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は
じ
め
に

　

２
０
２
１
年
夏
、
小
山
田
圭
吾
氏
が
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
の
楽
曲
制
作
担

当
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
五
輪
開
催
へ
の
賛
否
を
別
と
し
て
言
え
ば
、
同

氏
の
国
際
的
な
活
躍
と
そ
の
音
楽
性
の
高
い
評
価
か
ら
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
妥
当
な
起
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
わ
ず
か
数
日
後
に
は
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
学
校
時
代
の
い
じ
め
を
め
ぐ
る
１
９

９
０
年
代
の
雑
誌
上
で
の
発
言
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
炎
上
」
し
、
そ
れ
が
内
外
の
有
力
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ

国
際
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
原
因
で
す
。
辞
任
表
明
直
後
の
『
報
道
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
』（
朝
日
テ
レ
ビ
）
で
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
い
じ
め
と
い
う
よ
り
は
、
も
う
犯
罪
に
近
い
」
と
ま

で
発
言
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
２
年
夏
、
そ
の
小
山
田
氏
は
、
騒
動
直
後
の
前
回
に
は
出
演
辞
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
フ
ジ
ロ

ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
そ
し
て
同
フ
ェ
ス
と
並
び
夏
の
２
大
フ
ェ
ス
と
称
さ
れ
る
サ
マ
ー
ソ
ニ
ッ
ク
の

前
夜
祭
ソ
ニ
ッ
ク
マ
ニ
ア
に
、
長
年
の
ソ
ロ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
「
コ
ー
ネ
リ
ア
ス
」
名
義
で
相
次
い

で
出
演
、
音
楽
フ
ァ
ン
の
あ
い
だ
に
復
活
を
印
象
付
け
ま
し
た
。
放
送
開
始
以
来
10
年
に
わ
た
り
楽
曲
を
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担
当
し
て
き
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｅ
テ
レ
の
人
気
番
組
『
デ
ザ
イ
ン
あ
』
こ
そ
今
な
お
休
止
状
態
に
あ
り
、
そ
の

創
意
に
満
ち
た
音
楽
と
映
像
に
触
れ
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
多
く
の
子
ど
も
た
ち
と
大
人
た
ち
を
悲
し
ま
せ

て
い
る
と
は
い
え
、
当
初
の
騒
動
の
大
き
さ
を
思
え
ば
、
同
氏
は
順
調
な
活
動
再
開
を
果
た
し
つ
つ
あ
る

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

比
較
的
短
い
自
粛
期
間
を
経
て
活
動
再
開
で
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
本
件
に
は
報
道
被
害
の
側
面
が

大
き
く
、
大
炎
上
に
見
合
う
だ
け
の
事
実
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
関
心
層
に
は
お
お

む
ね
周
知
さ
れ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

　

小
山
田
氏
自
身
は
、
２
０
２
１
年
９
月
に
誠
実
か
つ
勇
気
あ
る
「
い
じ
め
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
に
つ
い
て
の
お
詫わ

び
と
経
緯
説
明
」（
以
下
「
お
詫
び
と
経
緯
説
明
」）
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、

場
合
に
よ
っ
て
は
後
付
け
の
言
い
訳
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
こ
う
し
た
弁
明
を
孤
立
さ
せ
ず
、
正
当

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
に
貢
献
し
た
フ
ァ
ン
た
ち
の
奮
闘
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
炎
上
直
後
か
ら
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
し
て
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
推
し
進
め
た
、
女
性
を
中
心

と
す
る
フ
ァ
ン
た
ち
の
努
力
が
な
か
っ
た
ら
、
状
況
は
今
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
２
大
フ
ェ
ス
出
演
を
機
に
わ
た
し
が
公
表
し
た
ネ
ッ
ト
記
事
を
御

覧
く
だ
さ
い
（「
炎
上
騒
動
を
超
え
て
│
小
山
田
圭
吾
、
活
動
再
開
の
背
景
に
あ
っ
た
女
性
フ
ァ
ン
の
『
集
合
的
知
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性
』」
集
英
社
オ
ン
ラ
イ
ン
、
２
０
２
２
年
９
月
23
日
）。

　

