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山
猫
た
ち
の
経
営
戦
略

Ⅰ
宮
澤
賢
治
　
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
論

友
田
　
義
行

一

　

は

じ

め

に

本
稿
の
目
的
は
、
宮
澤
賢
治
　
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
に
登
場

す
る
山
猫
た
ち
の
戦
略
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
の
初
出
は
、
l
九
二
四
（
大
正
一
三
）

牛
l
二
月
に
自
費
出
版
さ
れ
た
生
前
唯
t
　
の
童
話
集
『
イ
ー
ハ
ト

ヴ
童
話
　
注
文
の
多
い
料
理
店
』
（
杜
陵
出
版
部
刊
・
販
売
元
は
東

京
光
原
社
）
　
で
あ
る
。
同
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
掴
筆
は
t
九
二

一
（
大
正
一
〇
）
　
年
l
一
月
一
〇
日
で
あ
り
、
賢
治
が
東
京
で
七

ケ
月
間
の
都
会
生
活
を
過
ご
し
て
帰
郷
し
た
直
後
に
書
か
れ
た
こ

と
に
な
る
。

こ
の
作
品
は
東
京
書
籍
・
学
校
図
書
・
大
阪
書
籍
を
は
じ
め
と

し
た
小
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
賢
治
作

品
の
な
か
で
も
高
い
知
名
度
を
誇
っ
て
い
る
。
府
川
渡
二
郎
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
「
読
み
手
が
い
や
お
う
な
く
引
き
込
ま
れ
て
し
ま

う
こ
と
、
そ
こ
に
作
品
の
教
材
と
し
て
の
も
っ
と
も
大
き
な
価
値

が
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
魅
力
は
初
読
の
段
階
で
強
く
輝
く
」
と

い
う
受
け
止
め
方
は
、
教
材
と
い
う
枠
組
み
を
外
し
て
も
成
立
す

る
。
だ
が
一
方
で
、
こ
の
作
品
に
は
初
読
の
段
階
で
は
見
落
と
し

が
ち
な
伏
線
が
張
ら
れ
て
お
り
、
読
了
し
た
あ
と
で
振
り
返
っ
た

り
、
再
読
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
た
な
発
見
が
も
た
ら

さ
れ
る
点
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
二
人
の
若
い
紳
士
た
ち
が
迷
い
込
ん
だ
山
に
は
、

「
鳥
も
獣
も
l
疋
も
居
や
が
ら
ん
」
（
二
八
）
こ
と
が
冒
頭
か
ら
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
小

説
を
最
後
ま
で
読
め
ば
、
恐
ら
く
は
繹
猛
な
山
猫
た
ち
が
ほ
か
の

鳥
獣
を
捕
食
し
尽
し
て
し
ま
っ
た
か
、
ま
た
は
こ
の
一
帯
が
山
猫

の
独
占
的
縄
張
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
あ
る
い
は
、

北
野
昭
彦
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
天
変
地
異
の
予
兆
」
か
「
何
者
か

に
よ
っ
て
魔
法
　
（
幻
術
・
妖
術
）
　
を
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
」
　
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
．

再
読
し
て
新
た
に
生
じ
る
素
朴
な
疑
問
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

な
ぜ
山
猫
は
紳
士
た
ち
を
不
意
打
ち
し
て
さ
っ
さ
と
食
べ
て
し
ま

わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
不
思
議
な
カ
で
料
理
店
を
幻
視
さ
せ
、

い
く
つ
も
の
　
「
注
文
」
を
提
示
し
て
ま
で
彼
ら
を
お
び
き
寄
せ
た

も
の
の
、
結
果
的
に
山
猫
は
獲
物
を
捕
り
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

ん
な
回
り
く
ど
い
こ
と
を
し
な
く
と
も
、
彼
ら
の
爪
と
牙
を
も
っ



て
す
れ
ば
、
紳
士
た
ち
を
急
襲
し
て
引
き
裂
く
こ
と
な
ど
容
易
で

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
紳
士
が
装
備
し
て
い
た
鉄
砲
に

求
め
ら
れ
そ
う
だ
。
鉄
砲
に
よ
る
反
撃
を
響
成
し
た
山
猫
は
、
紳

士
の
武
装
解
除
を
画
策
し
た
の
だ
。
武
器
を
持
ち
込
む
こ
と
が
無

粋
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
上
等
な
料
理
店
に
誘
い
込
む
こ
と
で
、

山
猫
は
紳
士
が
自
主
的
に
丸
腰
と
な
る
環
境
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

