
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
、

ほ
ん
と
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
か
？

公
共
性
の
残
余
を
め
ぐ
る
考
察

大
澤 

真
幸

O
hsaw

a M
asachi

お
お
さ
わ
・
ま
さ
ち
／
社
会

学
博
士
。１
９
５
８
年
生
ま

れ
。著
書
に『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
由
来
』（
講
談
社
、毎
日

出
版
文
化
賞
）、『
不
可
能
性

の
時
代
』（
岩
波
新
書
）、共

著
に『
ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト

教
』（
講
談
社
現
代
新
書
、新

書
大
賞
）、『
二
千
年
紀
の
社

会
と
思
想
』（
太
田
出
版
）な

ど
多
数
。

〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉

で
あ
る
と
き
、

人
は
最
も
自
由

つ
な
が
る
の
か
、断
ち
切
る
の
か

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
は
何
か
。
こ
こ
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
い
う
の
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
と
き
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」は
、ほ
ん
と
う
の〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉か
。

こ
れ
が
問
い
た
い
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
成

り
立
つ
た
め
に
は
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
、
明
示
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

点
は
、
す
ぐ
後
で
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
、
い
さ
さ
か
興
味
深
い
、

世
界
観
の
対
立
を
見
て
お
き
た
い
。

　
昨
２
０
１
３
年
、
日
本
の
思
想
界
で
は
、
ほ
ぼ
年
齢
の
等
し
い
ふ

た
り
の
若
手
の
、
つ
ま
り
30
歳
代
の
若
い
論
客
の
著
書
が
大
き
な
話

題
に
な
っ
た
。
鈴
木
け
ん健
の
『
な
め
ら
か
な
社
会
と
そ
の
敵
』（
勁
草

書
房
）
と
千
葉
雅
也
の
『
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
』（
河
出
書
房

新
社
）
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
こ
れ
ら
哲
学
的
・
理
論
的
な
著
作
に
、
今
こ
こ
で
注
目

す
る
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
両
者
が
と
も
に
、
ウ
ェ
ブ
、

と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
体
験
か
ら
、
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
な
が
ら
書
い
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
著
作
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
積
極
的
に
活
用
し

て
い
る
若
い
世
代
の
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
な
体
験
を
、
哲
学
的
・
思

想
的
に
昇
華
し
た
表
現
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

注
目
す
べ
き
は
、
ふ
た
り
の
結
論
が
互
い
に
ま
っ
た
く
反
対
を
向
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
鈴
木
健
の
著
作
は
、「
な
め
ら
か
な
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
制
度
を
設
計
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
基
本
を
大
胆
に

を
奨
励
し
て
い
た
の
だ
が
、
千
葉
の
方
は
逆
に
、
こ
う
言
う
。
切
断

せ
よ
、
と
。
孤
立
し
、
引
き
こ
も
っ
て
い
た
方
が
よ
い
、
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
接
続
過
剰
は
よ
く
な
い
、
適
度
に
切
断
せ
よ
、

あ
る
程
度
の
壁
を
設
け
よ
、
と
い
う
の
が
千
葉
の
結
論
で
あ
る
。
タ

イ
ト
ル
の
「
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
」
は
「
つ
な
が
り
す
ぎ
て
は

い
け
な
い
」
と
同
義
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ブ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
き
た

と
思
わ
れ
る
、
同
世
代
の
ふ
た
り
の
学
者
は
、
正
反
対
の
結
論
に
到

達
し
た
。
こ
の
事
実
が
、
わ
れ
わ
れ
に
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
に
は
、
あ
と
で
立
ち
戻
る
。

　
さ
て
、
冒
頭
の
問
い
に
戻

ろ
う
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は

ほ
ん
と
う
に〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉

か
。
私
が
、
真
の
〈
ソ
ー
シ

ャ
ル
〉
と
見
な
し
て
い
る
こ

と
が
何
か
は
、カ
ン
ト
が「
け
い啓

 

も
う蒙

と
は
何
か
」
と
い
う
有
名

な
テ
ク
ス
ト
の
中
で
論
じ
て

い
る
こ
と
に
依
拠
し
て
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン

ト
は
、こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、「
理
性
の
私
的
使
用
／
公
共
的
使
用
」

と
い
う
区
別
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
、「
私
的
／

公
共
的
」
と
い
う
対
照
を
、
普
通
の
語
法
と
は
反
対
に
使
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
人
が
何
ら
か
の
共
同
体
の
一
員
と
し
て
思

考
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
公
務
員
が
国
益
の
こ
と
を
思
っ
て
行
動
す

る
こ
と
は
、
理
性
の
私
的
使
用
に
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
性

の
公
共
的
使
用
と
は
、
す
べ
て
の
共
同
体
を
横
断
す
る
普
遍
性
に
基

づ
い
て
考
え
る
こ
と
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
（
世
界
市
民
）
と
し
て
思

考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

提
案
し
て
い
る
。そ
の
制
度
の
中
に
は
、独
特
な
貨
幣
の
シ
ス
テ
ム
や
、

ざ
ん斬 

し
ん新
な
民
主
主
義
の
手
法
が
含
ま
れ
る
。
鈴
木
の
著
作
の
方
が
、
千

葉
の
そ
れ
よ
り
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
と

の
関
係
は
強
い
。
思
い
切
っ
て
単
純
化
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
鈴

