
巴
C
同
居
の
∞

cn同C
F
C
のJ
『

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
?

ー
ー
橋
本
和
幸

世
紀
の
転
回
期
に
は
、
「
時
代
の
終
鷲
に
当
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
人

物
」
の
再
生
へ
の
期
待
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
常
に
詞

2
8

4
司

E
C
の
課
題
が
、
生
の
問
題
と
し
て
、
私
た
ち
に
重
く
の
し
か
か
っ

て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
現
在
、
生
の
意
味
へ
の
関
心
は
、
そ
の
寸
無
意

味
さ
」
を
前
提
に
し
て
、
モ
デ
ル
ネ
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
ペ
シ
ミ

ズ
ム
の
聞
を
揺
れ
動
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、
娠
り
子
は
、

後
者
に
傾
き
が
ち
で
。

思
潮
は
、
再
び
過
去
を
現
在
の
照
射
の
も
と
に
置
く
。
そ
う
し
た
点

で
、
今
日
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ば
や
り
に
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
こ
と
も
な
い

の
か
も
知
れ
な
い
。
ウ
ェ

l
パ
l
・
ル
ネ
ヴ
サ
ン
ス
、
テ
ン
ニ
エ
ス
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
「
ま
ち

づ
く
り
」
の
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
も
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
な
る

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
ウ
ェ

l
パ
l
、

テ
ン
ニ
エ
ス
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
ら
に
付
さ
れ
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
こ
れ

ら
社
会
科
学
上
の
達
人
た
ち
が
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

O
世
紀
前
半

の
近
代
の
成
熟
期
(
?
)
に
、
近
代
の
、
そ
し
て
近
代
化
の
意
味
を
問

う
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
ア
カ
デ
ミ
ア
プ
ラ
ト
ニ
カ
が
、
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
ら
古

代
の
哲
人
た
ち
に
関
す
る
饗
宴
の
場
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

1
マ
時

代
の
古
典
の
精
神
に
み
る
自
立
性
の
発
見
の
場
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に

一
五
世
紀
の
終
り
が
、
「
世
界
の
終
り
」
、
「
最
後
の
審
判
の
日
」
の
到

来
、
不
安
と
恐
怖
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
私
た
ち
は
よ
く
知
っ
て

い
る
。
高
階
秀
爾
の
い
う
「
光
と
闇
」
は
、
一
方
で
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
、

他
方
で
サ
テ
イ
ル
ヌ
ス
を
重
視
し
た
「
ア
カ
デ
ミ
ァ
し
の
雰
囲
気
で
あ

る
が
、
二
1
l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
浪
費
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
蓄
積

し
、
資
本
化
す
る
可
能
性
が
欠
け
て
お
り
、
憐
惇
が
き
び
す
を
接
し
て

お
こ
る
・
:
そ
の
よ
う
な
運
動
の
反
対
者
た
ち
す
ら
力
を
無
意
味
に
蕩

尽
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
も
ま
た
た
だ
ち
に
樵
悼
し
、

使
い
は
た
さ
れ
、
荒
廃
す
る
」
時
代
、
そ
れ
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
な
の
で

あ
る
。私

は
、
今
年
度
(
一
九
九
二
年
度
)
、
学
部
生
と
シ
ュ
ル
タ

l

(わ

R
a
g
ω
n
E
U広
三
と
ク
ラ
ウ
セ
ン

(FR印
(UEg巾
口
)
の
編
集
に

な
る
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
?
』
(
勾
ミ
ミ
a
S時門司

令
『
C
ミ
き
ま
町
宮
、

u
-
5
8
)
を
読
み
、
大
学
院
生
と
は
ホ
ワ
イ
ト

(ω
同

3
F
B
民
当
E
R
)
の
『
政
治
理
論
と
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』

屯
ミ
主
S
~
吋
暑
さ
ミ
由
豆
、
司
字
選
色
色
町
選
判
的
戸
E
C
H
)

を
批
判
的
に
検

討
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
今
日
流
布
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
、
熱
狂
と
不
信
の
渦
中
に
あ
る
、
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、

