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二
〇
〇
〇
年
か
ら
早
く
も
一
〇
年
が
経
過
し
、
新

た
な
節
目
を
迎
え
て
い
る
。

政
治
的
に
は
二
〇
〇
九
年
の
衆
議
院
選
挙
に
お
い

て
、
民
主
党
が
大
勝
し
た
。
そ
の
結
果
、
戦
後
長
き

に
亘
っ
て
日
本
に
統
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
定
着
し
て

い
た
、
自
民
党
に
よ
る
「
五
五
年
体
制
」
が
実
質
的

な
終
焉
を
迎
え
た
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
民
主

党
の
勝
利
は
自
民
党
の
政
治
手
法
の
拒
否
と
、
民
意

を
無
視
し
た
政
権
運
営
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ

て
、
純
粋
に
民
主
党
と
そ
の
政
策
が
支
持
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
実
際
、
郵
政
民
営
化
見
直
し

や
、
過
去
最
大
規
模
と
な
っ
た
概
算
要
求
の
一
般
会

計
額
な
ど
、
民
主
党
の
政
治
手
法
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
噴
出
し
て
い
る
。

政
権
が
変
わ
っ
て
も
、
政
治
に
大
規
模
な
見
直
し

と
仕
切
り
直
し
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
改
め
る

必
要
は
な
さ
そ
う
だ
。
今
回
の
政
権
交
代
劇
に
お
け

る
、
民
主
党
の
コ
ア
と
な
る
政
策
の
ひ
と
つ
が
「
地

域
主
権
国
家
」

1

で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
主
党

の
方
針
は
、「
中
央
集
権
か
ら
地
方
分
権
へ
」
と
い

う
点
で
自
民
党
政
権
化
の
既
定
路
線
と
さ
ほ
ど
大
き

な
変
化
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
注
目
す

る
と
、
少
な
く
と
も
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
レ
ベ
ル
で
は
、

「
地
方
分
権
」
が
、「
地
域
主
権
」
に
格
上
げ
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
内
閣
府
に
は
、「
地

域
主
権
戦
略
会
議
」
が
設
置
さ
れ
た
。
地
域
の
問
題

は
、
抽
象
的
に
は
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
伝
統
的
な

地
域
共
同
体
の
解
体
、
大
規
模
複
合
施
設
の
進
出
と

人
の
動
線
、
生
活
環
境
の
変
化
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
実
際
に

は
、
個
々
の
地
域
ご
と
に
計
り
き
れ
な
い
多
様
性
と

複
雑
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本

の
近
代
化
過
程
と
戦
後
復
興
期
、
高
度
成
長
の
時
代

を
支
え
た
中
央
集
権
的
な
（
も
し
く
は
「
親
方
日
の
丸
」

的
な
）
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
機
能
し
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
。そ

れ
ゆ
え
、
問
題
の
規
模
と
複
雑
さ
の
度
合
い
に

応
じ
て
、
地
域
の
問
題
は
極
力
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

解
決
し
て
い
く
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
舵
を
切
る

こ
と
が
、
地
方
分
権
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小

泉
政
権
の
「
三
位
一
体
の
改
革
」
が
象
徴
的
だ
が
、

そ
れ
以
前
か
ら
主
に
、（
1
）
国
庫
負
担
金
の
廃

止
、（
2
）
財
源
の
委
譲
、（
3
）
地
方
交
付
税
の

改
革
、
と
い
う
財
政
改
革
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
、
財
源
委
譲
だ
け
で
は
、
地
域
社
会
が
抱
え
る
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

と
い
う
の
も
、
地
方
自
治
体
に
は
、
多
く
の
国
や

他
の
自
治
体
か
ら
の
委
託
業
務
が
あ
り
、
そ
の
「
処

理
」
に
職
員
た
ち
が
忙
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
も
し
く
は
、
そ
れ
に
専
念
し
て
い
れ
ば
「
う