木
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ェ
ブ
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
現
実

の
世
界
に
転
換
さ
せ
た
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
を
、

彼
は
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
と
呼
ぶ
。
な
め
ら
か
な
社
会
と
は
、
壁

の
な
い
社
会
、
人
々
が
な
め
ら
か
に
ど
こ
ま
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る

社
会
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
に
国
境
や
壁
が
な
い
よ
う
に
、
で
あ
る
。
し恣

 

い意
的
に
壁
が
設
定
さ
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
壁
の
向
こ
う
側
の
人

を
と
り
た
て
て
憎
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
の
人
た
ち
と

つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
な
め
ら
か
な
社
会
と
は―

―

も

う
少
し
だ
け
て
い
ね
い
に
言
い
換
え
れ
ば―

―

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
好

き
嫌
い
、
愛
憎
の
度
合
い
、
友
情
や
敵
意
の
配
分
を
正
確
に
反
映
し

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。

　
千
葉
雅
也
の
著
書
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
の
本
だ
。

そ
れ
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
い
う
、
20
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
に
つ
い
て
解
釈
し
た
、
学
術
的
な
著
書
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
の
あ
る
特
定
の
側
面
を
、
い
さ
さ
か
誇
張
し
て

解
釈
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
読
め
ば
、
千
葉
が
、
哲
学
（
史
）

の
研
究
者
と
し
て
一
流
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
、
千
葉
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
に
立
ち

入
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
結
論
が
興
味

深
い
。
鈴
木
は
、
壁
を
設
け
ず
に
（
好
き
な
人
と
）
つ
な
が
る
こ
と

　
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、
共
同
体
の
た
め
に
考
え
る
こ
と
が
、
ど

う
し
て
理
性
の
「
私
的
」
な
使
用
に
な
る
の
か
。
特
定
の
共
同
体
の

こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
理
性
を
私
的
に
使
用
す
る

と
き
、
人
は
、
自
分
が
好
き
だ
っ
た
り
、
自
分
と
利
害
を
と
も
に
す

る
仲
間
や
集
団
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、

こ
の
と
き
、
人
は
共
同
体
の
し
が
ら
み
の
中
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
公
共
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ど
の
特

定
の
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
も
な
い
者
」
に
な
る
こ
と
を
含
意
し
て

い
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
孤
独
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
人
は
、

普
遍
的
な
社
会
の
一
員
で
も
あ
る
。だ
か
ら
、公
共
的
と
さ
れ
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
私
が
真
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
公

共
的
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
公
共
的
で
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
で
あ
る
と
き
、
人
は
最
も
自
由
で
あ
る
。
共
同
体
の
し

が
ら
み
、
共
同
体
の
ル
ー
ル
や
規
範
、
共
同
体
の
「
空
気
」
に
支
配

さ
れ
ず
に
す
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
い
た
い
こ
と
は
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
ソ
ー

シ
ャ
ル
」
に
は
少
な
く
と
も
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
へ
と
向
か
う
契
機
を

含
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
鈴
木
健
の
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
は
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
め
ら
か
な
社
会
は
、
共
同
体
を
隔
て
る

境
界
線
や
壁
の
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
限
に
切
れ
目
な
く

拡
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
そ
の
中
の
個
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
特
定

の
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
無
限
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
結
節
点
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
社
会
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
な
一
員
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
な
め

ら
か
な
社
会
の
中
の
諸
個
人
は
、
定
義
上
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
公

共
的
に
ふ
る
ま
い
、
考
え
て
い
る
、
と
見
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
鈴
木
健
の
考
え
で
は
、
な
め
ら
か
な
社
会
は
現
実
に
は
ま
だ
存
在

し
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
す

る
関
係
性
の
中
に
は
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
す
で
に
お
お
む
ね
実
現

し
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
は
（
ほ
ぼ
）

な
め
ら
か
な
社
会
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

使
え
ば
、
人
は
、
原
則
的
に
は
誰
と
も
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
誰
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
誰
に
フ
ォ
ロ
ー

さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
い
ず
れ
か
の
個
人
の
発
言
は
、
と
き
に
は
、

フ
ォ
ロ
ー
し
、
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
る
と
い
う
連
な
り
を
経
由
し
て
、
つ

ま
り
他
者
た
ち
に
次
々
と
引
用
さ
れ
反
復
さ
れ
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど

無
限
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
を
ど
こ
ま
で
も
拡
散
し
て
い
く
。
こ
の

よ
う
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
や
ウ
ェ
ブ
の
世
界
は
、
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
社
会
を
形
成
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
ほ
ん
も
の
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
認

定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
反
省
し
て
み
よ
う
。
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
に
参
加
す
る
と
、
人
は
、
次
々
と
入
っ
て
く
　
おる 

び
た夥 

だ
　し
い
量

の
情
報
が
気
に
な
る
。
情
報
を
追
い
か
け
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
の

に
忙
殺
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
、
自
分
の
発
言
や
つ
ぶ
や
き
が
読
ま
れ