と
は
い
え
、
本
人
と
フ
ァ
ン
に
よ
る
こ
う
し
た
情
報
修
正
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
に
し
て
も
、
２
０

２
１
年
夏
の
過
熱
し
た
報
道
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
国
民
規
模
で
広
ま
っ
た
誤
認
識
を
同
じ
規
模
で
正
す
こ

と
は
、
残
念
な
が
ら
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
本
書
は
第
一
に
、
出
版
に
よ
り
世
論
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
正

確
な
認
識
を
少
し
で
も
広
め
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
本
書
の
狙
い
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　

本
書
は
、
国
際
的
に
活
躍
し
そ
の
音
楽
性
を
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
小
山
田
圭
吾

氏
を
め
ぐ
り
２
０
２
１
年
夏
に
沸
き
起
こ
っ
た
騒
動
の
背
景
を
探
索
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち

が
生
き
る
社
会
の
数
々
の
難
事
を
浮
き
彫
り
に
す
る
試
み
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
本
を
、
幅
広
い
読
者
を

想
定
し
て
書
き
ま
し
た
。

　

小
山
田
氏
の
音
楽
と
人
に
関
心
を
抱
く
す
べ
て
の
人
び
と
に
届
け
た
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
下
で
促
進
さ
れ
る
誤
情
報
や
偽
情
報
の
大
規
模
な
拡
散
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│
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
よ
う
な
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
と
の
類
推
か
ら
「
イ
ン
フ
ォ
デ
ミ
ッ

ク
」
と
呼
ば
れ
る

│
を
憂
慮
す
る
人
び
と
に
、
そ
の
典
型
的
な
一
事
例
を
詳
細
に
提
供
す
る
の
も
目
的

の
ひ
と
つ
で
す
。

　

本
書
は
ま
た
、
１
９
９
０
年
代
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
文
化
を
新
た
な
視
点
か
ら
捉
え
な
お
す
取
り
組
み

の
成
果
で
も
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
男
性
中
心
の
音
楽
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
性
を
歴
史
的
に
振
り

返
る
こ
と
で
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
を
語
る
女
性
た
ち
の
声
を
復
権
さ
せ
る
一
助
と
な
れ
ば
と
い
う
思
い
は
、

小
山
田
氏
を
め
ぐ
る
騒
動
を
収
拾
す
る
た
め
に
発
揮
さ
れ
た
女
性
フ
ァ
ン
ダ
ム
の
力
強
さ
と
創
意
工
夫
を

前
に
し
て
、
執
筆
を
促
す
大
き
な
動
機
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
本
書
は
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
を
悩
ま
せ
る
こ
と
を
や
め
な
い
「
い
じ
め
」
と
い
う
難
問
に
対

す
る
建
設
的
な
問
題
提
起
と
し
て
書
か
れ
て
も
い
ま
す
。

　

小
山
田
氏
は
、
90
年
代
の
音
楽
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
発
言
の
一
部
を
誇
張
的
に
歪わ
い

曲き
よ
くさ
れ
た

の
ち
、
21
世
紀
に
な
っ
て
あ
る
ブ
ロ
グ
記
事
の
恣
意
的
な
引
用
の
犠
牲
に
な
る
に
及
ん
で
、
自
慰
と
食し
よ
く

糞ふ
ん

を
強
要
し
、
知
的
障
害
者
を
性
的
に
虐
待
し
て
楽
し
む
生
徒
だ
っ
た
と
い
う
、
す
べ
て
が
事
実
に
反
す

る
禍ま
が

々ま
が

し
い
人
物
像
を
広
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
こ
の
偽
情
報
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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し
か
し
悩
ま
し
い
の
は
、
報
じ
ら
れ
た
事
柄
の
事
実
性
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
な
お
、

今
回
の
大
騒
動
を
不
当
な
「
イ
ン
フ
ォ
デ
ミ
ッ
ク
」
と
し
て
問
題
視
す
る
よ
り
も
、
元
「
い
じ
め
っ
子
」

と
し
て
の
小
山
田
氏
の
責
任
を
問
う
こ
と
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
感
覚
が
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に
お

