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一　
は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
の
春
、
自
分
を
含
め
誰
も
が
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
事
態
が

訪
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の
、
全
国
の
学

校
の
一
斉
休
校
で
あ
る
。
ど
の
学
校
も
対
応
に
追
わ
れ
、
今
後
の
教
育
活
動
、

特
に
授
業
に
よ
る
学
び
を
ど
の
よ
う
に
保
障
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
頭
を
抱
え
、
幾
度
と
な
く
会
議
を
開
き
、
未
曽
有
の
事
態
に
何
と
か
対

応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
月
間
国
語
教
育
研
究
』
に
お
い
て
も
二

〇
二
一
年
二
月
号
・
三
月
号
と
二
号
に
渡
っ
て
臨
時
特
集
が
組
ま
れ
、「
新
型

コ
ロ
ナ
時
代
」
に
お
け
る
国
語
教
育
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
多
く
の
論

稿
・
実
践
報
告
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。

二
〇
二
一
年
度
現
在
に
お
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い

う
未
知
な
る
も
の
の
拡
大
状
況
が
予
想
で
き
な
い
中
で
、
学
習
者
で
あ
る
生

徒
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
活
動
ま
で
な
ら
行
わ
せ
て
よ
い
の
か
、
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
制
限
の
多
い
中
で
確
か
な
学
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
暗
中
模
索
の
状
況
は
続
い
て
い
る
。
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
を
幸
い
と
は
決

し
て
思
わ
な
い
が
、
こ
の
約
一
年
半
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
ウ
ィ
ズ
・
コ

ロ
ナ
」「
ア
フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
」
に
お
け
る
教
育
と
し
て
、
特
に
オ
ン
ラ
イ
ン

授
業
を
は
じ
め
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
必
要
性
と
可
能
性
に
大
き
な
注
目
が

集
ま
っ
た
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
筆
者
は
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
教
室
外
で
の
授

業
の
可
能
性
」
を
軸
に
、
二
〇
二
〇
年
度
の
授
業
と
学
び
の
保
障
の
関
す
る

取
り
組
み
・
事
例
と
し
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
期
間
中
に
お
け
る
高
校
一
年

生
の
古
典
の
指
導
」
の
実
践
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
と
な
っ
て

は
「
こ
の
よ
う
な
授
業
づ
く
り
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
思
う
こ

と
ば
か
り
で
あ
る
が
、
学
習
者
の
学
び
の
保
障
の
た
め
に
「
今
あ
る
も
の
・

今
使
え
る
も
の
を
活
か
し
て
授
業
を
し
よ
う
」
を
合
言
葉
に
試
行
錯
誤
し
た

一
例
と
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
古
典
の
授
業
実
践

―C
lassi

とZoom

の
活
用
を
通
し
て
見
え
た
可
能
性
と
課
題
―櫻　

井　

礼　

子

〈
特
集
〉
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二
・
一　
教
育
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「Classi

」

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
・
対
面
授
業
ど
ち
ら
の
授
業
実
践
に
お
い
て
も
こ
の

「Classi

」
と
い
う
教
育
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た

た
め
、
授
業
実
践
報
告
に
先
駆
け
て
こ
のClassi

に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
き

た
い
。Classi

は
教
育
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
開
発
・
運
営
を
行
っ
て
い
る

Classi

株
式
会
社
に
よ
っ
て
二
〇
一
四
年
四
月
よ
り
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
始
ま
っ

た
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
探
究
学
習
、
学
習
動
画
、
日
々
の
学
習
記
録

な
ど
、
学
校
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
活
用）

1

（
注

」
が
で
き
る
教
育
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。Classi

株
式
会
社
の
調
査
に
よ
る
と
、
高
校
・
中
高
一

貫
校
の
う
ち
、Classi

の
有
料
導
入
校
は
三
〇
〇
〇
校
を
超
え
、
二
校
に
一
校

が
導
入
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
学
校
教
育
関
係
者
の
中
で
は
徐
々
に

認
知
度
が
上
が
っ
て
い
る
教
育
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
機
能
や
学
習
動
画
機
能
、
欠
席
連
絡
機
能
等
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

