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評
者
は
一
九
七
八
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
小
学
五
年
の
秋
に
ベ
ル

リ
ン
の
壁
が
崩
壊
、
冷
戦
が
終
結
し
た
。
私
立
中
学
校
の
受
験
を

控
え
て
懸
命
に
勉
強
し
て
い
た
小
学
六
年
の
夏
に
は
イ
ラ
ク
が
ク

ウ
ェ
ー
ト
を
占
領
し
、
翌
年
の
正
月
明
け
に
湾
岸
戦
争
が
勃
発
し

た
。
無
事
に
志
望
校
に
合
格
し
て
学
校
に
も
な
じ
み
つ
つ
あ
っ
た
中

学
一
年
の
冬
に
は
ソ
連
が
瓦
解
し
、
中
学
三
年
の
夏
に
は
日
本
で
も

五
五
年
体
制
が
終
焉
を
迎
え
た
。
通
学
の
途
上
、
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
付

属
の
ラ
ジ
オ
で
阪
神
淡
路
大
震
災
の
一
報
を
耳
に
し
た
の
は
高
校
一

年
の
冬
で
あ
り
、
そ
の
二
ヶ
月
後
に
部
活
の
伊
豆
合
宿
で
滞
在
し
て

い
た
旅
館
で
は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
発
生
を
伝
え
る
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
に
釘
付
け
と
な
っ
た
。
中
高
時
代
の
怠
惰
が
た
た
っ
て
一

浪
し
て
入
学
し
た
大
学
で
あ
っ
た
が
、
サ
ー
ク
ル
内
の
人
間
関
係
に

疲
れ
途
中
か
ら
読
書
以
外
に
関
心
を
持
て
な
く
な
っ
た
。
就
職
活
動

を
始
め
る
で
も
な
く
、
指
導
教
授
に
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
何
と
な
く

大
学
院
に
で
も
行
こ
う
か
と
考
え
て
い
た
三
年
の
夏
休
み
、
実
家
の

二
階
に
設
置
さ
れ
て
い
た
冷
蔵
庫
の
上
の
小
型
ブ
ラ
ウ
ン
管
テ
レ
ビ

は
、
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
突
入
す
る
航
空
機
の
映
像
を
繰
り

返
し
映
し
出
し
て
い
た
。

　
長
々
と
自
分
語
り
か
ら
始
め
た
の
は
、
教
科
書
を
補
完
す
る
目
的

で
出
版
さ
れ
た
書
籍
を
手
に
取
り
理
解
を
深
め
た
い
と
思
う
読
者

は
、
往
々
に
し
て
同
時
代
の
動
向
に
敏
感
で
あ
る
と
い
う
具
体
例
の

一
つ
と
し
て
、
評
者
の
個
人
的
体
験
を
位
置
づ
け
て
み
た
い
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
評
者
が
通
っ
て
い
た
中
学
受
験
予
備
校
の
社
会
科

の
副
読
本
に
は
、
ル
イ
一
四
世
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
「
朕
は
国
家
な

り
」
と
い
う
言
葉
と
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
対
す

る
抵
抗
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
と

い
う
言
葉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
主
義
と
市
民
革
命
の
理
念
を
良
く
表

現
す
る
も
の
と
し
て
対
比
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
折
し
も
崩
れ

去
っ
て
ゆ
く
鉄
の
カ
ー
テ
ン
を
メ
デ
ィ
ア
越
し
に
目
に
し
て
、
小
学

生
で
あ
っ
た
評
者
の
頭
に
は
、
民
主
主
義
＝
資
本
主
義
＝
善
、
一
党

独
裁
＝
社
会
主
義
＝
悪
と
い
う
明
快
な
二
項
対
立
図
式
が
刷
り
込
ま

れ
た
。
そ
し
て
絶
対
主
義
時
代
以
降
の
自
由
を
め
ぐ
る
人
類
の
長
い

戦
い
は
、
ソ
連
の
消
滅
を
も
っ
て
達
成
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
二
〇
年
を
生
き
て
い
る
我
々