て
い
る
の
か
、
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
、
反
復
さ
れ
た
り
引
用
さ
れ

た
り
し
て
い
る
の
か
、「
い
い
ね
！
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

要
す
る
に
、
総
じ
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
自
分
が
承
認
さ
れ
て
い
る

の
か
ど
う
か
が
気
が
か
り
で
、
ほ
と
ん
ど
が
ま
ん
が
き
か
な
く
な
る
。

　
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
「
公
共
的
」
と
い
う
語
で
指
し
示
し
て
い
た

状
態
と
は
、正
反
対
で
は
な
い
か
。理
性
を
公
共
的
に
使
用
す
る
者
は
、

普
遍
的
な
社
会
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
英
雄
的
な
孤
独
を
保
っ
て

も
い
る
。
そ
の
孤
独
が
彼
に
精
神
の
自
由
を
与
え
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
に
は
ま
っ
て
い
る
者
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。
彼
ま
た
は
彼

女
は
、
多
す
ぎ
る
つ
な
が
り
、
過
剰
な
し
が
ら
み
に
が
ん
じ
が
ら
め

に
さ
れ
、
自
由
の
領
域
を
ど
ん
ど
ん
狭
め
て
し
ま
う
。

　
だ
か
ら
、
今
度
は
、
千
葉
雅
也
は
警
告
を
発
す
る
の
だ
。
適
度
に

切
断
し
な
さ
い
、
と
。
接
続
過
剰
は
よ
く
な
い
、
と
。
と
て
も
ま
っ

と
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
に
思
え
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
す
ぐ
に
反

論
し
た
く
な
る
。
な
ら
ば
、
ど
の
く
ら
い
が
適
切
な
水
準
な
の
か
。

過
剰
で
も
過
少
で
も
な
い
、ち
ょ
う
ど
よ
い
密
度
・
頻
度
の
接
続
と
は
、

ど
の
く
ら
い
の
こ
と
を
さ
す
の
か
。
切
断
せ
よ
、
と
言
っ
て
も
、
全

部
を
切
断
し
て
、完
全
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
え
ば
、元
も
子
も
な
い
。

ど
の
く
ら
い
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
、
何
人
く
ら
い
と
接
続
し
て
い
れ

ば
、「
ち
ょ
う
ど
よ
い
」
水
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
、
過
剰
で
も
過
少
で
も
な
い
、
適
切
な
レ
ベ
ル
の
接
続

な
ど
な
い
。
何
人
く
ら
い
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
、
ど

の
程
度
の
頻
度
で
投
稿
し
た
り
発
言
し
た
り
す
る
の
が
適
切
だ
、
な

ど
と
い
う
水
準
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

の
接
続
は
、
過
剰
か
過
少
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
。
と
き
に
は

―
―

論
理
的
に
は
奇
妙
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が―

―

過
剰
と

過
少
が
同
時
に
感
じ
ら
れ
さ
え
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
始
め
た
と
き
に
は
、
ま
だ
接
続
の
数
が
少
な
す
ぎ

て
、
寂
し
く
感
じ
る
。
そ
こ
で
フ
ォ
ロ
ー
を
増
や
し
た
り
し
て
、
接

続
の
密
度
や
量
を
上
げ
て
い
く
と
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、
過
剰

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
と
き
に
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
に
過
剰
な

の
に
、
同
時
に
、「
ま
だ
足
り
な
い
」
と
い
う
寂
し
さ
を
も
感
じ
る

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
過
剰
な
の
に
過
少
な
の
だ
。
適
切
な
水
準

だ
け
が
存
在
し
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は
ほ
ん

と
う
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
に
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
と

の
関
係
で
言
え
ば
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
切
断
し
て
し
ま
え
、
と
い
う

千
葉
の
方
法
は
、
最
初
か
ら
失
格
で
あ
る
。〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
で
あ

る
こ
と
、
公
共
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
恣
意
的
に
切
断
す
る

壁
が
な
い
、
普
遍
的
に
包
括
的
な
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
切
断
し
て
、
あ
る
範
囲
の
仲

間
を
囲
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
、
定
義
上
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
な

世
界
と
は
言
え
な
い
。

　
以
上
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
、こ
う
な
る
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」は〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が

形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
確
か
に
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
公
共
的
空
間
で
は
な
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
は
、
カ
ン
ト
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

巨
大
だ
が
私
的
な
共
同
体
、
大
き
な
「
仲
間
内
」
で
あ
る
。
壁
が
見
え

な
い
ほ
ど
大
き
く
、
ど
こ
ま
で
も
な
め
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
も
、
私
的
な
共
同
体
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
さ
て
、そ
う
す
る
と
、ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
す
る
世
界
に
、

公
共
性
を
、
つ
ま
り
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
な
も
の
を
期
待
す
る
の
は
、

そ
も
そ
も
見
当
違
い
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

し
た
も
の
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
は
原
理
的
に
実
現
不
可
能

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
は
ら
む
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
（
潜
在
的
な
可
能

性
）
の
中
に
は
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
の
た
め
の
残
余
が
あ
る
の
だ
。