DOING SOCIOLOGY 127 



前
者
は
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
ド
グ
マ
か
ら
解
き
放
さ
れ
た
多
様
な
イ
ン
プ
リ

ケ

l
シ
ョ
ン
に
由
来
し
、
後
者
は
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
思
考
様
式
が
、

時
と
し
て
、
モ
ダ
ン
故
に
生
じ
て
く
る
諸
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
を
拒

否
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
彼
ら
に
肯

定
的
に
関
与
す
る
気
持
は
毛
頭
も
っ
て
い
な
い
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ

ス
ト
た
ち
が
攻
撃
の
標
的
と
す
る
モ
ダ
ニ
テ
ィ
(
モ
デ
ル
ネ
)
と
は
一

体
何
な
の
か
を
問
う
時
、
そ
の
指
向
性
は
、
一
九
1

二
O
世
紀
の
転
同

期
お
よ
び
ワ
イ
マ

l
ル
の
時
代
の
社
会
学
(
者
)
の
一
般
的
傾
向
の
検

討
と
重
複
す
る
面
を
多
く
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

西
欧
近
代
の
初
期
に
お
い
て
は
、
自
律
的
意
志
と
精
神
を
も
っ
た
主

体
の
登
場
、
さ
ら
に
は
「
諸
物
を
合
理
的
に
説
明
せ
よ
」
と
の
命
令
を

指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
近
代
の
理
性
指
向
は
人
聞
の
様

々
な
意
欲
の
増
進
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
に
な
る

と
、
確
か
に
理
性
と
意
欲
の
布
置
は
、
産
業
資
本
主
義
の
出
現
と
成
功

に
と
っ
て
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
た
が
、
他
面
で
は
、
資
本
主
義
は
諸

物
を
産
出
す
る
新
た
な
様
式
と
し
て
把
掘
し
う
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
一
切
の
伝
統
を
侵
食
す
る
合
理
化
の
論
理
が
、
社
会
的
、
文
化

的
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
挑
戦
す
る
も
の
と
し
て
、
受
け
と
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

西
欧
近
代
の
特
質
を
、
政
治
的
側
面
に
限
定
し
て
「
資
本
主
義
と
自

由
主
義
国
家
」
に
み
る
こ
と
は
、
一
般
に
さ
し
っ
か
え
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
を
主
張
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ

の
西
欧
近
代
に
何
が
、
ど
の
程
度
出
現
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
要
請
は
、
近
代
の
社
会
的
・
認
知
的
諸
構
造
が
も
は

や
新
た
な
歴
史
的
時
代
に
突
入
し
た
と
言
い
う
る
ほ
ど
に
変
化
し
て
き

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
私
た
ち
に
周
知
の
社
会
的
・
認
知
的
諸
構
造
に
お
い
て

は
容
易
に
把
握
し
え
な
い
よ
う
な
諸
現
象
の
出
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
近

代
が
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
ホ
ワ
イ
ト
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
傾
向
を
以
下
の
四
点
で
整
理

す
る
。
一
つ
は
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
対
す
る
不
信
の
念
の
増
大
、
二
つ

は
社
会
的
統
合
に
か
か
わ
る
合
理
化
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
新
た
な
意

識
の
出
現
、
第
三
に
新
た
な
情
報
技
術
の
発
達
、
最
後
は
新
た
な
社
会

運
動
の
登
場
。
若
干
補
足
し
て
お
け
ば
、
第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
こ

れ
は
リ
オ
タ
l
ル
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
世

界
に
お
い
て
科
学
的
技
術
的
な
試
み
や
政
治
的
試
み
を
遂
行
す
る
に

際
し
て
、
究
極
の
、
な
ん
ら
問
題
視
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
正
当
性
の
源

泉
に
対
し
て
、
不
信
の
念
が
増
大
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
具