書
　
評

青
木
康 
著

『
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
②
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
会
を
歴
史
す
る
』

（
清
水
書
院
、
二
〇
一
八
年
）

仲
丸
　
英
起
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は
、
こ
う
し
た
整
理
が
誤
解
な
い
し
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
知
っ
て
い

る
し
、
中
学
高
校
と
劣
等
生
で
あ
っ
た
評
者
で
も
、
自
分
た
ち
の
親

世
代
で
は
む
し
ろ
社
会
主
義
の
方
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
て
い
た
人
々

が
一
定
数
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
と
、
間
も
な
く
気
が
付
い
た
。
と

は
い
え
、
四
〇
歳
を
過
ぎ
て
も
何
の
因
果
か
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
の

歴
史
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
現
実
の

世
界
で
進
行
し
て
い
る
事
態
を
前
に
し
て
、
教
科
書
に
は
載
っ
て
い

な
い
情
報
へ
の
接
触
に
よ
っ
て
少
年
期
の
評
者
が
感
化
を
受
け
た
の

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
と
銘
打
た
れ
た
シ
リ
ー

ズ
の
一
冊
で
あ
る
。
歴
史
総
合
は
高
等
学
校
指
導
要
領
の
改
編
に

よ
っ
て
二
〇
二
二
年
度
か
ら
新
設
さ
れ
る
必
修
科
目
で
あ
り
、
従
来

の
歴
史
的
事
項
の
暗
記
を
中
心
と
す
る
学
び
か
ら
、
歴
史
を
通
じ
た

主
体
的
な
思
考
へ
の
転
換
が
、
そ
の
目
標
と
し
て
謳
わ
れ
て
い
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
歴
史
総
合
の
授
業
・
教
科
書

で
特
定
の
事
項
に
興
味
を
抱
い
た
生
徒
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
よ
り

深
い
学
び
を
得
る
た
め
の
副
読
本
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
学
術
書
と
同
様
の
基
準
で
本

書
を
評
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
し
、
さ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
と

も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
本
稿
執
筆
時
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
他
の
巻
か

ら
は
、
大
澤
広
晃
『
帝
国
主
義
を
歴
史
す
る
』
を
除
き
、
そ
も
そ
も

教
科
書
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
読
書
や
病
気
、
さ
ら
に
は
ア
イ
ヌ

や
台
湾
な
ど
の
歴
史
に
つ
い
て
基
本
的
な
知
識
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
だ
が
議
会
は
多
か
れ
少
な
か
れ
全
て
の
教

科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
り
、
そ
の
点
に
本
書
の
特
徴
は

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
教
科
書
の
内
容
お
よ
び

情
報
量
・
解
釈
と
本
書
の
間
で
ど
の
程
度
の
相
違
が
あ
る
の
か
、
ま

た
本
書
に
接
し
た
初
学
者
が
議
会
や
民
主
主
義
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

　
本
書
の
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に
―
議
会
に
つ
い
て
知
っ
て
い
ま
す
か
―

　
１
．
議
会
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か

　（
１
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
議
会
が
生
ま
れ
た
背
景
は
？

　（
２
）
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身
分
制
議
会
と
は
？

２
．
議
会
が
ど
う
し
て
「
主
権
」
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か

　（
１
）
近
世
国
家
の
成
長
と
議
会

　（
２
）
一
七
世
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
二
度
の
革
命

３
．
議
会
と
民
主
政
治
は
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら
れ
た
の
か

　（
１
）
近
代
国
家
の
始
ま
り
と
議
会

　（
２
）
議
会
民
主
政
治
は
ど
の
よ
う
に
世
界
へ
広
が
っ
た
の
か

お
わ
り
に

　
―
現
代
の
議
会
　
問
題
解
決
の
ヒ
ン
ト
は
歴
史
の
中
に
あ
る
―
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本
書
は
一
〇
〇
頁
足
ら
ず
の
分
量
で
、
か
つ
平
易
な
文
章
で
著
さ

