記
述
で
き
る
点
も
「
探
索
モ
デ
ル
」
の
特
長
に
あ

げ
ら
れ
ま
す
。「
拡
張
モ
デ
ル
」
に
よ
る
と
、
自
動
車
は
脚
の
（
機
能
の
）「
拡
張
」
で
あ
る
、
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
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間
の
知
的
能
力
を
増
幅
す
る
装
置
で
あ
る
、
の
よ
う
に
、
身
体
の
機
能
と
メ
デ
ィ
ア
と
関
連
付
け
た
議
論
を
行
っ
た
り
、

自
動
車
を
、
直
近
の
相
当
す
る
発
明
品
で
あ
る
馬
車
と
関
連
付
け
て
、
馬
車
と
の
比
較
で
論
じ
て
み
た
り
、
最
近
で
は
電

子
書
籍
の
効
果
を
考
え
る
と
き
に
紙
の
本
を
持
ち
出
し
て
き
た
り
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
同
士
の
単
純
な
二
項
関
係
で
入
・
退

場
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
論
じ
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
対
照
的
に
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の

入
れ
替
え
と
し
て
新
旧
の
メ
デ
ィ
ア
を
論
じ
る
途
が
開
け
ま
す
。

　

ま
た
、「
探
索
モ
デ
ル
」
に
依
拠
す
れ
ば
熟
練
の
度
合
い
を
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
本
日
司
会
を
務
め
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
三
嶋
博
之
先
生
は
、
自
動
車
運
転
の
熟
練
の
度
合
い
を
、
利
用
す
る
情
報
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
す
る
研
究
を
さ

れ
ま
し
た
（Inou, Saw

ada, M
ishim

a, 2009

）。
こ
れ
に
相
当
す
る
成
果
は
、「
拡
張
モ
デ
ル
」
や
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
」

に
依
る
限
り
、
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

２

－

３
．
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　
「
探
索
モ
デ
ル
」
を
接
点
に
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
と
生
態
心
理
学
が
接
合
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
ま
と
め
ま
す
。

　

ま
ず
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
側
か
ら
言
う
と
、
生
態
心
理
学
と
の
接
合
に
よ
り
、
一
旦
放
棄
さ
れ
た
「
探
索
モ
デ
ル
」
に

基
づ
い
て
も
う
一
度
理
論
を
構
築
す
る
途
が
開
け
ま
す
。

２

－
４
．
生
態
心
理
学
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　

生
態
心
理
学
に
も
メ
リ
ッ
ト
か
あ
り
ま
す
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ハ
サ
ミ
な
ど
の
道
具
に
比
べ

て
、
よ
り
大
き
く
複
雑
な
機
械
類
に
も
、「
探
索
モ
デ
ル
」
が
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
最
後
の
著
書
の
ハ
サ
ミ
の
記
述
に
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続
け
て
記
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
語
る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
今
後
、
道
具
を
考
え
る
た
め
の
導
入
に
は
な
っ

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
議
論
を
比
較
的
小
さ
く
て
持
ち
運
び
の
で
き
る
道
具
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
が
、
技

術
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
も
っ
と
大
き
な
切
断
、
掘
削
、
粉
砕
、
圧
搾
の
た
め
の
道
具
と
機
械
や
、
土
木
機
械
、

建
設
機
械
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
移
動
の
た
め
の
機
械
も
つ
く
っ
て
き
た
（G

ibson, 1986(1979), p. 41.

）。

四
〇
年
前
の
自
動
車
の
研
究
を
、
長
い
キ
ャ
リ
ア
で
培
っ
た
成
果
を
傾
注
し
て
再
起
動
し
よ
う
と
し
た
か
の
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
ギ
ブ
ソ
ン
の
死
後
、
ハ
サ
ミ
や
ハ
ン
マ
ー
な
ど
の
道
具
は
と
も
か
く
、
そ
れ
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
生
態
心
理
学
に
基
づ
く
デ
ィ
ア
研
究
を
展
開
す

る
こ
と
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

３
．
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
の
展
望

　

最
後
に
、
思
い
付
き
程
度
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
生
態
心
理
学
に
つ
い
て
展
望
し
ま
す
。

　

研
究
の
焦
点
は
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
が
、
そ
れ
を
使
用
す
る
人
間
に
及
ぼ
す
影
響
の
検
証
に
当
て
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、

検
証
す
べ
き
「
境
界
」
の
位
置
が
重
要
で
す
。
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
に
は
、
当
然
、
キ
ー
ボ
ー
ド
や
マ
ウ
ス
で
は
な
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く
、
画
面
の
向
こ
う
側
に
あ
る
「
境
界
」
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
境
界
」
か
ら
い
か
な
る

情
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
、
が
研
究
の
主
題
に
な
り
ま
す
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ー
ン
ス
の
語
を
使
え
ば
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア

が
使
用
者
に
何
を
「
可
能
に
す
る
：
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
」
か
、
を
問
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

昨
今
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
情
報
格
差
（digital divide

）」
に
つ
い
て
も
特
異
な
視
点
が
提
供
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

情
報
格
差
の
問
題
点
は
、
ま
ず
は
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
間
の
格
差
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
る
国
や
地
域

と
そ
う
で
な
い
国
や
地
域
の
住
人
の
間
に
、
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
格
差
は
、
行
為
の

レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
数
の
違
い
と
し
て
説
明
で
き
ま
す
。
次
に
、
持
つ
者
の
中
に
も
能
力
の
点
で
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
ま

す
。
実
際
、
ハ
ッ
カ
ー
や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
と
一
般
の
利
用
者
の
間
に
埋
め
が
た
い
力
の
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
行
為
の
熟
練
の
度
合
い
の
違
い
、
及
び
利
用
可
能
な
情
報
や
資
源
の
違
い
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
の
説
明
も
実
証
的
な
デ
ー
タ
に
裏
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
説
得
力
を
も
ち
得
ま
せ
ん
。
本
日
は
展
望

を
示
す
に
留
め
ま
す
。

　

こ
れ
で
私
か
ら
の
話
題
提
供
を
終
わ
り
ま
す
。

（
し
ば
た　

た
か
し
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
教
授
）
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