ま
く
い
っ
て
い
た
」
が
ゆ
え
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た

自
主
事
業
を
積
極
的
に
企
画
立
案
し
て
き
た
経
験
が

な
い
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の

蓄
積
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
改

善
な
し
に
、
財
源
だ
け
を
委
譲
し
た
と
こ
ろ
で
民

主
党
が
思
い
描
く
よ
う
な
「
地
域
主
権
化
」
が
実
現

可
能
な
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
、
既
に
起
こ
り
つ
つ

あ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
自
治
体
に
蔓
延
す
る

先
例
主
義
に
よ
っ
て
、
各
地
域
ご
と
に
異
な
る
環
境

条
件
を
読
み
込
む
こ
と
は
棚
上
げ
さ
れ
、
他
地
域
の

「
成
功
事
例
」
の
模
倣
合
戦
に
陥
っ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。
こ
の
よ
う
に
地
域
主
権
化
は
、
魅
力
的
な
政

策
目
標
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
現
に
は
難
し
い
舵
取

り
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
政
と
い
う
マ
ク
ロ
の
水
準
で

も
、
地
方
自
治
体
と
い
う
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
中

間
に
あ
た
る
メ
ゾ
水
準
で
も
多
く
の
問
題
が
生
じ
て

い
る
の
が
現
状
だ
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
地
域
活
性
化
や
地
域

の
問
題
発
見
・
解
決
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
る
の
が
、
自
治
体
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
い
単
位
で

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。

N
P
O
や
市
民
団
体
、
自
治
会
や
商
工
会
議
所

―
将
来
的
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

も
入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か―

と
い
っ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
自
律
的
な
問
題
発
見
・
活
用
機
能
を
持
た

せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
よ
く
考
え
れ

ば
、
こ
の
概
念
は
な
か
な
か
曲
者
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
名
指
さ
れ
て
い
る
も

の
の
間
に
は
、
存
在
す
る
場
所
と
し
て
の
「
オ
ン
ラ

イ
ン
／
オ
フ
ラ
イ
ン
」、「
直
接
面
識
が
あ
る
／
な

い
」、「
目
的
志
向
的
／
伝
統
的
」、
と
い
っ
た
数
多

く
の
差
異
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
把
一
絡
げ
に
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
用
語
で
指
し
示
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
、
一
体
何
だ
ろ
う
か
？

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
考

政
治
や
地
方
自
治
の
文
脈
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
が

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
場
面
は
日

に
日
に
増
え
て
い
る
。
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
都

市
化
の
進
行
や
再
開
発
、
大
規
模
複
合
施
設
の
進
出

な
ど
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
と
、
再
生
の
必
要

性
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
営
（
学
）

的
文
脈
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
こ
そ
新
た
な
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
鍵
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「W

eb2.0

」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
、
新
し
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
で
は
、
集
合
知
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
価

値
の
創
造
や
、
新
し
い
相
互
作
用
や
承
認
調
達
の
場

と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

例
え
ば
、
以
下
に
お
い
て
比
較
的
新
し
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
定
義
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
社
会
保
障
を

専
門
に
す
る
広
井
良
典
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
＝
人

間
が
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
帰
属
意
識
を
も

ち
、
か
つ
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
間
に
一
定
の
連
帯

コ
ミ
ュニ
ティ
の
再
検
討

グ
ロ
ー
バ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
の
対
立
を
超
え
て

西
田
亮
介

Nishida Ryosuke
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な
い
し
相
互
扶
助
（
支
え
合
い
）
の
意
識
が
働
い
て
い

る
よ
う
な
集
団
」

2

と
定
義
し
、
経
済
的
成
長

を
志
向
し
な
い
「
定
常
型
社
会
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
を
提
示
し
つ
つ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ま
で
を
論
じ
て
い
る
。
こ

れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
帰
属
意
識
と
承
認
調
達
に

よ
っ
て
成
立
す
る
場
と
見
な
す
典
型
的
な
定
義
だ
。

3だ
が
、
こ
の
定
義
は
、
多
く
の
オ
ン
ラ
イ
ン
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
支
え
ら
れ
た
場
や
そ
こ
で
生
じ