を
備
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」・「w

eb
テ
ス
ト
」
の
二
つ

の
機
能
を
取
り
上
げ
て
、
教
科
授
業
で
の
活
用
方
法
を
紹
介
し
た
い
。

二
・
二
「Classi

」
機
能
―
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」

こ
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
機
能
は
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
い
う
名
称
か
ら
分
か

る
通
り
、
本
来
教
科
の
授
業
内
で
使
用
す
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
機
能
で
は

な
い
。
だ
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
も
記
述
式
の
も

の
を
学
習
者
と
授
業
者
で
や
り
と
り
を
す
る
た
め
に
筆
者
な
り
に
教
科
授
業

で
の
使
用
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

授
業
内
で
は
主
に
振
り
返
り
や
授
業
で
の
取
り
組
み
の
記
録
と
し
て
使
用

し
た
が
、
残
念
な
が
ら
字
数
カ
ウ
ン
ト
機
能
が
装
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

字
数
指
定
が
必
要
に
な
る
課
題
に
は
向
い
て
い
な
い
。
だ
が
、
利
用
を
し
て

い
く
中
で
、
学
習
者
が
「
提
出
」
を
し
な
く
て
も
、「
一
時
保
存
」
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
入
力
途
中
の
内
容
を
配
信
者
（
授
業
者
）
が
確
認
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
記
述
式
で
問
い
た
い
授
業
内
の
発

問
も
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
を
利
用
し
て
そ
の
場
で
解
答
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

近
距
離
の
対
面
式
の
グ
ル
ー
プ
活
動
を
し
な
く
て
も
授
業
内
で
他
者
の
意
見

や
考
え
を
授
業
者
か
ら
紹
介
し
、
共
有
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
方
法
を
用
い
て
途
中
の
状
態
の
解
答
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
解
答
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
頑
張
る
学
習
者
が
増
え
た
。

二
・
三
「Classi

」
機
能
―
「web

テ
ス
ト
」

「w
eb

テ
ス
ト
」
の
機
能
は
予
め
授
業
者
が
作
成
し
た
テ
ス
ト
を
配
信
す
る

と
、
自
動
採
点
や
平
均
点
算
出
・
設
問
別
正
答
率
算
出
・
順
位
付
け
等
を
行
っ

て
く
れ
る
機
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
成
者
が
予
め
設
定
し
た
正
答

に
一
文
字
で
も
異
な
る
と
、
正
答
と
み
な
せ
る
内
容
で
も
誤
答
と
し
て
扱
わ

れ
て
し
ま
う
た
め
、「
短
答
式
」「
記
述
式
」
問
題
に
は
不
向
き
で
あ
る
。「
記

述
式
」
に
至
っ
て
は
解
答
者
の
自
己
採
点
に
な
る
の
で
、
テ
ス
ト
解
答
画
面

上
に
は
「
○
」「
×
」
し
か
残
ら
ず
、
学
習
者
が
ど
の
よ
う
な
解
答
を
し
て
い

た
の
か
す
ら
確
認
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
何
度
で
も
解
き
直
し
が
で
き
る
た

め
、
単
語
や
文
法
知
識
等
の
基
礎
知
識
の
定
着
を
図
る
も
の
と
し
て
筆
者
は

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
・
対
面
授
業
い
ず
れ
に
お
い
て
も
活
用
を
推
進
し
て
い
っ

た
。
ま
た
、
筆
者
は
授
業
外
の
課
題
と
し
てw

eb

テ
ス
ト
を
設
定
し
、
授
業

時
間
内
に
は
テ
ス
ト
を
実
施
し
な
い
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
よ
り
授
業
内
に
小
テ
ス
ト
に
か
か
る
時
間
を
他
の
活
動
や
指
導
に
充

て
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、w

eb

テ
ス
ト
の
有
効
性
や
利

便
性
は
高
い
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
を
な
く
す

こ
と
は
難
し
く
、w

eb

式
（
デ
ジ
タ
ル
式
）
と
目
的
や
内
容
の
す
み
分
け
を

行
い
な
が
ら
併
用
し
て
い
く
こ
と
が
現
実
的
で
あ
る
。
だ
が
、
高
校
生
に
つ

い
て
言
え
ば
Ｂ
Ｙ
Ｏ
Ｄ
が
達
成
さ
れ
て
い
る
勤
務
校
に
お
い
て
は
、
小
テ
ス

ト
レ
ベ
ル
の
も
の
はw

eb
テ
ス
ト
を
軸
に
し
て
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
ほ
う
を

補
完
的
に
用
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
い
ず
れ
は
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