ど
こ
に
そ
ん
な
残
余
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
か
。

　
鈴
木
健
と
千
葉
雅
也
の
両
方
の
議
論
に
よ
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
論

理
的
な
可
能
性
に
、
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
盲
点
に
な
っ
て
い
る

領
域
が
あ
る
。
一
方
に
、
切
断
す
る
壁
や
境
界
線
が
な
い
世
界
が
あ

る
（
鈴
木
健
）。
他
方
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
と
き

ど
き
切
断
が
入
る
世
界
が
あ
る
（
千
葉
雅
也
）。
こ
の
二
つ
で
、
論

理
的
な
可
能
性
は
尽
き
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
ど
こ
に
余
り
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
こ
か
で

切
断
し
、
壁
を
設
定
す
る
と
考
え
て
み
よ
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
普
通
、壁
の
内
側
の
人
た
ち
と
だ
け
交
流
し
、彼
ら
と
親
密
に
な
る
。

壁
の
内
側
は
、（
私
的
な
）
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
壁
を
無
限
遠
に

設
定
す
れ
ば
、
鈴
木
健
の
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
に
な
り
、
近
く
に

設
定
す
れ
ば
、
千
葉
雅
也
の
世
界
に
な
る
。

　
だ
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
壁
を
設
定
し
た

上
で
、
そ
の
内
側
で
は
な
く
、
外
側
の
者
と
交
流
す
る
と
し
た
ら
。

内
側
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
私
的
な
共
同
体
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

外
側
と
の
関
係
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
公
共
的
で

あ
り
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
主
張
だ
と
思
わ
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
て
お
こ
う
。
ハ
ン

ガ
リ
ー
出
身
の
作
家
、
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
に
『
悪
童
日
記
』
と

い
う
小
説
が
あ
る
。
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
、
不
気
味
な
幼
い
双
子

で
あ
る
。
小
説
は
、
こ
の
双
子
の
一
人
称
（
ぼ
く
ら
）
の
語
り
に
な

っ
て
い
る
。
双
子
は
、
冷
酷
で
、
普
通
に
考
え
る
と
、「
こ
ん
な
悪

い
子
は
い
な
い
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
反
道
徳
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

嘘
を
つ
き
、他
人
を
脅
迫
し
、殺
人
す
ら
犯
す
。だ
が
、私
の
考
え
で
は
、

こ
の
残
酷
な
双
子
が
他
者
（
た
ち
）
と
と
り
も
つ
関
係
は
、〈
ソ
ー

シ
ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
の
純
粋
な
実
例
に
な
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
。
双
子
は
、
司
祭
の
や
し
き邸
の
女
中

と
仲
が
よ
い
。
女
中
は
官
能
的
な
若
い
娘
で
、
双
子
は
、
女
中
と
少

し
ば
か
り
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
遊
び
を
し
た
り
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
、

そ
の
女
中
の
前
を
、
強
制
収
容
所
へ
と
連
行
さ
れ
て
い
く
ユ
ダ
ヤ
人

た
ち
の
列
が
通
っ
た
。
飢
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
人
が
、「
パ
ン
を
」

と
言
っ
て
、
女
中
に
食
物
を
こ乞
う
た
。
女
中
は
与
え
る
ふ
り
を
し
て
、

パ
ン
を
差
し
出
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
も
う
少
し
で
そ
れ
を
つ
か
み
か
け

た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
パ
ン
を
さ
っ
と
引
き
、
自
分
の
口
に
放
り
込
ん

だ
の
だ
。「
あ
た
し
だ
っ
て
腹
ぺ
こ
な
の
！
」
と
言
っ
て
。
こ
れ
を

目
撃
し
て
い
た
双
子
は
、
女
中
を
罰
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
暖
炉
用

の
ま
き薪

の
中
に
火
薬
を
混
ぜ
て
お
い
た
の
だ
。
女
中
が
暖
炉
に
火
を
つ

け
た
と
た
ん
に
、
そ
れ
が
爆
発
し
て
、
彼
女
の
顔
は
、
や
け
ど

火
傷
で
ひ
ど

く
醜
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
、双
子
が
言
っ
た
。

「
彼
女
は
死
な
ず
に
す
ん
で
、
幸
運
だ
っ
た
ね
」

　
双
子
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
と
き
、
普
段
は
親
密
に
し
て
い
る
女

中
は
、
言
わ
ば
、
壁
の
内
側
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
人
は
、壁
の
外
側
の
他
者
だ
。双
子
は
、壁
の
内
側
の
仲
間
よ
り
も
、

外
側
の
他
者
と
の
関
係
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。
双
子
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

に
親
し
み
を
感
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
親
密
な
感
情
は
、
む
し
ろ
女

中
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
。
親
密
な
他
者
を
も
平
気
で
罰
す
る
残
酷

さ
、
い
か
な
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
思
い
と
も
無
関
係
な
、
壁
の
向

こ
う
の
他
者
へ
の
冷
静
な
愛
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
が
〈
ソ
ー
シ

ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
の
実
例
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
や
ウ

ェ
ブ
に
、こ
う
し
た
関
係
性
を
実
現
す
る
力
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。あ
る
、