て
い
る
出
来
事
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
世
界
最
大
級
の
辞
書
サ
イ
ト
で
あ
る
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
（W

ikipedia

）
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
そ
こ
で

は
数
多
く
の
編
集
ボ
ッ
ト
（bot

）
に
よ
る
書
き
込
み

や
編
集
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

最
近
広
ま
り
つ
つ
あ
る
、
一
度
の
書
き
込
み
が

一
四
〇
字
に
限
定
さ
れ
た
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
ウ
ェ

ブ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ミ
ニ
ブ
ロ
グ
、「Tw

itter

」
も

機
能
的
に
は
人
間
／
非
人
間
の
区
別
が
困
難
だ
。

Tw
itter

の
世
界
に
は
、
著
名
人
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
書
き
込
み
を
収
集
し
て
、
発
信
す
る
ボ
ッ
ト

が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
に
は
、
も

は
や
人
の
書
き
込
み
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
非
人

間
」
で
あ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
過
ぎ

な
い
ボ
ッ
ト
の
書
き
込
み
な
の
か
、
一
見
し
た
だ
け

で
は
判
別
が
難
し
い
も
の
も
あ
る
。

5

こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
オ
ン
ラ
イ
ン
の
世
界

で
は
、
も
は
や
人
間
／
非
人
間
の
区
別
は
機
能
的
に

は
自
明
で
は
な
い
。
人
間
と
人
工
物
が
同
時
に
存
在

し
、
辞
書
の
編
集
作
業
、
情
報
の
や
り
取
り
を
行
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
従
来
の
人
間
学
的
、
人
文
学

的
な
意
味
で
の
「
相
互
理
解
」
や
「
連
帯
の
意
識
」

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

6

オ
フ
ラ
イ
ン
の
世
界
の
ケ
ー
ス
も
考
え
て
み
よ

う
。
郊
外
に
で
き
た
新
興
住
宅
地
に
住
む
あ
る
人
物

だ
。
彼
、
も
し
く
は
彼
女
は
、
そ
の
「
土
地
」
に
住

ん
で
は
い
る
も
の
の
、
仕
事
を
す
る
た
め
に
都
心
部

に
あ
る
会
社
に
行
き
、
家
に
は
寝
に
帰
る
だ
け
と
い

う
生
活
。
だ
が
、
た
ま
に
帰
宅
が
早
ま
れ
ば
、
自
ら

保
育
園
に
子
ど
も
を
迎
え
に
い
き
、
地
域
の
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
に
出
向
き
、
帰
り
に
ス
ー
パ
ー
と
小
売
店

で
買
い
物
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
ま
や
日
本
の

至
る
所
で
あ
り
そ
う
な
状
況
に
あ
る
「
彼
／
彼
女
」

は
、
ど
こ
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
明
確
な
「
帰
属
意

識
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
「
帰
属
意
識
」
が
存
在
し
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、「
彼
／
彼
女
」
は
ど
こ
に
も
所
属
し
て
い

な
い
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
地
域
社
会
、
会
社
や
自
治
体

な
ど
の
組
織
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
そ
の
使

わ
れ
方
は
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
。
も
し
く
は
、
特

に
帰
属
意
識
と
承
認
調
達
の
場
所
、
あ
る
い
は
「
連

帯
」
が
結
実
し
た
も
の
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

を
捉
え
る
既
成
の
概
念
装
置
は
通
用
し
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
ひ
と
つ
明
ら
か
な
こ
と

は
、
各
所
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

議
論
が
存
在
し
て
い
る
が
、
ど
う
や
ら
い
ず
れ
の
議

論
で
も
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
合
意
に
至
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
、「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
必
要
な
い
」
と
い
う
不
要
論
を
目
に
す
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
。
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
重
要
さ
だ
け
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
奇
妙