三
・
一　

Classi

とZoom

を
活
用
し
た
国
語
科
授
業
実
践
事
例

「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
期
間
中
に
お
け
る
高
校
一
年
生
の
古
典
の
指
導
」
の

概
要

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
実
践
事
例
は
、
筆
者
が
勤
務
校
の
高
校
一
年
生
「
古

典
」
の
三
ク
ラ
ス
を
対
象
と
し
て
二
〇
二
〇
年
度
の
三
学
期
に
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
数
の
増
加
も
あ
り
、
学
校
判
断

に
よ
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
の
授
業
で
始
ま
り
、
単
元
の
途
中
で
対
面
形

式
の
授
業
に
切
り
替
わ
っ
た
。
よ
っ
て
、
本
単
元
は
第
一
次
〜
第
二
次
の
途

中
ま
で
を
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
、
第
三
次
〜
第
五
次
を
対
面
形
式
で
行
っ
た
。

三
ク
ラ
ス
は
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
ク
ラ
ス
と
は
別
の
英
国
数
理
社
の
授
業
の
み
の

ク
ラ
ス
で
、
成
績
の
上
位
三
分
の
一
を
一
ク
ラ
ス
、
そ
の
他
の
三
分
の
二
を

均
等
分
割
し
て
二
ク
ラ
ス
に
分
け
て
い
る
。学
習
者
は
全
員
が
同
じ
タ
ブ
レ
ッ

ト
（Surface Go 2

）
を
個
人
で
購
入
し
て
所
有
し
て
い
る
た
め
、
本
実
践

も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
進
め
た
。
勤
務
校
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を

行
う
上
で
使
用
し
た
の
は
お
そ
ら
く
最
も
知
名
度
の
高
い
「Zoom

」
と
い
う

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
な
機
能
に
つ
い
て
の
説
明
は
割
愛
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
実
践
の
概
要
を
示
し
た
い
。

【
単
元
名
】「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
巴
の
存
在
意
義
と
は
」

　
　
　
　

 （
十
二
時
間
扱
い
）

【
単
元
の
目
標
】

① 

重
要
古
文
単
語
や
文
法
知
識
を
活
か
し
て
本
文
の
解
釈
や
現
代
語
訳

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

② 

「
巴
」（
教
科
書
教
材
）
と
「
木
曽
の
最
期
」
を
漫
画
や
能
の
謡
曲
等

と
の
読
み
比
べ
を
通
し
て
、『
平
家
物
語
』
で
描
か
れ
て
い
る
巴
・
木

曽
義
仲
・
今
井
兼
平
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
、
理
解
を
深
め
る
。

③ 

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
巴
と
い
う
登
場
人
物
の
存
在
意
義
に
つ
い

て
考
え
、
自
分
な
り
に
ま
と
め
る
。

【
教
材
】

①
『 

平
家
物
語
』
よ
り
「
巴
」（
教
科
書
教
材
）
―
教
科
書
は
『
新 

精

選 

国
語
総
合 〔
古
典
編
〕』（
明
治
書
院
）
を
使
用
。

②
『
平
家
物
語
』
よ
り
「
木
曽
の
最
期
」（
教
科
書
に
掲
載
な
し
。）

②
『
マ
ン
ガ
平
家
物
語 

下
巻
』（
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
一
二
年
）

③ 

謡
曲
「
巴
」
口
語
訳
―
「the

能
ド
ッ
ト
コ
ム
」
と
い
うw

eb

ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.the-noh.com

/jp/

）
か
ら
引
用
し
、
授
業
用
資
料
と

す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
授
業
者
が
ル
ビ
を
振
り
、
フ
ォ
ン
ト

を
変
更
す
る
等
の
編
集
作
業
を
行
っ
た
。

【
単
元
の
展
開
】

第
一
次　
「
巴
」
の
本
文
理
解
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重
要
単
語
や
助
動
詞
、
敬
語
の
知
識
に
つ
い
て
新
出
事
項
の
学
習
や
既

出
事
項
の
確
認
を
し
つ
つ
、
本
文
の
内
容
と
口
語
訳
の
仕
方
に
つ
い
て

学
習
を
す
る
。（
三
時
間
扱
い
）

第
二
次　
漫
画
教
材
と
の
読
み
比
べ

　
　