い
て
は
正
当
な
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

本
書
の
著
者
で
あ
る
わ
た
し
も
ま
た
、
社
会
の
一
員
と
し
て
、
こ
う
し
た
感
覚
は
理
解
で
き
な
く
も
あ

り
ま
せ
ん
。
教
育
社
会
学
者
の
伊
藤
茂
樹
氏
は
、
今
日
の
日
本
で
は
、
い
じ
め
自
殺
や
そ
う
し
た
帰
結
を

導
き
か
ね
な
い
い
じ
め
加
害
は
、
直
接
の
当
事
者
の
問
題
を
超
え
、
社
会
全
体
が
共
有
す
る
「
集
合
感

情
」（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
）
を
侵
害
す
る
行
為
の
典
型
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
ま
す
（『「
子
ど
も
の
自
殺
」

の
社
会
学
│
「
い
じ
め
自
殺
」
は
ど
う
語
ら
れ
て
き
た
の
か
』
青
土
社
、
２
０
１
４
年
、
第
１
章
）。
だ
か
ら
こ
そ

わ
た
し
た
ち
は
、
赤
の
他
人
の
い
じ
め
被
害
を
知
ら
さ
れ
て
も
、
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
憤
慨
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
す
。

　

問
題
は
、
侵
害
さ
れ
た
集
合
感
情
を
回
復
す
る
た
め
の
社
会
的
反
応
が
、
し
ば
し
ば
い
じ
め
と
相
似
的

な
、
不
当
な
非
難
と
攻
撃
に
道
を
開
い
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
小
山
田
氏
の
一
件
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
じ
め
や
そ
れ
に
類
す
る
事
象
を
憎
む
思
い
自
体
は
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た

思
い
に
促
さ
れ
た
世
論
の
沸
騰
は
、
必
ず
し
も
学
校
生
活
や
社
会
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
は
で
き
て
い
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な
い
。
こ
う
し
た
困
難
を
痛
感
し
て
い
る
人
び
と
に
近
年
の
教
育
社
会
学
の
知
見
の
一
端
を
紹
介
し
、
思

索
と
実
践
の
糧
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と
い
う
願
い
も
ま
た
、
本
書
を
出
版
す
る
大
き
な
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　

け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
出
発
点
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
、
コ
ー
ネ
リ
ア
ス
こ
と
小
山
田
圭
吾
氏
の
音
楽

と
人
を
め
ぐ
る
考
察
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

大
炎
上
の
年
の
秋
、
本
書
の
元
に
な
っ
た
原
稿
を
準
備
す
る
過
程
で
、
わ
た
し
を
大
い
に
励
ま
し
て
く

れ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
作
家
の
古こ

谷や

田た

奈
月
氏
は
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め

て
』
を
め
ぐ
る
あ
る
文
芸
誌
の
特
集
の
枠
内
で
、
小
山
田
氏
お
よ
び
小
林
賢
太
郎
氏

│
劣
ら
ず
問
題
含

み
の
告
発
を
受
け
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
閉
会
式
の
シ
ョ
ー
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

を
解
任
さ
れ
た

│
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
こ
で
プ
ル
ー
ス
ト
の
大
長
編
の
う
ち
に
、
良
く
も
悪
く
も

過
去
を
「
更
新
」
し
て
い
く
「
時
」
の
作
用
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
を
読
み
取
っ
た
古
谷
田
氏
は
、
そ

う
し
た
更
新
ま
た
は
「
恩
赦
」
の
の
ち
、
や
が
て
小
山
田
氏
と
小
林
氏
の
作
品
が
、
生
前
の
騒
動
と
は
ほ
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と
ん
ど
無
関
係
に
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
未
来
を
想お
も

い
描
い
て
い
ま
す
。

　

小
山
田
圭
吾
の
音
楽
や
小
林
賢
太
郎
の
芸
に
今
か
ら
何
十
年
も
あ
と
に
、
彼
ら
が
死
者
と
な
り
、

生
前
の
不
祥
事
な
ど
た
と
え
知
っ
て
も
生
々
し
く
も
な
く
、
さ
ほ
ど
興
味
も
持
て
ず
、
た
だ
作
品
だ

け
が
確
か
な
「
現
在
」
の
事
実
と
し
て
目
の
前
に
あ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
触
れ
る
人
が
き
っ
と
現

れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
れ
を
希
望
と
呼
ぶ
つ
も
り
は
な
い
。
絶
望
と
呼
ぶ
つ
も
り
も
な
い
よ
う
に
。
た
だ
作
品
を
完
全

に
殺
す
こ
と
は
、
社
会
的
に
で
あ
れ
生
物
学
的
に
で
あ
れ
、
人
を
殺
す
こ
と
よ
り
ず
っ
と
難
し
い
と

い
う
だ
け
の
こ
と
だ

│
果
て
し
な
い
「
時
」
の
な
か
で
は
。

 

（「
罪
の
よ
う
な
寛
容
さ
」、「
文
學
界
」
２
０
２
１
年
10
月
号
）

　

作
品
の
持
つ
力
へ
の
こ
う
し
た
信
念
を
、
本
書
の
著
者
で
あ
る
わ
た
し
は
古
谷
田
氏
と
共
有
し
て
い
ま

す
。
小
山
田
氏
が
騒
動
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
た
な
創
作
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
場
合
で
さ

え
、
彼
が
残
し
た
音
楽
は
、
お
そ
ら
く
22
世
紀
に
な
っ
て
も
、
惑
星
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
は
地
球

の
外
に
お
い
て
も
、
新
た
な
耳
を
喜
ば
せ
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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し
か
し
本
書
は
、
作
品
の
未
来
を
め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な
信
念
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
現
在
と
近
い
将

来
に
お
け
る
小
山
田
圭
吾
と
い
う
人
間
の
尊
厳
の
回
復
を
祈
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
に

は
、
作
品
の
た
め
を
思
っ
て
の
こ
と
で
す
。
ま
だ
50
代
前
半
の
小
山
田
氏
は
、
こ
れ
ま
で
構
築
し
て
き
た

す
で
に
比
類
な
い
音
楽
世
界
を
さ
ら
に
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
け
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
社

会
的
生
命
の
回
復
が
必
須
の
条
件
と
な
る
の
で
す
か
ら
。

　

け
れ
ど
も
ま
た
、
と
い
う
よ
り
も
い
っ
そ
う
、
わ
た
し
が
気
に
か
け
て
い
る
の
は
人
間
の
こ
と
で
す
。

ま
ず
は
、『
デ
ザ
イ
ン
あ
』
の
仕
事
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
取
り
立
て
て
音
楽
に
通
じ
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
子
ど
も
た
ち
と
大
人
た
ち
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
日
常
に
心
地
よ
い
驚
き
を
も
た
ら
す
仕

事
に
喜
び
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
小
山
田
圭
吾
と
い
う
人
間
が
、
不
当
な
評
価
か
ら
解
放
さ
れ
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

小
山
田
氏
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
単
に
彼
個
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
不
安
定
さ
と
曖
昧
さ

を
抱
え
た
複
雑
な
存
在
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
不
当
だ
っ
た
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
事
情
の
複
雑
さ
を
跡
づ
け
る
本
書
の
試
み
は
、
単
純
化
の
暴
力
か
ら
人
間
一
般

を
救
う
努
力
の
一
環
を
な
し
て
い
ま
す
。

　

大
部
分
に
お
い
て
小
山
田
氏
の
学
校
時
代
以
降
の
現
代
日
本
に
密
着
し
た
考
察
を
行
っ
て
い
な
が
ら
、
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本
書
が
視
点
の
複
数
性
と
意
見
の
多
様
性
の
圧
殺
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
リ
ュ
ッ
ク
・
ボ
ル
タ

ン
ス
キ
ー
と
ド
イ
ツ
出
身
の
哲
学
者
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
始
ま
り
、
第
二

次
大
戦
終
戦
直
後
に
獄
死
し
た
哲
学
者
、
三
木
清
の
有
名
な
著
作
『
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
人
間
の
研
究
』

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
の
複
雑
さ
を
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
本
書
を
根
底
で
支
え
る
確
信
の
一
般
的
性
格
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