紳
士
が
連
れ
た
　
「
白
熊
の
や
う
な
犬
」
　
を
駆
逐
し
き
れ
な
か
っ
た

の
は
誤
算
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
凶
器
を
安
全
に
取
り
除
く
こ
と
に

は
成
功
し
て
い
た
。
自
ら
の
安
全
を
確
保
し
た
上
で
、
彼
ら
は
獲

物
を
よ
り
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
調
理
に
か
か
っ
た
の
だ
。
こ

の
点
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
ず
い
ぶ
ん
と
計
略
に
長
け

た
獣
の
よ
う
だ
。

本
論
に
入
る
前
に
、
松
元
季
久
代
に
よ
る
整
理
を
参
考
に
、
先

行
研
究
に
対
す
る
本
稿
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
松
元
は

作
品
の
研
究
史
を
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

紳
士
と
山
猫
と
い
う
寓
意
的
表
象
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
研

究
史
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

ず
、
作
者
自
身
の
中
に
近
代
都
市
文
化
に
対
抗
す
る
郷
土
ユ

ー
ト
ピ
ア
的
な
自
然
観
を
見
る
立
場
か
ら
、
こ
の
作
品
を
西

洋
近
代
文
明
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
書
と
し
、
英
国
か
ぶ

れ
の
紳
士
を
　
「
都
会
」
　
の
側
に
、
山
猫
を
　
「
自
然
」
　
の
側
に

置
い
て
読
む
見
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
最

初
に
異
論
を
提
出
し
た
松
田
久
子
は
、
人
間
を
だ
ま
す
猫
の

世
界
こ
そ
　
「
修
羅
の
世
界
」
　
で
あ
り
、
「
賢
治
の
い
た
場
所
」

だ
と
い
う
説
も
成
立
し
得
る
と
し
て
、
山
猫
の
側
の
問
題
性

を
探
る
議
論
に
先
鞭
を
つ
け
た
。
更
に
田
近
油
一
は
、
両
者

の
関
係
は
、
「
そ
の
あ
り
方
自
体
、
虚
偽
に
満
ち
て
お
り
、
現

実
の
世
俗
社
会
そ
の
も
の
」
　
と
し
、
賢
治
は
彼
ら
を
共
に
戯

画
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
人
間
を
諷
刺
し
、
対
極
に
あ
る
自

然
の
昂
場
を
祈
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
両
者
を
包
む
、
よ

り
開
か
れ
た
視
野
か
ら
の
解
釈
へ
と
歩
を
進
め
た
。
山
猫
の

世
俗
性
と
い
う
観
点
に
更
に
踏
み
込
ん
で
、
秋
枝
美
保
は
、

山
猫
を
　
「
消
費
者
の
欲
望
を
探
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
見
合
っ

た
商
品
を
売
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
生
産
者
」

な
い
し
　
「
事
業
家
」
　
と
捉
え
、
そ
の
　
「
に
わ
か
権
力
者
」
　
ぶ

り
を
、
消
費
者
た
る
紳
士
た
ち
と
共
に
、
当
時
の
大
正
成
金

た
ち
の
姿
に
重
ね
る
視
点
を
提
出
し
た
。

本
稿
の
方
向
性
は
秋
枝
論
文
と
お
お
む
ね
重
な
る
。
秋
枝
は
論

中
で
、
山
猫
が
扉
に
掲
げ
た
言
葉
を
「
広
告
文
」
と
見
な
し
、
「
大

量
消
費
時
代
の
落
と
し
穴
」
　
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
彼

ら
が
用
い
た
言
葉
を
　
「
広
告
文
」
　
と
の
関
連
か
ら
検
討
す
る
が
、



そ
の
際
に
、
作
品
の
背
景
と
な
っ
た
大
正
期
広
告
文
化
と
、
「
注
文
」

と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
山
猫
の
広
告
戦
略
の
実
態
を
よ
り
詳
ら

か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
「
事
業
者
」
　
と
し
て
の
山
猫
の
戦
略
が
、

広
告
に
と
ど
ま
ら
ず
、
顧
客
に
労
働
を
強
い
る
と
い
う
巧
妙
な
経

営
手
法
を
も
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
松
元
が
整
理
し
た
研
究
史
の
前
半
に
見
ら
れ
る
、

「
農
村
（
自
然
）
対
都
会
（
文
明
）
」
　
の
図
式
へ
収
赦
さ
せ
る
読
み

方
は
、
今
も
根
強
く
解
釈
の
方
向
性
を
規
定
し
て
い
る
。
米
村
み

ゆ
き
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
賢
治
自
身
が
、
「
糧
に
乏
し
い
村
の