 「
巴
」
の
場
面
が
漫
画
化
さ
れ
た
も
の
を
読
み
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
、

ま
た
、
巴
と
義
仲
の
人
物
像
に
つ
い
て
個
人
レ
ベ
ル
・
グ
ル
ー
プ
レ
ベ

ル
の
二
段
階
で
考
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
て
発
表
を
す
る
。

　
　
（
二
時
間
扱
い
。
授
業
外
の
課
題
と
し
て
の
時
間
も
含
む
。）

第
三
次　
「
木
曽
の
最
期
」
の
本
文
理
解
と
「
巴
」
と
の
読
み
比
べ

　
　

 

重
要
単
語
や
助
動
詞
、
敬
語
の
知
識
に
つ
い
て
新
出
事
項
の
学
習
や
既

出
事
項
の
確
認
を
し
つ
つ
、
本
文
の
内
容
と
口
語
訳
の
仕
方
に
つ
い
て

学
習
を
す
る
。
ま
た
、「
巴
」
と
の
読
み
比
べ
を
通
し
て
巴
・
義
仲
・
兼

平
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
る
。（
五
時
間
扱
い
）

第
四
次　
謡
曲
「
巴
」
と
の
読
み
比
べ

　
　

 

授
業
者
作
成
の
謡
曲
「
巴
」
に
関
す
る
プ
リ
ン
ト
を
読
み
、『
平
家
物
語
』

の
「
巴
」「
木
曽
の
最
期
」
と
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
個
人
レ
ベ

ル
・
グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
の
二
段
階
で
考
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

　
（
二
時
間
扱
い
）

第
五
次　
単
元
の
ま
と
め

　

 「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
巴
と
い
う
人
物
の
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
各
自
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、Classi

上
に
提
出
を

す
る
。（
第
十
二
時
終
了
後
）

三
・
二　
教
材
と
し
て
の
「
巴
」
と
「
木
曽
の
最
期
」
に
つ
い
て

主
た
る
教
材
と
し
た
の
は
『
平
家
物
語
』
の
「
巴
」
と
い
う
有
名
な
部
分

で
あ
る
。
筆
者
調
査
に
よ
る
と
、「
巴
」
と
い
う
単
元
を
設
定
し
て
い
る
教
科

書
は
勤
務
校
で
採
択
し
て
い
る
明
治
書
院
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
教
科
書

は
「
木
曽
の
最
期
」
の
中
に
「
巴
」
の
部
分
を
含
む
採
録
と
な
っ
て
い
る）

2

（
注

。

「
木
曽
の
最
期
」
は
『
平
家
物
語
』
の
中
で
は
最
も
国
語
総
合
の
教
科
書
に
採

録
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
検
定
版
の
国
語
総
合
の
教
科

書
に
お
い
て
、「
木
曽
の
最
期
」
の
採
録
の
な
い
教
科
書
は
全
二
十
四
冊
中

た
っ
た
の
二
冊
で
あ
る）

3

（
注

。
そ
の
採
録
状
況
や
古
典
教
育
に
お
け
る
「
木
曽
の

最
期
」
の
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
大
津
雄
一
氏
の
見
解
が
非
常
に
興
味

深
い）

4

（
注

が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
機
を
見
て
別
稿
に
て
述
べ
る

こ
と
と
し
た
い
。

本
実
践
に
お
い
て
は
義
仲
と
巴
、
義
仲
と
兼
平
と
い
う
二
つ
の
関
係
性
、

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
つ
つ
も
、
単
元
の
軸
と
し

た
の
は
「
な
ぜ
義
仲
は
巴
を
逃
が
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の

問
い
に
対
し
て
は
、「
戦
に
女
を
連
れ
て
い
て
は
恥
に
な
る
」
と
い
う
義
仲
の

発
言
が
言
葉
通
り
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
、「
愛
す
る
巴
に
生
き

延
び
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
を
読
み
取
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
な

指
導
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
際
に
ど
う
し
て
も
義
仲
の
人
物
像

が
固
定
化
さ
れ
や
す
い
。
特
に
、
勤
務
校
で
採
択
し
て
い
る
明
治
書
院
の
教

科
書
で
は
「
巴
」
の
場
面
し
か
な
く
、
巴
が
落
ち
て
い
っ
た
後
の
「
木
曽
の
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最
期
」
の
部
分
の
掲
載
が
な
い
た
め
、
教
科
書
教
材
の
み
を
扱
え
ば
、
そ
の