と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
つ
な
が
り
、

壁
や
境
界
が
取
り
払
わ
れ
た

「
な
め
ら
か
な
社
会
」か
。

は
た
ま
た
、適
度
な
壁
を
設
け
た

「
つ
な
が
り
す
ぎ
な
い
」社
会
か
。

ど
ち
ら
を
め
ざ
せ
ば
、自
由
な

精
神
が
棲
む
、

真
に〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉な

社
会
が
実
現
す
る
の
だ
ろ
う
。
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ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
持
つ

ポ
テ
ン
シ
ャ
ルへの
期
待

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
は
何
か
。
こ
こ
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
い
う
の
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
と
き
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」は
、ほ
ん
と
う
の〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉か
。

こ
れ
が
問
い
た
い
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
成

り
立
つ
た
め
に
は
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
、
明
示
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

点
は
、
す
ぐ
後
で
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
、
い
さ
さ
か
興
味
深
い
、

世
界
観
の
対
立
を
見
て
お
き
た
い
。

　
昨
２
０
１
３
年
、
日
本
の
思
想
界
で
は
、
ほ
ぼ
年
齢
の
等
し
い
ふ

た
り
の
若
手
の
、
つ
ま
り
30
歳
代
の
若
い
論
客
の
著
書
が
大
き
な
話

題
に
な
っ
た
。
鈴
木
け
ん健
の
『
な
め
ら
か
な
社
会
と
そ
の
敵
』（
勁
草

書
房
）
と
千
葉
雅
也
の
『
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
』（
河
出
書
房

新
社
）
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
こ
れ
ら
哲
学
的
・
理
論
的
な
著
作
に
、
今
こ
こ
で
注
目

す
る
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
両
者
が
と
も
に
、
ウ
ェ
ブ
、

と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
体
験
か
ら
、
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
な
が
ら
書
い
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
著
作
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
積
極
的
に
活
用
し

て
い
る
若
い
世
代
の
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
な
体
験
を
、
哲
学
的
・
思

想
的
に
昇
華
し
た
表
現
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

注
目
す
べ
き
は
、
ふ
た
り
の
結
論
が
互
い
に
ま
っ
た
く
反
対
を
向
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
鈴
木
健
の
著
作
は
、「
な
め
ら
か
な
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
制
度
を
設
計
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
基
本
を
大
胆
に

を
奨
励
し
て
い
た
の
だ
が
、
千
葉
の
方
は
逆
に
、
こ
う
言
う
。
切
断

せ
よ
、
と
。
孤
立
し
、
引
き
こ
も
っ
て
い
た
方
が
よ
い
、
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
接
続
過
剰
は
よ
く
な
い
、
適
度
に
切
断
せ
よ
、

あ
る
程
度
の
壁
を
設
け
よ
、
と
い
う
の
が
千
葉
の
結
論
で
あ
る
。
タ

イ
ト
ル
の
「
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
」
は
「
つ
な
が
り
す
ぎ
て
は

い
け
な
い
」
と
同
義
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ブ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
き
た

と
思
わ
れ
る
、
同
世
代
の
ふ
た
り
の
学
者
は
、
正
反
対
の
結
論
に
到

達
し
た
。
こ
の
事
実
が
、
わ
れ
わ
れ
に
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
に
は
、
あ
と
で
立
ち
戻
る
。

　
さ
て
、
冒
頭
の
問
い
に
戻

ろ
う
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は

ほ
ん
と
う
に〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉

か
。
私
が
、
真
の
〈
ソ
ー
シ

ャ
ル
〉
と
見
な
し
て
い
る
こ

と
が
何
か
は
、カ
ン
ト
が「
け
い啓

 

も
う蒙

と
は
何
か
」
と
い
う
有
名

な
テ
ク
ス
ト
の
中
で
論
じ
て

い
る
こ
と
に
依
拠
し
て
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン

ト
は
、こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、「
理
性
の
私
的
使
用
／
公
共
的
使
用
」

と
い
う
区
別
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
、「
私
的
／

公
共
的
」
と
い
う
対
照
を
、
普
通
の
語
法
と
は
反
対
に
使
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
人
が
何
ら
か
の
共
同
体
の
一
員
と
し
て
思

考
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
公
務
員
が
国
益
の
こ
と
を
思
っ
て
行
動
す

る
こ
と
は
、
理
性
の
私
的
使
用
に
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
性

の
公
共
的
使
用
と
は
、
す
べ
て
の
共
同
体
を
横
断
す
る
普
遍
性
に
基

づ
い
て
考
え
る
こ
と
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
（
世
界
市
民
）
と
し
て
思

考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

提
案
し
て
い
る
。そ
の
制
度
の
中
に
は
、独
特
な
貨
幣
の
シ
ス
テ
ム
や
、

ざ
ん斬 

し
ん新
な
民
主
主
義
の
手
法
が
含
ま
れ
る
。
鈴
木
の
著
作
の
方
が
、
千

葉
の
そ
れ
よ
り
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
と

の
関
係
は
強
い
。
思
い
切
っ
て
単
純
化
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
鈴

木
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ェ
ブ
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
現
実