な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
前
に
し
た
と
き
、「
そ
も
そ

も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
な
に
か
？
」
と
い
う
問
い

が
、
半
ば
自
動
的
に
立
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
論

理
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
問
い
に
回
答
す
る
こ
と
な

く
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
性
質
や
応
用
可
能
性
を

論
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

「
地
域
主
権
国
家
」

「
地
域
活
性
化
」
の
設
計
は

可
能
か

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
、
問
題
発
見
・
解
決
、

承
認
調
達
の
装
置
と
い
っ
た
多
く
の
期
待
が
か
け

ら
れ
る
中
で
、
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
点
が
そ

の
「
活
性
化
」
で
あ
る
。
社
会
的
な
諸
問
題
解
決
の

た
め
に
、
特
に
ア
ク
タ
ー
の
内
発
性
と
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
性
化
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
、
と
い
う
言
説
を
、
冒
頭
に
取
り
上
げ
た

民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
私
た

ち
は
近
年
各
所
で
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

学
問
的
広
が
り
も
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
、
草
の
根
民
主
主
義
、
内
発
的
発
展
、
政
策
学
、

社
会
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
活
性
化
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
同

様
、
不
明
確
な
概
念
で
あ
る
。
仮
に
「
地
域
」
を
従

来
の
議
論
の
よ
う
に
広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ひ
と

つ
と
見
な
す
と
、「
地
域
活
性
化
」
は
具
体
例
と
し

て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
よ
く
考

え
て
み
る
と
、「
地
域
活
性
化
」
も
自
明
の
概
念
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
指
標
を
取
り
上
げ
比
較

す
る
こ
と
で
、
相
対
的
に
「
活
性
化
」
を
定
義
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
定
義
が
な
か
な
か
難
し
い
。
例

え
ば
、
人
口
が
増
え
る
こ
と
も
、
地
方
自
治
体
の
歳

入
が
増
え
る
こ
と
も
、
も
し
く
は
、
大
規
模
複
合
施

設
の
建
設
も
、
素
朴
に
地
域
活
性
化
と
呼
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
確
認
し
た
よ

う
に
、
巨
大
な
マ
ン
シ
ョ
ン
群
が
建
設
さ
れ
人
口
が

増
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
口
の
多
く
が
「
都
心
部

に
働
き
に
出
か
け
、
家
に
は
寝
に
帰
る
だ
け
」
だ
と

す
れ
ば
、
短
期
的
に
は
そ
の
地
域
の
「
活
性
化
」
に

と
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
同
じ
く
、
地
方
自
治
体
の

歳
入
の
増
減
は
公
共
事
業
の
増
減
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

と
は
関
係
す
る
が
影
響
の
及
ぶ
範
囲
は
、
限
定
的

だ
。
ま
た
、
大
規
模
複
合
施
設
の
建
設
は
、
住
民
の

動
線
や
生
活
環
境
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
定
地
域
へ
の
集
客
が

増
え
た
と
し
て
も
、
諸
手
を
上
げ
て
賛
成
と
い
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。 