こ
ど
も
ら
が
都
会
文
明
と
放
埼
な
階
級
と
に
対
す
る
止
む
に
止
ま

れ
な
い
反
感
で
す
」
　
（
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
広
告
ち
ら
し
）
　
と

作
品
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
こ
と
に
加
え
、
教
師
用
指
導
書
も

こ
の
　
「
作
家
の
意
図
」
　
を
尊
重
し
て
き
た
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、

田
近
拘
一
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ

う
に
、
こ
の
作
品
は
し
ば
し
ば
教
訓
澤
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
に
農
民
の
た
め
に
一
生
を
捧
げ
た
と
い
う
賢
治
像
が
加
え
ら

れ
る
と
、
ま
る
で
　
「
都
会
文
明
の
放
噂
な
階
級
」
　
で
あ
る
紳
士
た

ち
を
、
賢
治
が
山
猫
に
成
り
代
わ
っ
て
懲
罰
す
る
か
の
よ
う
な
解

釈
に
拘
束
さ
れ
て
し
ま
う
。

本
稿
で
は
、
紳
士
＝
都
会
文
明
に
批
判
を
収
欽
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
現
代
を
生
き
る
私
　
（
読
者
）
　
の
問
題
と
し
て
作
品
を
捉
え

返
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
執
筆
か
ら
九
〇
年
を
経
た
現
代
に
お

い
て
、
我
々
が
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
す
ら
な
く
な
っ
た
主
体

性
の
側
面
を
、
こ
の
作
品
は
露
呈
さ
せ
る
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
そ

こ
か
ら
新
し
い
教
訓
を
汲
み
取
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
　
誤
読
の
誘
発

山
猫
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
戦
略
で
紳
士
た
ち
を
誘
い
込
み
、
武

装
解
除
さ
せ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
目
に
付
く
の
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

巧
妙
な
言
葉
の
罠
で
あ
る
。
山
猫
（
親
分
）
　
は
受
け
手
が
自
ら
勘

違
い
す
る
よ
う
な
言
語
的
仕
掛
け
を
設
け
て
お
り
、
紳
士
は
自
分

た
ち
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
言
葉
を
誤
読
す
る
こ
と
で
、
窮
地
に

追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

た
と
え
ば
、
「
当
軒
は
注
文
の
多
い
料
理
店
で
す
か
ら
ど
う
か

そ
こ
は
ご
承
知
く
だ
さ
い
」
（
三
二
と
い
う
言
葉
を
、
二
人
は
「
な

か
な
か
は
や
っ
て
る
ん
だ
」
　
（
同
前
）
　
と
解
釈
す
る
。
「
注
文
が
多

い
」
は
「
注
文
す
る
客
が
多
い
」
、
つ
ま
り
繁
盛
し
て
い
る
優
良
店

だ
と
読
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
の
終
盤
で
こ
の
言

葉
は
　
「
あ
な
た
た
ち
を
料
理
す
る
た
め
に
多
く
の
注
文
　
（
指
示
）

を
出
す
か
ら
そ
の
つ
も
り
で
」
と
も
読
解
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
様
に
、
「
す
ぐ
た
べ
ら
れ
ま
す
」
　
（
三
四
）
　
は
、
可
能
と
受
け
身

の
両
方
の
意
味
を
持
つ
　
「
ら
れ
る
」
　
を
利
用
し
た
言
葉
あ
そ
び
で



あ
る
。
「
さ
あ
さ
あ
お
な
か
に
お
は
い
り
く
だ
さ
い
」
　
（
三
五
）
　
の

「
お
な
か
」
　
が
　
「
部
屋
の
中
」
　
で
は
な
く
　
「
お
腹
」
　
で
あ
る
こ
と

も
言
を
侯
た
な
い
。

山
猫
た
ち
は
複
数
の
解
釈
を
生
む
言
葉
を
用
い
、
紳
士
た
ち
は

そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
誤
読
　
（
捕
食
者
と
被
捕
食
者
の
位
置
を
捉

え
損
ね
た
都
合
の
い
い
勘
違
い
）
　
す
る
こ
と
で
、
料
理
店
の
奥
へ

と
導
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
紳
士
た
ち
は
い
か
に
も

愚
か
な
よ
う
だ
が
、
実
は
言
葉
以
前
に
も
、
山
猫
は
彼
ら
を
引
き

付
け
る
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
紳
士
た
ち
は
　
「
ぼ
く
も
ち
ゃ
う
ど
寒
く
は
な
つ
た