れ
て
い
る
の
で
、全
体
を
通
読
す
る
の
に
さ
ほ
ど
時
間
は
要
し
な
い
。

こ
こ
で
は
簡
潔
に
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。
目
次
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
に
議
会
の
発
展
が

通
時
的
に
描
き
出
さ
れ
る
。
一
章
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封

建
制
の
中
か
ら
各
地
に
出
現
し
た
身
分
制
議
会
が
、
当
初
か
ら
統
治

機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
議
会
の
み
が
独
自
の
歩
み
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
二

章
で
は
、
国
王
が
自
身
の
権
力
強
化
に
あ
た
っ
て
議
会
を
利
用
し
た

た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
特
に
そ
の
権
威
が
高
ま
り
、
二
度
の

革
命
を
経
て
議
会
主
権
が
確
立
さ
れ
た
経
過
が
説
明
さ
れ
る
。
三
章

に
入
る
と
、
一
八
世
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
高
ま
っ
た
議
会
の
寡
頭
制
的

性
格
へ
の
批
判
や
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
通

じ
て
、
議
会
制
度
と
民
主
政
治
の
結
び
付
き
が
強
め
ら
れ
、
こ
の
仕

組
み
が
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
過
程
で
選
挙
権
の
拡
大
が
図
ら
れ

て
い
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
物
語
」
は
、
歴
史
教
科
書
の
叙
述
を
ど
の

程
度
相
対
化
＝
解
毒
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。本
書
が「
歴
史
総
合
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ
」
の
一
書
で
あ
る
以
上
、
本
来
は
歴
史
総
合
の
教
科
書
に

即
し
て
検
証
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
い
ず
れ
の
出

版
社
か
ら
も
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
現
行
の
「
世
界
史
Ｂ
」
の
教
科
書
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
先
述
し
た
理
由
か
ら
掲
載
さ
れ
る
事
項
数
の
点
で
歴
史
総
合

の
教
科
書
が
「
世
界
史
Ｂ
」
の
教
科
書
を
上
回
る
こ
と
は
考
え
に
く

く
、
前
者
の
議
会
に
つ
い
て
の
理
解
は
後
者
以
上
に
簡
素
化
さ
れ
る

と
推
定
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
本
書
は
教
科
書
と
比
較
し
て
物
理
的
な
利
点
が
あ
る
。

当
然
で
は
あ
る
が
、
各
国
の
議
会
に
関
す
る
教
科
書
の
叙
述
は
飛

び
飛
び
に
な
り
、
意
識
し
て
読
ま
な
い
限
り
そ
の
時
系
列
的
変
化

を
理
解
し
づ
ら
い
。
著
者
も
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
て
お

り
、
議
会
に
関
し
て
か
な
り
意
識
さ
れ
て
い
る
山
川
出
版
社
の
『
詳

説
世
界
史
Ｂ
』
で
す
ら
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て

い
る
頁
を
拾
っ
て
み
る
と
、
一
四
五-

一
四
六
、二
一
八
、二
二
四-

二
二
六
、二
五
九
、二
六
四
、三
一
一
、三
四
一-

三
四
二
頁
と
な
っ
て

い
る
（
１
）

。
特
に
中
世
か
ら
近
世
と
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇
世
紀
に

か
け
て
の
頁
は
、
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
各
地
域
の
歴
史
を
満
遍
な

く
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
世
界
史
」
と
い
う
科
目
の
性
質
上

や
む
を
え
な
い
面
は
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
科
目

の
弊
害
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教

科
書
に
断
片
的
に
登
場
す
る
事
項
を
統
合
し
て
詳
細
な
解
説
を
加
え

て
い
る
本
書
は
、
議
会
と
い
う
事
象
に
通
時
的
・
共
時
的
な
立
体
感

を
与
え
う
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
内
容
面
に
お
い
て
も
本
書
は
教
科
書
の
叙
述
を
客
観
視