体
的
に
は
、
ご
う
し
た
不
信
の
念
は
、
「
ム

1
ド
」
と
し
て
、
あ
る
い

は
「
精
神
状
態
」
(
反
抗
的
な
精
神
状
態
)
と
し
て
、
近
代
の
倫
理
的

政
治
的
省
察
に
対
す
る
挑
戦
と
な
る
。

第
二
に
つ
い
て
は
、
西
欧
の
近
代
化
や
合
理
化
の
コ
ス
ト
が
新
た
に

ま
す
ま
す
問
わ
れ
始
め
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
フ
ー

コ
!
の
「
ノ
l
マ
一
ブ
イ
ゼ
!
シ
ョ
ン
ヘ
ハ
パ

l
マ
ス
の
「
生
活
世
界

の
植
民
地
化
」
、
リ
オ
タ
1
ル
の
「
パ

l
フ
ォ

l
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」

の
指
摘
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
「
福
祉
国
家
」
(
近
代
国
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家
の
福
祉
活
動
の
増
大
)
へ
の
多
様
な
批
判
(
コ

1
ポ
一
フ
テ
イ
ズ
ム
、

新
保
守
主
義
等
)
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
第
三
の
場
合
に
は
、

か
か
る
情
報
技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
個
々
人
に
多
様
な
試

み
を
遊
行
す
る
能
力
を
与
え
た
し
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
段
階
で
は
モ

ダ
ン
段
階
よ
り
も
も
っ
と
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も

流
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
情
報
技
術
の
発
展
は
ビ
ッ
グ
ブ

ラ
ザ
ー
ズ
の
手
段
に
も
な
り
う
る
こ
と
、
ま
た
コ

l
ポ
レ
イ
ト
資
本
主

義
の
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
な
り
う
る
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
ぜ
よ
、
情
報
革
命
は
、
権

力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
さ
ら
に
は
自
由
や
正
義
に
関
す
る
諸
問
題
を
考

察
す
る
際
に
、
複
雑
な
課
題
を
新
た
に
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
に
つ
い
て
は
、
西
欧
産
業
社
会
に
お
い
て
、
新
た
な
価
値
や
新

た
な
社
会
運
動
が
登
場
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
反
(
非
)
核
運
動
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
、
民
族
運
動
、

ホ
モ
・
セ
ク
シ
ャ
ル
や
カ
ウ
ン
タ
ー
-
カ
ル
チ
ャ
ー
の
集
団
と
い
っ
た

も
の
が
新
た
な
位
置
を
占
め
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
伝
統

的
な
メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
対
す
る
不
信
の
念
の
増
大
と
い
う
こ
と
以
上

に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
将
来
に
む
か
つ
て
活
躍
す
べ
き
よ
り
よ
い
チ
ャ

ン
ス
を
獲
得
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
新
た
な
方
向
性
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
が
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
問
題
性
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
、
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
が
「
伝

統
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
重
要
性
(
意
義
)
を
失
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
な
く
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
伝
統

的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
の
関
連
性
を
問
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

述
べ
る
時
、
私
た
ち
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
問
題
性
で
は
な
く
、
モ

ダ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
省
察
を
一
一
層
す
す
め
る
と
い
う
作
業

に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

尚
、
ホ
ワ
イ
ト
は
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
筆
を
す
す
め

る
に
当
っ
て
、
フ
i
コ
!
と
デ
リ
ダ
ら
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
な
い
し
脱

構
築
主
義
の
検
討
か
ら
始
め
て
い
る
が
、
フ
1
コ
l
、
デ
リ
ダ
に
関
し

て
は
、
ハ
パ

l
マ
ス
は
、
ア
ン
チ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
に
位
置
づ
け

て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
の
モ
デ
ル
ネ
に
批
判
的
(
啓
蒙
的
)
に
と
ど
ま
る
ハ
パ

l
マ
ス
は
、

「
近
代
世
界
か
ら
も
飛
び
た
し
て
し
し
ま
う
こ
れ
ら
の
人
物
に
対
し
て

は
、
ニ

l
チ
ェ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
厳

し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。

一
九
八
七
年
の
第
三
回
テ
ン
ニ
エ
ス
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
公
刊
一