実
は
こ
の
点
で
も
、
先
述
の
古
谷
田
奈
月
氏
の
仕
事
が
著
者
を
励
ま
し
て
く
れ
ま
し
た
。
同
氏
の
最
新

長
編
『
フ
ィ
ー
ル
ダ
ー
』（
集
英
社
、
２
０
２
２
年
）
は
真
の
傑
作
で
す
が
、
そ
こ
で
主
人
公
の
編
集
者
・

橘
泰
介
は
、
担
当
す
る
児
童
福
祉
専
門
家
・
黒
岩
文
子
が
小
児
性
愛
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
（
そ
し
て
問
題

含
み
の
行
動
が
あ
っ
た
の
は
事
実
ら
し
い
）、
同
期
の
週
刊
誌
記
者
に
狙
わ
れ
て
い
る
の
を
な
ん
と
か
し
よ
う

と
し
て
、「
一
年
と
三
十
万
字
く
れ
」
と
叫
び
ま
す
（
第
四
章
）。「
一
年
と
三
十
万
字
だ
よ
。
百
瀬
さ
ん
。

そ
れ
よ
り
削
れ
ば
人
が
死
ぬ
」「
紙
幅
な
ん
だ
。
す
べ
て
は
紙
幅
だ
。
言
葉
が
全
然
足
り
な
い
ん
だ
よ
。

複
雑
な
こ
と
を
複
雑
な
ま
ま
伝
え
な
い
か
ら
自
殺
や
差
別
が
な
く
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
本
当
は
、
単
純

さ
に
耐
え
ら
れ
る
生
き
物
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」

　

本
書
の
元
に
な
っ
た
原
稿
は
、
当
初
は
大
炎
上
の
直
後
の
２
０
２
１
年
７
月
後
半
、
数
千
字
か
ら
せ
い

ぜ
い
一
万
字
程
度
の
単
発
の
ウ
ェ
ブ
記
事
と
し
て
依
頼
を
受
け
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
点
で
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イ
ン
フ
ォ
デ
ミ
ッ
ク
の
側
面
は
明
ら
か
で
し
た
か
ら
、
わ
た
し
と
し
て
も
早
急
に
記
事
を
公
開
し
て
世
論

に
訴
え
た
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
本
件
の
背
景
を
理
解
し
読
者
に
向
け
て
説
明
す
る
た
め
に

は
よ
り
多
く
の
調
査
と
文
字
数
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
や
が
て
明
ら
か
に
な
り
、
結
局
は
年
末
に
、
10
万

字
を
超
え
る
原
稿
と
し
て
よ
う
や
く
公
開
開
始
に
こ
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
生
来
の
要
領
の

悪
さ
を
棚
に
上
げ
て
振
り
返
る
な
ら
、
著
者
で
あ
る
わ
た
し
を
駆
り
立
て
て
い
た
の
は
こ
の
橘
と
同
じ
、

複
雑
な
こ
と
を
不
当
に
単
純
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　

本
書
は
、
岩
波
書
店
が
ウ
ェ
ブ
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「note

」
で
展
開
す
る
メ
デ
ィ
ア
「
コ
ロ
ナ

の
時
代
の
想
像
力
」
に
５
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
論
考
、「
長
い
呪
い
の
あ
と
で
小
山
田
圭
吾
と
出
会

い
な
お
す
」
に
基
づ
く
著
作
で
す
（
第
１
・
２
回
：
２
０
２
１
年
12
月
28
日
、
第
３
回
：
２
０
２
２
年
１
月
14
日
、

第
４
回
：
同
２
月
18
日
、
第
５
回
：
同
２
月
24
日
）。

　

第
１
章
第
１
節
に
は
、
元
と
な
っ
たnote

版
第
１
回
の
発
表
時
の
緊
迫
し
た
雰
囲
気
が
色
濃
く
感
じ

ら
れ
ま
す
。
当
時
の
空
気
感
を
記
録
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
活
動
再
開
が
な
さ
れ
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た
現
在
の
観
点
か
ら
論
調
を
修
正
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
ま
し
た
（
情
報
更
新
の
必
要
な
と
こ
ろ
は〔　

〕内

で
補
足
し
て
い
ま
す
）。
ま
た
、
本
文
中
、
敬
称
は
す
べ
て
省
略
し
て
い
ま
す
。