の
世
界
に
転
換
さ
せ
た
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
を
、

彼
は
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
と
呼
ぶ
。
な
め
ら
か
な
社
会
と
は
、
壁

の
な
い
社
会
、
人
々
が
な
め
ら
か
に
ど
こ
ま
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る

社
会
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
に
国
境
や
壁
が
な
い
よ
う
に
、
で
あ
る
。
し恣

 

い意
的
に
壁
が
設
定
さ
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
壁
の
向
こ
う
側
の
人

を
と
り
た
て
て
憎
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
の
人
た
ち
と

つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
な
め
ら
か
な
社
会
と
は―

―

も

う
少
し
だ
け
て
い
ね
い
に
言
い
換
え
れ
ば―

―

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
好

き
嫌
い
、
愛
憎
の
度
合
い
、
友
情
や
敵
意
の
配
分
を
正
確
に
反
映
し

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。

　
千
葉
雅
也
の
著
書
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
の
本
だ
。

そ
れ
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
い
う
、
20
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
に
つ
い
て
解
釈
し
た
、
学
術
的
な
著
書
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
の
あ
る
特
定
の
側
面
を
、
い
さ
さ
か
誇
張
し
て

解
釈
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
読
め
ば
、
千
葉
が
、
哲
学
（
史
）

の
研
究
者
と
し
て
一
流
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
、
千
葉
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
に
立
ち

入
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
結
論
が
興
味

深
い
。
鈴
木
は
、
壁
を
設
け
ず
に
（
好
き
な
人
と
）
つ
な
が
る
こ
と

　
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、
共
同
体
の
た
め
に
考
え
る
こ
と
が
、
ど

う
し
て
理
性
の
「
私
的
」
な
使
用
に
な
る
の
か
。
特
定
の
共
同
体
の

こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
理
性
を
私
的
に
使
用
す
る

と
き
、
人
は
、
自
分
が
好
き
だ
っ
た
り
、
自
分
と
利
害
を
と
も
に
す

る
仲
間
や
集
団
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、

こ
の
と
き
、
人
は
共
同
体
の
し
が
ら
み
の
中
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
公
共
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ど
の
特

定
の
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
も
な
い
者
」
に
な
る
こ
と
を
含
意
し
て

い
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
孤
独
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
人
は
、

普
遍
的
な
社
会
の
一
員
で
も
あ
る
。だ
か
ら
、公
共
的
と
さ
れ
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
私
が
真
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
公

共
的
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
公
共
的
で
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
で
あ
る
と
き
、
人
は
最
も
自
由
で
あ
る
。
共
同
体
の
し

が
ら
み
、
共
同
体
の
ル
ー
ル
や
規
範
、
共
同
体
の
「
空
気
」
に
支
配

さ
れ
ず
に
す
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
い
た
い
こ
と
は
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
ソ
ー

シ
ャ
ル
」
に
は
少
な
く
と
も
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
へ
と
向
か
う
契
機
を

含
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
鈴
木
健
の
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
は
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
め
ら
か
な
社
会
は
、
共
同
体
を
隔
て
る

境
界
線
や
壁
の
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
限
に
切
れ
目
な
く

拡
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
そ
の
中
の
個
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
特
定

の
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
無
限
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
結
節
点
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
社
会
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
な
一
員
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
な
め

ら
か
な
社
会
の
中
の
諸
個
人
は
、
定
義
上
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
公

共
的
に
ふ
る
ま
い
、
考
え
て
い
る
、
と
見
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
鈴
木
健
の
考
え
で
は
、
な
め
ら
か
な
社
会
は
現
実
に
は
ま
だ
存
在

し
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
す

る
関
係
性
の
中
に
は
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
す
で
に
お
お
む
ね
実
現

し
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
は
（
ほ
ぼ
）

な
め
ら
か
な
社
会
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を

使
え
ば
、
人
は
、
原
則
的
に
は
誰
と
も
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
誰
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
誰
に
フ
ォ
ロ
ー

さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
い
ず
れ
か
の
個
人
の
発
言
は
、
と
き
に
は
、

フ
ォ
ロ
ー
し
、
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
る
と
い
う
連
な
り
を
経
由
し
て
、
つ

ま
り
他
者
た
ち
に
次
々
と
引
用
さ
れ
反
復
さ
れ
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど

無
限
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
を
ど
こ
ま
で
も
拡
散
し
て
い
く
。
こ
の

よ
う
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
や
ウ
ェ
ブ
の
世
界
は
、
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
社
会
を
形
成
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
ほ
ん
も
の
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
と
認

定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
反
省
し
て
み
よ
う
。
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
に
参
加
す
る
と
、
人
は
、
次
々
と
入
っ
て
く
　
おる 

び
た夥 

だ
　し
い
量

の
情
報
が
気
に
な
る
。
情
報
を
追
い
か
け
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
の

に
忙
殺
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
、
自
分
の
発
言
や
つ
ぶ
や
き
が
読
ま
れ

て
い
る
の
か
、
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
、
反
復
さ
れ
た
り
引
用
さ
れ

た
り
し
て
い
る
の
か
、「
い
い
ね
！
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

要
す
る
に
、
総
じ
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
自
分
が
承
認
さ
れ
て
い
る