O
O年
を
祝
し
て
、
キ
ー

ル
で
聞
か
れ
た
。
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
?
』
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
諸
報
告
に
新
た
に
数
本
の
論
文
を
加
え
て
編
集
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
そ
し
て
ワ
イ
マ

l
ル
の
時
代
の

政
治
的
・
文
化
的
背
景
の
な
か
で
、
同
時
代
人
(
特
に
ウ
ェ

l
パ
1
)

の
知
的
活
動
と
ダ
ブ
ら
せ
て
テ
ン
ニ
エ
ス
お
よ
び
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

概
念
を
考
え
て
み
る
時
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
多
い
論
文
集
で
あ
る
。
そ

DOING SOCIOLOGY 129 



し
て
、
こ
の
点
は
、
無
限
背
進
(
有
限
前
進
で
は
な
い
!
)
の
永
遠
回

帰
で
も
な
く
、
ま
た
こ
の
わ
れ
わ
れ
な
る
世
界
か
ら
未
来
へ
向
っ
て
飛

び
だ
す
こ
と
で
も
な
く
、
こ
の
近
代
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と

を
義
と
す
る
な
ら
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
宵
く
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

は
新
し
い
、
と
は
違
っ
た
地
平
で
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
内
に
あ
る
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
(
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
か
ら
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
批
判
)
に
注
目
す
る
の
も
、
今
日
お
お
い
に
意
義
の
あ
る
と
こ
ろ
と

考
え
ら
れ
る
。

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
両
概
念
に
つ
い
て
は
、

社
会
学
の
立
場
か
ら
は
テ
ン
ニ
エ
ス
に
よ
る
意
味
づ
け
が
つ
と
に
有
名

で
あ
る
が
、
こ
の
両
概
念
は
か
つ
て
は
同
義
語
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た

が
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
な
か
で
そ
れ
以
降
多
様
に
用
い
ら
れ
て
き
て
お

り
、
特
に
テ
ン
ニ
エ
ス
の
二
分
法
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
歴
史

哲
学
的
、
文
化
批
判
的
に
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
る
。
さ

ら
に
、
一
八
四

O
年
以
降
の
ド
イ
ツ
の
社
会
運
動
は
、
マ
ル
ク
ス
を
通

じ
て
テ
ン
ニ
エ
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
こ
の

間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
概
念
と
の
異
同
を
も
含
め

て
、
詳
細
な
言
及
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
任
で
は
な
い
の

で
触
れ
な
い
。
)
シ
ュ
ル
タ
!
と
ク
ラ
ウ
セ
ン
は
、
「
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、

当
時
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
、
か
か
る
問
題

の
源
泉
を
正
確
か
つ
包
括
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
だ
。
そ
の

際
ロ

l
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
批
判
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
な
が
ら
も
、
バ
ッ

ハ
オ
l
フ
ェ
ン
、
モ
ル
ガ
ン
、
ギ

i
ル
ケ
と
い
っ
た
人
た
ち
の
『
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
の
歴
史
的
把
握
を
、
『
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
の
現
実

的
再
生
産
や
生
産
と
い
う
マ
ル
ク
ス
的
研
究
に
関
連
，
つ
け
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
「
初
期
ロ
マ
ン
主
義
(
原
文
ゴ
チ
)

が
政
治
的
に
明
確
化
し
、
力
強
く
時
に
は
不
安
を
か
も
し
だ
す
も
の
と

考
え
た
真
正
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
の
聞
は
、
そ
の
ま
ま
の
形

で
今
日
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
友
愛

(
回
畠
骨
込
山
岳
宮
山
同
)
と
い
っ
た
人
聞
社
会
に
基
本
的
な
問
題
は
、
歴
史

的
に
は
相
当
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
今
日
啓
蒙
化

さ
れ
た
社
会
(
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
)
と
か
そ
の
計
算
合
理
的
意
志
形
態

と
か
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
思
潮
と
、
イ
ロ
!
ニ
ッ
シ
ュ
に
で
は
あ
る