す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
世
か
ら
近
世
に
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か
け
て
の
議
会
は
王
権
と
常
に
対
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
こ
れ
を
補
完
す
る
形
で
統
治
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
教
科
書
は
存
在
し
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
（
教
科
書
の
用
語
で
は
イ
ギ
リ
ス
）
に
関
し
て
い
え
ば
、
支
配
階

層
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
教
科
書

は
多
い
も
の
の
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
や
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー

ル
の
乱
に
付
随
し
て
議
会
の
起
源
が
語
ら
れ
る
た
め
、
ど
う
し
て
も

王
権
に
対
す
る
抵
抗
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
議
会
制
度
と
民
主
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
二
度
の
革
命

の
結
果
と
し
て
議
会
主
権
と
責
任
内
閣
制
が
確
立
し
た
と
叙
述
さ
れ

る
た
め
に
、
名
誉
革
命
後
間
も
な
く
し
て
民
主
的
な
議
会
政
治
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
誤
認
し
て
し
ま
う
読
者
は

多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
２
）

。
さ
ら
に
一
八
世
紀
以
降
の
各
地
域
間

の
水
平
的
な
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
寡
頭
制
に

対
す
る
批
判
が
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
と
合
衆
国
憲
法
を
生
み
、
こ
れ

が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
に
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に
ウ
ィ
ー
ン
体
制

に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
自
由
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
の
七
月
革
命
や
イ

ギ
リ
ス
の
選
挙
法
改
正
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
連
環
を
読
み

取
る
の
は
難
し
い
（
３
）

。
こ
の
よ
う
に
、
教
科
書
と
あ
わ
せ
て
本
書
を
読

む
こ
と
で
、
当
初
か
ら
国
民
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
て
い
た
議
会
が

徐
々
に
王
権
を
制
限
し
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
誤
解
に
陥
る
こ
と

な
く
、
全
く
別
の
理
念
を
そ
の
背
景
に
も
つ
身
分
制
議
会
と
民
主
政

治
が
、
各
時
代
固
有
の
条
件
の
下
で
結
び
つ
い
て
い
っ
た
状
況
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
議
会
に
つ
い
て
の
一
体
的
な
知
識
の
習

得
を
促
し
、
教
科
書
の
み
で
は
平
板
な
印
象
を
持
た
れ
か
ね
な
い
そ

の
歴
史
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
与
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
非
常
に

有
用
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
本
書
で
暗
に
理
想
と

さ
れ
て
い
る
議
会
政
治
の
あ
り
方
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
前
の
時
代

を
実
際
に
生
き
た
評
者
の
よ
う
な
世
代
に
は
い
ま
だ
訴
求
力
が
あ
る

と
し
て
も
、
教
科
書
な
ど
か
ら
現
代
史
と
い
う
知
識
と
し
て
受
け
取

る
の
み
の
世
代
に
は
、
さ
ほ
ど
魅
力
的
な
も
の
に
見
え
な
い
、
も
し

く
は
そ
の
利
点
が
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
抱
い

た
。
著
者
は
、
一
八
世
紀
末
以
降
「
国
政
に
よ
り
広
く
国
民
の
声
を

取
り
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
議
会
制
を
樹
立
し
議
会
政
治
を
民
主
化

し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の

議
会
政
治
の
民
主
化
の
前
提
と
な
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
条
件
は
選

挙
権
の
拡
大
で
、そ
の
最
終
的
な
到
達
点
は
普
通
選
挙
権
で
し
ょ
う
」

（
七
九
頁
）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
秘
密
投
票
や
買
収
の
禁
止
、
議
事