傾
向
は
よ
り
強
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
使
用
教
科
書
で
あ
る
明

治
書
院
の
『
新 

精
選 

国
語
総
合 

〔
古
典
編
〕』
に
は
「
巴
」「
坂
落
」「
能
登

殿
最
期
」
が
採
録
さ
れ
て
い
た
が
、「
坂
落
」
と
「
能
登
殿
最
期
」
に
つ
い
て

は
扱
わ
ず
、「
巴
」
の
部
分
を
含
む
「
木
曽
の
最
期
」
を
掘
り
下
げ
て
単
元
を

実
践
す
る
こ
と
と
し
た
。
教
科
書
に
掲
載
の
な
い
「
木
曽
の
最
期
」
の
部
分

や
能
「
巴
」
の
謡
曲
口
語
訳
に
つ
い
て
は
別
途
プ
リ
ン
ト
教
材
と
し
て
配
付

し
、「
巴
」
の
場
面
と
併
せ
て
巴
・
義
仲
・
兼
平
の
三
者
の
人
物
像
や
巴
と
い

う
人
物
の
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
主
に
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
形
式
と
な
っ
た
第
一

次
〜
第
二
次
の
う
ち
、
第
二
次
に
焦
点
を
当
て
て
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

三
・
三　
授
業
の
実
際
―
第
二
次　
漫
画
教
材
と
の
読
み
比
べ
―

第
二
次
は
、
主
にZoom

の
画
面
共
有
機
能
と
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
機

能
を
活
用
し
て
展
開
し
た
。
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
機
能
は
、Zoom

上
で

参
加
者
を
少
人
数
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

教
室
で
の
グ
ル
ー
プ
活
動
で
は
他
の
グ
ル
ー
プ
の
話
す
内
容
が
聞
こ
え
、
そ

れ
に
左
右
さ
れ
て
話
し
合
い
が
進
行
し
た
り
脱
線
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

と
思
う
が
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
で
あ
れ
ば
他
の
グ
ル
ー
プ
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合

い
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
き
な
利
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
実
践
に
お
い
て
は
、
第
一
次
で
「
巴
」
の
場
面
の
内
容
理
解
を
終
え
た

後
に
漫
画
資
料
と
し
て
『
マ
ン
ガ
平
家
物
語 

下
巻
』
の
「
巴
」
の
場
面
を
抜

粋
し
て
学
習
活
動
を
行
っ
た
。
学
習
者
は
画
面
共
有
で
示
さ
れ
た
漫
画
を
授

業
者
の
台
詞
音
読
と
共
に
確
認
し
、
そ
の
後
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
指
示
さ
れ

た
活
動
に
個
人
レ
ベ
ル
・
グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
の
二
段
階
で
取
り
組
ん
だ
。
発

し
た
問
い
は
『
平
家
物
語
』
の
「
巴
」
本
文
と
漫
画
の
「
巴
」
の
場
面
と
の

読
み
比
べ
を
通
し
て
、「
そ
の
１　
『
平
家
物
語
』
本
文
と
漫
画
と
の
共
通
点

と
相
違
点
を
整
理
し
よ
う
。」・「
そ
の
２　

そ
の
１
で
確
認
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
か
書
こ
う
。
ま
た
、

漫
画
の
良
い
と
こ
ろ
・
悪
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
整
理
し
よ
う
。」・「
そ
の
３　

一
回
考
え
た
『
な
ぜ
義
仲
は
巴
を
逃
が
し
た
の
か
』
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、

改
め
て
ど
う
考
え
る
か
書
こ
う
。」
の
三
つ
で
あ
る
。
な
お
、
漫
画
資
料
に
つ

い
て
は
最
初
は
画
面
共
有
機
能
で
提
示
し
た
が
、
そ
の
後Classi

の
校
内
グ

ル
ー
プ
機
能
を
利
用
し
て
漫
画
資
料
の
コ
ピ
ー
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
を
配

信
し
、
学
習
活
動
に
取
り
組
む
際
に
学
習
者
各
々
が
何
度
も
自
由
に
見
返
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