の
か
ど
う
か
が
気
が
か
り
で
、
ほ
と
ん
ど
が
ま
ん
が
き
か
な
く
な
る
。

　
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
「
公
共
的
」
と
い
う
語
で
指
し
示
し
て
い
た

状
態
と
は
、正
反
対
で
は
な
い
か
。理
性
を
公
共
的
に
使
用
す
る
者
は
、

普
遍
的
な
社
会
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
英
雄
的
な
孤
独
を
保
っ
て

も
い
る
。
そ
の
孤
独
が
彼
に
精
神
の
自
由
を
与
え
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
に
は
ま
っ
て
い
る
者
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。
彼
ま
た
は
彼

女
は
、
多
す
ぎ
る
つ
な
が
り
、
過
剰
な
し
が
ら
み
に
が
ん
じ
が
ら
め

に
さ
れ
、
自
由
の
領
域
を
ど
ん
ど
ん
狭
め
て
し
ま
う
。

　
だ
か
ら
、
今
度
は
、
千
葉
雅
也
は
警
告
を
発
す
る
の
だ
。
適
度
に

切
断
し
な
さ
い
、
と
。
接
続
過
剰
は
よ
く
な
い
、
と
。
と
て
も
ま
っ

と
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
に
思
え
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
す
ぐ
に
反

論
し
た
く
な
る
。
な
ら
ば
、
ど
の
く
ら
い
が
適
切
な
水
準
な
の
か
。

過
剰
で
も
過
少
で
も
な
い
、ち
ょ
う
ど
よ
い
密
度
・
頻
度
の
接
続
と
は
、

ど
の
く
ら
い
の
こ
と
を
さ
す
の
か
。
切
断
せ
よ
、
と
言
っ
て
も
、
全

部
を
切
断
し
て
、完
全
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
え
ば
、元
も
子
も
な
い
。

ど
の
く
ら
い
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
、
何
人
く
ら
い
と
接
続
し
て
い
れ

ば
、「
ち
ょ
う
ど
よ
い
」
水
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
、
過
剰
で
も
過
少
で
も
な
い
、
適
切
な
レ
ベ
ル
の
接
続

な
ど
な
い
。
何
人
く
ら
い
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
、
ど

の
程
度
の
頻
度
で
投
稿
し
た
り
発
言
し
た
り
す
る
の
が
適
切
だ
、
な

ど
と
い
う
水
準
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

の
接
続
は
、
過
剰
か
過
少
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
。
と
き
に
は

―
―

論
理
的
に
は
奇
妙
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が―

―

過
剰
と

過
少
が
同
時
に
感
じ
ら
れ
さ
え
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
始
め
た
と
き
に
は
、
ま
だ
接
続
の
数
が
少
な
す
ぎ

て
、
寂
し
く
感
じ
る
。
そ
こ
で
フ
ォ
ロ
ー
を
増
や
し
た
り
し
て
、
接

続
の
密
度
や
量
を
上
げ
て
い
く
と
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、
過
剰

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
と
き
に
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
に
過
剰
な

の
に
、
同
時
に
、「
ま
だ
足
り
な
い
」
と
い
う
寂
し
さ
を
も
感
じ
る

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
過
剰
な
の
に
過
少
な
の
だ
。
適
切
な
水
準

だ
け
が
存
在
し
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は
ほ
ん

と
う
の
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
に
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
と

の
関
係
で
言
え
ば
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
切
断
し
て
し
ま
え
、
と
い
う

千
葉
の
方
法
は
、
最
初
か
ら
失
格
で
あ
る
。〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
で
あ

る
こ
と
、
公
共
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
恣
意
的
に
切
断
す
る

壁
が
な
い
、
普
遍
的
に
包
括
的
な
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
切
断
し
て
、
あ
る
範
囲
の
仲

間
を
囲
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
、
定
義
上
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
な

世
界
と
は
言
え
な
い
。

　
以
上
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
、こ
う
な
る
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」は〈
ソ

ー
シ
ャ
ル
〉
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が

形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
確
か
に
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
公
共
的
空
間
で
は
な
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
は
、
カ
ン
ト
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

巨
大
だ
が
私
的
な
共
同
体
、
大
き
な
「
仲
間
内
」
で
あ
る
。
壁
が
見
え

な
い
ほ
ど
大
き
く
、
ど
こ
ま
で
も
な
め
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
も
、
私
的
な
共
同
体
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
さ
て
、そ
う
す
る
と
、ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
す
る
世
界
に
、

公
共
性
を
、
つ
ま
り
〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
な
も
の
を
期
待
す
る
の
は
、

そ
も
そ
も
見
当
違
い
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

し
た
も
の
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
は
原
理
的
に
実
現
不
可
能

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
は
ら
む
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
（
潜
在
的
な
可
能

性
）
の
中
に
は
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
の
た
め
の
残
余
が
あ
る
の
だ
。

ど
こ
に
そ
ん
な
残
余
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
か
。

　
鈴
木
健
と
千
葉
雅
也
の
両
方
の
議
論
に
よ
っ
て
取
り
残
さ
れ
た
論

理
的
な
可
能
性
に
、
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
盲
点
に
な
っ
て
い
る