報
道
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ(

八
五
頁
）、
一
九
世
期
後
半
の
イ

ギ
リ
ス
で
総
選
挙
ご
と
に
保
守
党
・
自
由
党
間
で
政
権
交
代
が
行
わ

れ
た
「
政
治
の
あ
り
方
は
古
典
的
議
会
政
治
と
し
て
多
く
の
論
者
か

ら
高
い
評
価
を
受
け
て
き
ま
し
た
」(

八
九
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
著
者
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
や
ユ
ル
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ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
市
民
」、
丸
山
真
男

風
に
い
え
ば
「
主
体
性
」
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
政
治

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
的
判
断
が
で
き
る
個
人
が
選
挙
に
お
い

て
十
分
な
吟
味
の
上
で
候
補
者
を
議
員
に
選
出
し
、
そ
の
議
員
が
議

会
で
議
論
を
尽
く
せ
ば
、
国
民
に
と
っ
て
最
適
な
選
択
が
な
さ
れ
る

と
い
う
、
熟
議
民
主
主
義
こ
そ
本
書
で
理
想
と
さ
れ
て
い
る
政
治
形

態
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
生
ま
れ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ

う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
本
当
に
有
用
で
あ
る
と
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う

か
。
換
言
す
れ
ば
、
評
者
が
小
学
生
向
け
の
副
読
本
を
手
が
か
り
に

自
分
な
り
に
世
界
の
歴
史
と
現
状
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
議
会
政
治

に
関
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
の
と
同
様
の
経
験
を
す
る
人
々
が
、
本
書

の
読
者
か
ら
現
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
二
二
年
に
高
校
に
進
学

す
る
の
は
、
二
〇
〇
六
年
度
生
ま
れ
の
学
年
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
て
お
り
、

翌
年
に
は
ア
イ
フ
ォ
ン
が
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

を
搭
載
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
発
売
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
世
代
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
ウ
ェ
ブ
２
・
０
以
降
の
ネ
ッ
ト
サ
ー

ビ
ス
が
所
与
の
ツ
ー
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
た
世
界
な
の
で
あ
る
（
４
）
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
介
さ
な
い
、
こ
の
よ
う
な

個
人
の
情
報
発
信
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
環
境
の
整
備
に

よ
っ
て
、
一
時
は
市
民
的
公
共
圏
が
拡
大
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
期
待
も
か
け
ら
れ
た
。
し
か
し
周
知
の
通
り
、
実
際
に
出
現
し
た

の
は
、
企
業
の
利
益
を
最
大
化
す
べ
く
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
Ａ

Ｉ
、
お
よ
び
そ
の
情
報
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
じ
た
人
々
の

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
で
あ
り
、
非
理
性
的
な
憎
悪
感
情

と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
の
誕
生
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
は
、
ま
ご
う
こ
と

な
く
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
も
強
権
的
な
現
政

権
に
対
し
て
若
年
層
ほ
ど
支
持
率
が
高
い
と
い
う
事
実
が
示
唆
し
て

い
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
幼
少
期
を
過
ご
し
冷
戦
末
期
の
時
代

状
況
の
中
で
素
朴
に
「
自
由
主
義
」
陣
営
の
議
会
制
民
主
主
義
を
信

頼
し
て
い
た
評
者
の
世
代
と
、
現
在
の
一
〇
代
の
世
代
に
見
え
て
い

る
「
政
治
の
風
景
」
が
、
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、著
者
も
「
お
わ
り
に
」
で
議
会
審
議
の
空
洞
化
や
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
問
題
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
議
会
制
度
そ
の
も
の
に
対
す

る
価
値
判
断
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。二
〇
世
期
ま
で
と
比
べ
、

国
民
の
意
思
の
可
視
化
が
技
術
的
に
は
度
外
れ
て
容
易
に
な
っ
た
現

代
に
お
い
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
政
策
に
反
映
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば

究
極
的
に
は
議
会
も
政
治
家
も
不
要
で
あ
る
。
時
と
し
て
政
治
家
が

大
衆
の
欲
望
と
戦
っ
て
も
実
現
す
べ
き
政
治
が
あ
る
と
し
て
、
な
お

か
つ
独
裁
や
専
制
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
議
会
制
度

は
ど
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
（
５
）
。
い
た
ず
ら
に
問
題
を
世

代
論
に
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
心
つ
い
た
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著
『
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
②
　
議
会
を
歴
史
す
る
』（
仲
丸
）

と
き
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
親
し
ん
で
い
る
人
々
に
対

し
て
は
、
従
来
の
熟
議
民
主
主
義
の
単
純
な
称
揚
で
は
な
く
、
社
会

全
体
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
制
度
設
計
そ
の
も
の
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う

な
問
い
か
け
こ
そ
、
歴
史
か
ら
投
げ
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
本
書
を
手
に
取
る
若
い
読
者
は
、
議
会
の
存
在
そ
れ

自
体
を
疑
う
余
地
の
な
い
前
提
と
は
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
頭
に
初

め
に
浮
か
ぶ
の
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い

制
度
が
「
国
権
の
最
高
機
関
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
疑
問
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
書
を
通

じ
て
、
議
会
が
単
に
既
得
権
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
薄
汚
い
大
人
た

ち
の
集
ま
り
で
は
な
く
、人
類
が
長
期
間
の
苦
闘
の
末
に
成
立
さ
せ
、

ど
う
に
か
維
持
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
と
気
付
い
て
も
ら
う
の
が
何

よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、よ
り
悲
観
的
な
想
定
に
立
っ
て
、

現
在
の
こ
の
国
で
は
議
会
や
政
治
に
対
す
る
関
心
が
そ
も
そ
も
失
わ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
情
報
が
新

書
や
文
庫
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
な
書
籍
で
提
供
さ
れ
た
こ
と
を
、
ま
ず

は
僥
倖
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
学
部
生
時
代
の
評
者
は
、
卒
業
論
文
の
執
筆
に
行
き
詰
ま
っ
た
際

に
指
導
教
授
か
ら
薦
め
ら
れ
た
著
者
の
『
議
員
が
選
挙
区
を
選
ぶ
―

一
八
世
期
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

を
一
読
し
て
、
歴
史
学
で
可
能
な
方
法
論
の
奥
深
さ
と
議
会
史
研
究

の
面
白
さ
に
目
を
開
か
さ
れ
た
。
二
〇
二
〇
年
代
以
降
に
高
校
生
と

な
る
人
々
の
中
か
ら
も
、本
書
を
き
っ
か
け
に
議
会
を
「
歴
史
し
て
」

み
よ
う
と
思
う
若
き
学
徒
が
現
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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註（１
）  
頁
数
は
二
〇
一
九
年
度
版
の
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
た
だ
し
山
川
出
版
社
の
『
詳
説
世
界
史
Ｂ
』
や
実
教
出
版
の
『
世

界
史
Ｂ
』、
東
京
書
籍
の
『
世
界
史
Ｂ
』
な
ど
一
部
の
教
科
書
で
は
、

参
政
権
が
ジ
ェ
ン
ト
リ
な
ど
富
裕
層
に
限
ら
れ
て
い
た
状
況
に
注
意

を
う
な
が
し
て
い
る
。

（
３
）
山
川
出
版
社
の
『
新
世
界
史
Ｂ
』
の
み
、
例
外
的
に
こ
の
点
を
強

調
し
て
い
る
。

（
４
）
な
お
ア
マ
ゾ
ン
の
ア
メ
リ
カ
で
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
は
一
九
九
五
年
、

グ
ー
グ
ル
は
一
九
九
八
年
と
、
さ
ら
に
先
行
し
て
い
る
。

（
５
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
浩
紀
『
一
般
意
思
２
・
０
―
ル
ソ
ー
、
フ
ロ

イ
ト
、
グ
ー
グ
ル
』（
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）
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