漫
画
の
よ
う
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
活
用
し
た
授
業
実
践
は
こ
れ
ま
で
も

多
く
報
告
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
の
仕
方
が
あ
る
（
注
5
）。
筆
者
は
、
単

元
構
想
の
当
初
は
、
受
け
身
に
な
り
が
ち
な
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
お
い
て
、

教
科
書
に
お
け
る
「
巴
」
の
場
面
の
理
解
を
深
め
た
り
、
興
味
関
心
を
高
め

た
り
す
る
た
め
に
、
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
な
漫
画
を
教
材
と
し
て
使
用
し

よ
う
と
考
え
た
。
だ
が
、『
平
家
物
語
』
の
漫
画
を
探
し
て
い
る
中
で
、
興
味

深
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
つ
い
て
、
教
科
書

と
の
差
異
が
見
ら
れ
た
こ
と
だ
。
筆
者
の
想
定
に
反
し
て
、「
木
曽
の
最
期
」

の
中
で
巴
が
落
ち
て
い
く
場
面
の
後
の
「
今
井
四
郎
、
木
曽
殿
、
主
従
二
騎

…
…
」
以
降
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
点
に
着
目

し
、
本
実
践
に
お
い
て
は
敢
え
て
「
巴
」
の
場
面
の
み
で
義
仲
と
兼
平
の
や
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り
取
り
や
死
に
つ
い
て
は
省
か
れ
て
い
る
漫
画
を
使
用
し
、「『
巴
』
の
場
面

が
詳
細
に
漫
画
化
さ
れ
た
一
方
、
義
仲
と
兼
平
の
や
り
取
り
と
死
の
場
面
は

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
み
に
変
換
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が

あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
た
。

漫
画
教
材
の
使
用
に
つ
い
て
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
だ
と
ど
う
し
て
も
受

け
身
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
、
漫
画
と
の
読
み
比
べ
は
楽
し
く
て
積
極

的
に
や
れ
た
」
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
一
方
、「
漫
画
は
お
も
し
ろ

か
っ
た
け
れ
ど
、
考
え
る
内
容
は
難
し
か
っ
た
。
一
人
で
考
え
て
い
る
と
き

に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
も
、
先
生
が
教
室
で
の
授
業
の
よ
う
に
様
子
を
見
に

来
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
途
中
で
集
中
力
も
切
れ
て
だ
ら
け

て
し
ま
っ
た
。」
と
い
う
声
も
あ
り
、
現
在
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
限
界
と
課

題
を
実
感
し
た
。
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
で
も
授
業
者
が
各
ル
ー
ム
に
参

加
す
る
こ
と
で
指
導
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
活

動
を
し
て
い
る
際
に
は
対
面
授
業
の
よ
う
に
生
徒
の
様
子
を
一
望
し
な
が
ら

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
生
徒
を
見
つ
け
て
近
寄
り
、
声
を
掛
け
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
生
徒
に
必
要
な
指
導
を
即
時
的
に
行
う
こ
と
の

で
き
る
対
面
授
業
と
比
べ
る
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
個
人
の
取
り
組
み

に
対
し
て
の
声
掛
け
が
ど
う
し
て
も
減
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
本
実

践
中
に
機
能
を
利
用
し
な
が
ら
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト

ル
ー
ム
で
は
各
ル
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
メ
イ
ン
ル
ー
ム
か
ら
は
退
出
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
な
る
た
め
、
各
ル
ー
ム
か
ら
メ
イ
ン
ル
ー
ム
ま
た

は
い
ず
れ
か
の
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
に
参
加
し
て
い
る
授
業
者
に
対
し

て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
対
面
授
業
で
あ
れ
ば
学
習
者

の
方
か
ら
挙
手
等
し
て
授
業
者
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

が
で
き
な
い
た
め
に
話
し
合
い
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
沈
黙
が
続
い
て
い
た

グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
各
時
の
終
了
後
にClassi

の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能

を
使
用
し
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
個
々
に
そ
の
内
容

に
つ
い
て
提
出
を
さ
せ
た
が
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
に
参
加
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
内
容
の
記
録
に
は
か
な
り

の
差
異
が
見
ら
れ
た
。
語
彙
力
・
表
現
力
の
個
人
差
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、

や
は
り
個
々
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
把
握
や
個
別
フ
ォ
ロ
ー
が
甘
く
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
各
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い