領
域
が
あ
る
。
一
方
に
、
切
断
す
る
壁
や
境
界
線
が
な
い
世
界
が
あ

る
（
鈴
木
健
）。
他
方
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
と
き

ど
き
切
断
が
入
る
世
界
が
あ
る
（
千
葉
雅
也
）。
こ
の
二
つ
で
、
論

理
的
な
可
能
性
は
尽
き
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
ど
こ
に
余
り
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
こ
か
で

切
断
し
、
壁
を
設
定
す
る
と
考
え
て
み
よ
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
普
通
、壁
の
内
側
の
人
た
ち
と
だ
け
交
流
し
、彼
ら
と
親
密
に
な
る
。

壁
の
内
側
は
、（
私
的
な
）
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
壁
を
無
限
遠
に

設
定
す
れ
ば
、
鈴
木
健
の
「
な
め
ら
か
な
社
会
」
に
な
り
、
近
く
に

設
定
す
れ
ば
、
千
葉
雅
也
の
世
界
に
な
る
。

　
だ
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
壁
を
設
定
し
た

上
で
、
そ
の
内
側
で
は
な
く
、
外
側
の
者
と
交
流
す
る
と
し
た
ら
。

内
側
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
私
的
な
共
同
体
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

外
側
と
の
関
係
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
公
共
的
で

あ
り
、〈
ソ
ー
シ
ャ
ル
〉
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
主
張
だ
と
思
わ
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
て
お
こ
う
。
ハ
ン

ガ
リ
ー
出
身
の
作
家
、
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
に
『
悪
童
日
記
』
と

い
う
小
説
が
あ
る
。
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
、
不
気
味
な
幼
い
双
子

で
あ
る
。
小
説
は
、
こ
の
双
子
の
一
人
称
（
ぼ
く
ら
）
の
語
り
に
な

っ
て
い
る
。
双
子
は
、
冷
酷
で
、
普
通
に
考
え
る
と
、「
こ
ん
な
悪

い
子
は
い
な
い
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
反
道
徳
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

嘘
を
つ
き
、他
人
を
脅
迫
し
、殺
人
す
ら
犯
す
。だ
が
、私
の
考
え
で
は
、

こ
の
残
酷
な
双
子
が
他
者
（
た
ち
）
と
と
り
も
つ
関
係
は
、〈
ソ
ー

シ
ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
の
純
粋
な
実
例
に
な
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
。
双
子
は
、
司
祭
の
や
し
き邸
の
女
中

と
仲
が
よ
い
。
女
中
は
官
能
的
な
若
い
娘
で
、
双
子
は
、
女
中
と
少

し
ば
か
り
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
遊
び
を
し
た
り
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
、

そ
の
女
中
の
前
を
、
強
制
収
容
所
へ
と
連
行
さ
れ
て
い
く
ユ
ダ
ヤ
人

た
ち
の
列
が
通
っ
た
。
飢
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
人
が
、「
パ
ン
を
」

と
言
っ
て
、
女
中
に
食
物
を
こ乞
う
た
。
女
中
は
与
え
る
ふ
り
を
し
て
、

パ
ン
を
差
し
出
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
も
う
少
し
で
そ
れ
を
つ
か
み
か
け

た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
パ
ン
を
さ
っ
と
引
き
、
自
分
の
口
に
放
り
込
ん

だ
の
だ
。「
あ
た
し
だ
っ
て
腹
ぺ
こ
な
の
！
」
と
言
っ
て
。
こ
れ
を

目
撃
し
て
い
た
双
子
は
、
女
中
を
罰
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
暖
炉
用

の
ま
き薪

の
中
に
火
薬
を
混
ぜ
て
お
い
た
の
だ
。
女
中
が
暖
炉
に
火
を
つ

け
た
と
た
ん
に
、
そ
れ
が
爆
発
し
て
、
彼
女
の
顔
は
、
や
け
ど

火
傷
で
ひ
ど

く
醜
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
、双
子
が
言
っ
た
。

「
彼
女
は
死
な
ず
に
す
ん
で
、
幸
運
だ
っ
た
ね
」

　
双
子
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
と
き
、
普
段
は
親
密
に
し
て
い
る
女

中
は
、
言
わ
ば
、
壁
の
内
側
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
人
は
、壁
の
外
側
の
他
者
だ
。双
子
は
、壁
の
内
側
の
仲
間
よ
り
も
、

外
側
の
他
者
と
の
関
係
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。
双
子
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

に
親
し
み
を
感
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
親
密
な
感
情
は
、
む
し
ろ
女

中
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
。
親
密
な
他
者
を
も
平
気
で
罰
す
る
残
酷

さ
、
い
か
な
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
思
い
と
も
無
関
係
な
、
壁
の
向

こ
う
の
他
者
へ
の
冷
静
な
愛
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
が
〈
ソ
ー
シ

ャ
ル
〉
と
い
う
こ
と
の
実
例
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
や
ウ

ェ
ブ
に
、こ
う
し
た
関
係
性
を
実
現
す
る
力
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。あ
る
、

と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
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