し
腹
は
空
い
て
き
た
し
」
（
二
八
）
、
「
あ
る
き
た
く
な
い
よ
。
あ
ゝ

困
っ
た
な
あ
、
何
か
た
べ
た
い
な
あ
」
（
二
九
）
と
い
っ
た
会
話
を

交
わ
し
て
い
た
。
料
理
店
は
こ
の
会
話
に
応
答
し
て
準
備
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
山
猫
は
獲
物
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
、
観
察
し
、
そ

の
欲
望
を
掬
い
取
っ
て
、
相
手
に
応
じ
た
罠
を
準
備
し
て
い
る
の

だ
。
ま
た
、
猟
犬
が
爽
れ
て
も
介
抱
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
二
一
千
四

百
円
の
損
害
だ
」
（
二
八
）
と
金
銭
に
換
算
す
る
紳
士
の
態
度
か
ら
、

彼
ら
の
暮
春
な
性
格
を
も
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
決
し
て
ご
遠
慮
は
あ
り
ま
せ
ん
」
　
（
三
〇
）
　
と
い

う
言
葉
を
掲
げ
、
「
た
ゞ
で
ご
馳
走
す
る
ん
だ
ぜ
」
　
（
同
前
）
　
と
い

う
紳
士
た
ち
の
誤
読
を
誘
発
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
山
猫
は
な
ぜ
他
で
も
な
い
　
「
西
洋
料
理
店
」
　
を
出

現
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
凍
え
や
疲
労
や
空
腹
を
訴
え
る
獲
物
を
お

び
き
寄
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
料
理
店
で
も
よ
か
っ
た
は
ず

だ
。
だ
が
、
山
猫
は
こ
こ
で
も
恐
る
べ
き
観
察
眼
を
発
揮
し
て
い

る
。
紳
士
た
ち
が
、
「
す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
か
た
ち
」
（
二

八
）
　
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
趣
味
趣
向
を
把
撞
し
て
い

る
の
だ
。
西
洋
か
ぶ
れ
の
彼
ら
を
よ
り
強
く
引
き
付
け
る
料
理
店

は
、
西
洋
風
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
山
奥
に
西
洋
建
築
が

突
如
現
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
警
戒
で
き
な
か
っ
た
要
因
に
は
、

紳
士
の
愚
昧
さ
だ
け
で
な
く
、
山
猫
の
見
事
な
手
腕
も
手
伝
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
　
料
理
店
の
札
と
大
正
期
広
告
文
化

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
（
次

貢
の
図
を
参
照
）
。

な
ぜ
山
猫
は
札
を
こ
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
決
定
し
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
な
ぜ
宮
澤
賢
治
は
、
「
玄
関
の
札
に
は
、
「
西
洋
料

理
店
　
山
猫
軒
」
　
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
」
　
と
い
っ
た
地
の
文
で

は
な
く
、
札
を
画
と
し
て
挿
入
し
た
の
だ
ろ
う
。

現
在
流
布
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と
つ
、
角
川
文
庫
版
『
注

文
の
多
い
料
理
店
』
（
角
川
書
店
、
一
九
五
六
年
五
月
）
　
に
は
、
巻

末
に
小
倉
畳
文
の
解
説
　
「
新
し
い
古
典
復
刻
の
弁
」
　
が
附
さ
れ
て



そ
し
て
玄
関
に
は

と
い
ふ
札
が
で
て
ゐ
ま
し
た
。

お
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
童
話
集
の
初
版
は
、
そ
の
内
容
が
作
者
自
身
の
編
に
成

る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
照
応
す
る
挿
画
が
あ
り
、

中
扉
の
カ
ッ
ト
が
あ
り
、
表
紙
の
装
釘
・
挿
画
が
あ
り
、
そ

れ
ら
に
も
作
者
自
身
の
浪
厚
な
息
吹
が
か
か
っ
て
い
て
、
所

収
童
話
の
作
品
効
果
は
、
そ
れ
ら
全
体
の
交
響
楽
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
完
全
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
企
画
さ
れ
て
い
る
。

山
猫
軒
の
札
も
ま
た
、
「
内
容
」
　
（
本
文
）
　
と
照
応
す
る
重
要
な

視
覚
的
要
素
だ
と
言
え
る
。
こ
の
札
は
、
単
に
こ
こ
が
「
山
猫
軒
」

と
い
う
名
称
の
　
「
西
洋
料
理
店
」
　
で
あ
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
な

く
、
横
文
字
の
欧
文
が
帯
び
る
ブ
ラ
ン
ド
性
を
も
伝
達
す
る
。
山

猫
た
ち
は
、
提
供
さ
れ
る
商
品
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
も
意
識
し
た
、