が
、
同
じ
流
れ
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
か
か
る
問
題
は
、

ま
さ
に
時
代
の
デ
ル
タ
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
・
モ
デ
ル
ネ
の

な
か
で
、
い
ま
尚
相
変
ら
ず
設
定
さ
れ
る
、
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
ポ
ス
ト
・
モ
デ
ル
ネ
は
、
実
の
と
こ
ろ
一
切
の
モ
デ
ル
ネ
を
規
定

し
つ
づ
け
て
き
て
い
る
、
憧
れ
と
冷
静
さ
と
い
う
二
つ
の
態
度
の
デ
ィ

レ
ン
マ
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ

て
い
る
。

若
干
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
主
張
が
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
両
概
念
の
歴
史
的
整
理
の
必
要
性
、
な
ら

び
に
モ
ダ
ン
に
つ
づ
く
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
(
実
は
モ
ダ
ン
の
な
か
の
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
)
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
点
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
検
討
は
緊
急

を
要
す
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
い
ま
ひ
と
つ
、
テ
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ン
一
一
ヱ
ス
の
時
代
(
ワ
イ
マ

l
ル
の
時
代
と
す
る
な
ら
、
テ
ン
二
エ
ス

の
問
題
は
ウ
ェ

l
パ
l
、
ジ
ン
メ
ル
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
)
に
、
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
が
、
彼
の
主
張
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
九
二
九
年
十
二
月
十
六
日
付
の
テ
ン
ニ
エ
ス
の
フ
ィ
ア
カ
ン
ト
へ

の
手
紙
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
私
は
、
こ
の
五

0
年

間
以
上
に
わ
た
っ
て
ひ
ど
く
孤
独
の
道
を
歩
い
て
き
た
し
、
ま
た
終
り

に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
道
を
歩
い
て
い
く
こ
と
で
満
足
す
る
し

か
な
い
l

と
。
当
時
七
十
四
才
の
彼
は
、
な
ぜ
「
ひ
ど
く
孤
独
L

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
年
後
の
一
九
一
二

O
年
、
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、
ネ
ル

ソ
ン
(
戸

g
E
E
Z己
的
。
ロ
)
の
回
想
録
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
古
代
に
も
ま
し
て
〔
今
日
〕
、
知
識
と
科
学
的
思
考
が
信
仰
の
不

十
分
さ
や
妄
想
に
替
っ
て
力
強
く
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
神
ん
で
や
超
自

然
的
諸
力
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
物
語
や
詩

的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
王
国
の
な
か
で
美
的
価
値
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く

る
。
だ
が
し
か
し
、
未
曽
有
の
戦
争
期
に
そ
の
国
が
あ
る
混
乱
状
態
の

な
か
に
い
る
人
々
が
、
あ
た
か
も
科
学
的
で
、
し
か
も
批
判
と
補
完
と

し
て
の
学
聞
を
通
し
て
可
能
と
な
る
哲
学
的
思
考
を
破
壊
し
、
ま
た
そ

れ
に
取
っ
て
代
り
う
る
か
の
如
く
に
古
き
理
念
世
界
を
救
い
だ
し
、
再

び
構
築
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
過
去
二
世
代
以
上
に
大
胆
に
も
意
気

揚
々
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
、
将
来
き
っ
と
来
る
だ
ろ
う
:
・
L

。
こ
こ
に

は
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
に
お
い
て
、
一
見
真
正
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
忠

実
で
あ
る
か
の
如
く
、
し
か
し
そ
の
実
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
を

青
年
運
動
に
都
合
よ
く
曲
解
し
て
誤
用
し
て
い
る
こ
と
へ
の
、
一
ア
ン
ニ

エ
ス
の
歎
き
が
聞
こ
え
て
く
る
。
相
反
す
る
-
一
つ
の
規
準
概
念
の
不
当

使
用
は
、
や
が
て
、
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
派
に
よ
る
誤
用
を
通
じ
て
、
ナ
チ
ス

の
民
族
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ュ
ル
タ
!
と
ク
ラ
ウ
セ
ン
は
、
こ
ご
に
テ
ン
二
エ
ス
の
悲
劇
的
運