さ
ら
に
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
神
奈
川
県
小

田
原
駅
前
再
開
発
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
み
よ

う
。
小
田
原
駅
は
再
開
発
に
伴
っ
て
、
二
〇
〇
五
年

に
駅
と
直
結
し
た
「
ラ
ス
カ
」
が
作
ら
れ
た
。「
ラ

ス
カ
」
と
は
、
平
塚
発
祥
の
、
茅
ヶ
崎
、
熱
海
、
小

田
原
な
ど
に
展
開
し
て
い
る
駅
ビ
ル
と
そ
の
地
理
的

特
性
を
存
分
に
活
か
し
た
商
業
施
設
で
あ
る
。
小
田

原
駅
は
東
口
の
ほ
う
に
階
段
を
降
り
て
行
く
と
、
大

き
な
地
下
街
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
数
多
く
の

地
元
商
店
が
入
っ
て
い
た
。
だ
が
、
先
日
仕
事
で
小

田
原
を
訪
れ
た
と
き
に
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
地
下

街
の
ほ
ぼ
全
て
の
商
店
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
り
て
い

た
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
光
景
で
あ
っ
た
。

ラ
ス
カ
や
駅
前
再
開
発
を
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
商
店
街

化
の
悪
役
に
す
る
こ
と
は
簡
単
だ
。
実
際
「
ま
ち
づ

く
り
」
や
「
中
心
市
街
地
活
性
化
」
を
巡
る
議
論
で

は
そ
の
よ
う
な
言
説
を
目
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
だ
が
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う

な
単
純
な
評
価
に
留
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
今
ま
で
小
田
原
に

住
ん
で
い
た
人
た
ち
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
衣
料
品
や
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少
し
洒
落
た
食
料
品
を
入
手
す
る
た
め
に
、
一
時
間

近
く
か
け
て
横
浜
や
藤
沢
に
ま
で
出
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
駅
前
に
ラ
ス
カ
が
で
き

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
元
で
入
手
可
能
に
な
っ
た
。

利
便
性
は
確
実
に
向
上
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、

ラ
ス
カ
は
周
辺
エ
リ
ア
か
ら
小
田
原
駅
周
辺
へ
の
定

期
的
な
集
客
増
に
貢
献
し
、
中
心
市
街
地
と
し
て
の

価
値
を
高
め
て
い
る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
他
方
で
駅
か
ら
た
っ
た
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
商

店
街
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
商
店
街
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
風
景
は
、
小
田
原
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
全
て
の
新
幹
線
が
停
車
し
、
東
海
地
区
の
玄

関
口
で
あ
り
、
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
は
ず
の
名
古

屋
駅
周
辺
も
そ
う
だ
。
再
開
発
が
進
ん
だ
東
口
は

ロ
ー
タ
リ
ー
が
あ
っ
て
ま
さ
に
東
海
地
方
の
玄
関
と

し
て
の
佇
ま
い
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で

古
い
街
並
み
が
残
る
西
口
の
、
駅
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
と
離
れ
て
い
な
い
商
店
街
は
典
型
的
な
シ
ャ
ッ

タ
ー
商
店
街
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

1　

民
主
党『
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
』

「
鳩
山
政
権
の
政
権
構
想
」「
原
則
五　

中

央
集
権
か
ら
、
地
域
主
権
へ
。」
等
参
照
。

2　

広
井
良
典
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
問
い

な
お
す
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）

一
一
頁
。

3　

広
井
は
こ
の
定
義
の
後
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を「
生
産
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」と「
生

活
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、「
農
村
型
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
と
「
都
市
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、

「
空
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
「
時
間
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
に
分
け
て
論
じ
て
い
く
。

4　

W
ikipedia

と
、
そ
の
成
立
経
緯

に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
リ
ー

『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
・
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン　

世
界
最
大
の
百
科
事
典
は
い
か
に
し

て
生
ま
れ
た
か
』（
早
川
書
房
、
二
〇
〇

九
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

5　

例
え
ば
、T

w
itter

上
で
小
説
家

村
上
春
樹
本
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ア

カ
ウ
ン
ト
（http://tw

itter.com
/

M
urakam

i_H
aruki

）
は
、
村
上
の

書
き
込
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
多
く
の

「follow
er

」
が
い
る
も
の
の
、本
人
は
、

他
人
の
書
き
込
み
を
見
る
た
め
に
必
要
な

「follow

」
と
い
う
操
作
を
誰
一
人
に
対

し
て
行
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
淡
々
と
自
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
だ
け
で
、
彼

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
機
能
的
に
は

ボ
ッ
ト
と
区
別
が
つ
か
な
い
。

6　

た
だ
し
、W

ikipedia

は
編
集
履

歴
が
残
る
の
で
、
相
互
理
解
の
場
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

続
き
は
本
誌
で
！