内
容
の
ク
ラ
ス
レ
ベ
ル
で
の
共
有
・
交
流
に
つ
い
て
は
、
校
内
グ
ル
ー
プ
へ

の
「
コ
メ
ン
ト
投
稿
」
の
機
能
を
用
い
て
提
出
さ
せ
る
形
で
行
い
、
さ
ら
に

学
年
レ
ベ
ル
で
の
共
有
に
つ
い
て
は
各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
内
容
を
授
業
者
が

ま
と
め
た
も
の
をClassi

の
校
内
グ
ル
ー
プ
に
投
稿
す
る
形
で
行
っ
た
。
そ
の

内
容
に
関
す
る
課
題
は
出
さ
な
か
っ
た
が
、最
終
的
な
課
題
と
な
っ
た
レ
ポ
ー

ト
を
ま
と
め
る
際
に
参
考
に
し
た
学
習
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
単
元
実
践
の
成
果
と
課
題

本
実
践
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
つ
つ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
あ
っ
て
も
学
習

者
の
主
体
的
な
参
加
と
そ
れ
に
よ
る
学
習
効
果
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
成
果
以
上
に
反
省
点
・
課
題
が
多
く
残
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
成
果
の

一
つ
は
、
漫
画
教
材
の
魅
力
と
可
能
性
を
改
め
て
見
出
せ
た
こ
と
だ
。
受
動

的
に
な
り
や
す
い
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
お
い
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
な

漫
画
を
教
材
と
し
て
用
い
た
こ
と
で
、
生
徒
の
主
体
的
参
加
や
学
習
意
欲
の

向
上
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、『
平
家
物
語
』
本
文
と
漫

画
と
の
読
み
比
べ
を
通
し
て
、
巴
と
い
う
登
場
人
物
の
『
平
家
物
語
』
に
お
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け
る
意
義
、
ひ
い
て
は
『
平
家
物
語
』
自
体
の
意
義
に
つ
い
て
多
角
的
か
つ

深
く
考
え
さ
せ
る
こ
と
へ
の
一
助
と
な
っ
た
。
も
う
一
つ
の
成
果
はClassi

の

活
用
を
軸
に
進
め
て
い
た
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
か
ら
対
面
授
業
に
切
り

替
わ
っ
た
際
も
展
開
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
ず
、
ス
ム
ー
ズ
に
単
元
を
続
け

て
い
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
だ
。「
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
」「
ア
フ
タ
ー
・
コ
ロ

ナ
」
に
お
け
る
授
業
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
で
オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
と
対
面
授
業
と
の
間
に
あ
る
溝
を
埋
め
、
日
常
的
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
授
業
を
意
識
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
方
、
反
省
点
と
し
て
筆
者
が
最
も
感
じ
た
こ
と
は
、
発
問
内
容
の
吟
味

や
、
そ
の
発
問
が
学
習
者
の
国
語
力
の
向
上
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
の
検
証

を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
授
業
づ
く
り
に
お
い
て
肝
と
な
る
こ

と
だ
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と
い
う
形
式
の
中
で
シ
ス
テ
ム
的
な
と
こ
ろ
や

Zoom

の
目
新
し
い
機
能
を
活
用
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
、
基
本
的
な
こ
と

を
疎
か
に
し
ま
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
。
ま
た
、Zoom
中
は
顔
を
映
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
手
元
が
見
え
ず
、
生
徒
の
作
業
の
進
み
具
合
が

見
え
に
く
か
っ
た
た
め
に
話
し
合
い
の
時
間
を
予
定
よ
り
も
延
長
し
、
全
体

と
し
て
単
元
の
時
数
が
増
え
て
間
延
び
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
大
き
な
反
省

点
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と
対
面
授
業
の
融
合
を
目
指
し
つ
つ
も
、
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
の
特
性
・
短
所
に
十
分
に
留
意
し
た
上
で
授
業
計
画
を
立
案

し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
。

五　
お
わ
り
に

コ
ロ
ナ
禍
は
今
な
お
続
き
、
学
校
現
場
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
の
格
闘
は
長
引
き
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
の
よ
う
な
事

態
に
置
か
れ
て
も
学
び
を
止
め
な
い
工
夫
を
常
に
行
い
、
で
き
る
こ
と
・
選

択
肢
を
増
や
し
て
い
く
べ
き
だ
。
特
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
つ
い
て
は
個
々