命
を
み
る
。
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、
カ
イ
ゼ
ル
の
治
下
だ
け
で
な
く
、
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
の
も
と
で
も
、
自
己
の
生
の
最
後
ま
で
毅
然
と
し
て
い
た
。

彼
は
、
時
代
の
思
潮
に
生
を
賭
し
て
耐
え
続
け
た
。
こ
の
悲
劇
的
運
命

は
、
テ
ン
ニ
エ
ス
個
人
と
い
う
以
上
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
に

因
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
擬
似
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
表
面
上
の
静

寂
さ
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
だ
け
内
容

(
実
体
)
を
求
め
る
要
求
は
強
く
、
そ
の
た
め
に
独
特
な
教
育
形
態
と

通
過
儀
礼
を
遂
行
す
る
こ
と
で
、
一
層
非
合
理
な
装
い
を
ま
と
フ
た
学

説
へ
の
水
路
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
擬
似
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
は
、
自
律
的
な
理
性
か
ら
誕
生
し
た
も
の
の
、
非
合
理
性
を

一
一
層
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
非
合
理
な
る
も
の
は
モ
デ
ル

ネ
の
曲
解
で
あ
り
、
凡
そ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
精
神
な
ど
で
は
あ
り

え
な
い
。

世
紀
の
転
同
期
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
は
、
政
治
的
社
会

学
的
に
ド
イ
ツ
で
は
特
殊
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ピ
ッ
ケ
ル

R
R
E
-
-
5
∞
一
岳
巳
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
、
モ
デ
ル
ネ
か
ら
の

現
実
逃
避
主
義
の
兆
候
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
テ
ン
ニ
エ
ス
は
、
彼
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の
概
念
の
批
判
的
・
理
性
的
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
ワ
イ
マ

1
ル
期
の
口

マ
ン
主
義
化
さ
れ
た
、
ネ
オ
保
守
主
義
的
潮
流
に
最
後
ま
で
抗
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
ピ
ッ
ケ
ル
は
、
こ
こ
に
社
会
的
ペ

シ
ミ
ズ
ム

a
O
N
E
-匂
2
色
目
広

5
5
)
を
み
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
こ
の

時
期
の
経
験
的
個
別
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
展
開
は
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム

の
問
題
と
確
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
時
期
、
「
経
験

へ
の
指
向
は
、
歴
史
の
総
体
性
の
意
味
を
問
う
歴
史
哲
学
的
信
奉
を
断

念
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
ピ
ッ
ケ
ル
は
、
自
由
主
義
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
の
丘
場
を
ヘ
プ
デ
ィ
ン
グ
に
み
、
そ
こ
で
は
モ
デ
ル
ネ
は
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
過
程
と
な
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
テ

ン
ニ
エ
ス
は
、
モ
デ
ル
ネ
を
あ
え
て
危
険
を
冒
す
こ
と
と
な
る
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
極
端
な
一
回
き
り
の
実
験
と
考
え
て
い
た
、
と
言
う
。

。

七
0
年
代
の
こ

l
チ
ェ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
含
め
て
、
ウ
ェ

l
パ
ー

や
テ
ン
ニ
エ
ス
ら
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
言
及
す
る
の
は
、
モ
デ
ル
ネ
へ

の
懐
疑
、
自
由
主
義
的
価
値
体
系
の
危
機
下
に
お
け
る
偉
大
な
個
人
の

「
耐
え
る
意
志
し
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ウ
ェ

l
パ
ー

も
ま
た
、
英
雄
的
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九
世
紀

の
暗
欝
と
樵
体
の
時
代
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
至
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
み
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
に
似
て
い
る
、
と
言
っ
た
の
は
こ

l
チ
ェ
で
あ

ヲ
匂
。

で
は
、
一
一
十
一
世
紀
へ
の
転
同
期
、
ル
ネ
ヅ
サ
ン
ス
の
声
高
な
主
張

は
、
い
ま
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
何
を
問
い
か
け
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
闇
か
ら
一
光
へ
。
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