の
教
員
の
力
量
が
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
勤
務
年
数
や
教
科
の
枠
を

超
え
て
知
恵
を
出
し
合
い
、
研
修
等
を
通
し
て
学
校
全
体
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

力
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
勤
務
校
は
都

内
の
私
立
校
で
あ
り
、
多
少
の
差
は
あ
っ
て
もW

i-Fi

環
境
を
家
庭
で
整
え
て

も
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
再
開
さ
れ
た

と
し
て
も
、
工
夫
次
第
で
で
き
る
こ
と
も
増
や
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

公
立
校
や
地
方
の
学
校
で
は
家
庭
のW

i-Fi

環
境
整
備
が
最
初
の
課
題
と
な
る

こ
と
も
多
い
は
ず
だ
。
そ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
下
で
も
何
と
か
授
業
や
学

び
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
腐
心
す
る
教
員
に
対
し
て
、
多
く
の
学
習
者
は
協
力

的
で
、
ど
ん
な
新
し
い
ツ
ー
ル
や
や
り
方
に
も
、
も
の
の
数
回
で
慣
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
こ
の
約
一
年
半
強
く
感
じ
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち
の
持
つ

「
柔
軟
性
」
と
い
う
可
能
性
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
や
「
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
」「
ア

フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
」
に
お
け
る
学
び
の
可
能
性
に
直
結
す
る
と
考
え
る
。
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
の
認
知
や
実
施
の
普
及
に
伴
い
、
学
校
と
い
う
場
、
教
室
と

い
う
場
で
の
学
び
へ
の
不
要
論
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
少

な
く
と
も
筆
者
の
周
囲
の
学
習
者
は
対
面
授
業
で
の
友
人
や
授
業
者
と
の
関

わ
り
を
強
く
望
ん
で
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
学
校
教
育
は
大
き
く
変
わ
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
教
室
で
の
授
業
の
価
値
を
常
に
問
い
直
し
、
更
新
し
、

そ
し
て
そ
れ
を
学
習
者
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ

り
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
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注１ 
Classi

のHP

（https://classi.jp/about/

）（
二
〇
二
一
年
九
月
現
在
）
か
ら
引
用
。

２ 

筆
者
の
調
査
で
は
、
平
成
二
十
八
年
検
定
版
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
の
二
十
四
冊

（「
現
代
文
編
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
あ
る
）
の
う
ち
、「
巴
」
の
部
分
を
含
む

「
木
曽
の
最
期
」
の
部
分
を
掲
載
し
て
い
る
の
は
十
八
冊
で
あ
り
、「
巴
」
の
部
分
を
除

い
た
「
今
井
四
郎
、
木
曽
殿
、
主
従
二
騎
…
…
」
か
ら
の
「
木
曽
の
最
期
」
の
部
分
を

掲
載
し
て
い
る
の
が
四
冊
で
あ
っ
た
。

３ 

注
２
同
様
、
筆
者
の
調
査
で
は
、「
木
曽
の
最
期
」
の
部
分
に
つ
い
て
一
切
掲
載
が
な

か
っ
た
の
は
二
冊
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
「
木
曽
の
最
期
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
部
分

の
中
の
「
巴
」
の
場
面
の
み
を
抜
粋
し
、
義
仲
と
兼
平
の
二
人
に
な
っ
た
場
面
以
降
を

掲
載
し
て
い
な
い
も
の
が
二
冊
あ
っ
た
。

４ 

大
津
雄
一
『
挑
発
す
る
軍
記
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
二
〇
年
）
の
第
二
章
「『
平
家
物
語
』

に
惚
れ
さ
せ
な
い
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５ 

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
教
材
化
や
授
業
実
践
の
研
究
に
つ
い
て
は
町
田
守
弘
氏
が
第
一
人

者
で
あ
り
、『「
サ
ブ
カ
ル
×
国
語
」
で
読
解
力
を
育
む
』（
岩
波
書
店　

二
〇
一
五
年
）

に
お
い
て
も
３

－

１
「
マ
ン
ガ
教
材
の
可
能
性
」
に
て
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
紹
介
と
と

も
に
漫
画
教
材
に
よ
る
学
力
育
成
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
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