広
告
的
セ
ン
ス
の
持
ち
主
な
の
だ
。
以
下
、
大
正
期
に
お
け
る
広

告
文
化
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
の
札
の
効
果
と
重
要
性
を
論

じ
た
い
。「

注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
が
発
表
さ
れ
た
大
正
期
後
半
は
、
広

告
産
業
が
興
隆
し
た
時
期
で
あ
っ
た
二
九
一
八
年
l
一
月
ま
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
戦
場
と
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
が
続
い
て
い
た

が
、
日
本
は
戦
争
の
被
害
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
欧
州
で
の
戦
火
拡
大
の
た
め
日
本
企
業
の
受
注
は
続
き
、

「
成
金
」
　
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
生
み
だ
し
た
。
賢
治
が
童
話
集
を

発
行
し
た
の
は
、
戦
争
景
気
が
す
で
に
終
息
し
、
深
刻
な
長
期
低

迷
時
代
に
入
っ
て
い
た
時
期
で
は
あ
る
が
、
大
衆
消
費
生
活
を
刺

激
す
る
広
告
文
化
は
す
で
に
大
き
な
成
長
を
遂
げ
て
い
た
。
八
巻

俊
雄
に
よ
る
近
年
の
研
究
で
も
、
大
正
時
代
は
、
「
興
行
、
出
版
、

化
粧
品
、
食
品
等
の
消
費
財
広
告
が
目
ざ
ま
し
く
、
さ
ら
に
後
半

に
は
不
動
産
、
分
譲
地
、
別
荘
地
の
広
告
も
現
わ
れ
て
い
る
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
l
九
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
現
代
広
告
文
句
辞
林
』

の
は
し
が
き
に
は
、
「
最
近
に
於
て
我
国
の
広
告
が
長
足
の
進
歩
を

し
た
と
云
ふ
こ
と
は
争
は
れ
な
い
事
実
で
あ
る
」
　
と
記
さ
れ
、
さ



ら
に
、
「
併
し
此
の
広
告
を
掲
載
し
っ
ト
あ
る
方
で
は
、
中
々
の
苦

心
と
研
究
と
を
積
む
で
、
其
一
字
一
句
と
錐
も
布
く
し
な
い
で
、

推
敲
研
錬
之
を
久
し
う
し
て
、
漸
く
掲
載
の
運
び
に
至
る
の
だ
」

と
、
発
信
者
側
の
研
究
に
も
言
及
が
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
欧
米
の
広
告
研
究
が
導
入
さ
れ
た
の
も
大

正
時
代
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
三
年
に
井
関
十
二
郎
『
広

告
心
理
学
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
八
巻
俊
雄
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
の
文
献
は
当
時
ア
メ
リ
カ
で
出
さ
れ
た
広
告
研
究
書

三
冊
の
要
所
を
翻
訳
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
　
た
。
井
関
の
研
究

は
広
告
に
関
心
を
持
つ
当
時
の
人
々
に
参
照
さ
れ
、
「
米
国
の
心
理

学
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
や
方
法
で
広
告
に
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
を
試
み
て
い
る
か
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
広
告
心
理

学
と
い
う
も
の
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
」
　
と
い
う
点
に
目
を
向

け
さ
せ
た
と
い
う
。
現
代
で
は
常
識
の
範
囲
だ
が
、
井
関
は
、
「
故

に
広
告
者
は
、
一
般
に
人
性
を
知
る
と
同
時
に
、
常
に
公
衆
の
脈

を
と
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
や
う
に
し
、
而
し
て
何
ん
な
動
機
や
、

何
ん
な
価
値
が
流
行
し
て
ゐ
る
か
を
知
悉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
　
と
も
述
べ
て
い
る
。
紳
士
を
観
察
す
る
山
猫
た
ち
の
目
は
、

こ
の
点
で
も
広
告
者
の
そ
れ
と
重
な
る
。

井
関
は
さ
ら
に
、
形
式
と
配
列
、
色
彩
、
言
語
、
印
刷
、
挿
画

の
五
つ
を
、
主
要
な
広
告
形
態
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
内
の

「
言
語
」
　
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
は
、
「
レ
モ
ン
茶
」
と
「
レ
モ

ン
テ
ィ
」
を
例
に
挙
げ
、
「
時
代
的
飲
料
と
し
て
は
何
と
な
く
後
者

の
方
が
適
し
て
ゐ
や
う
で
あ
り
、
し
か
も
新
し
い
飲
料
と
い
ふ
連

想
を
も
多
く
伴
ふ
や
う
で
あ
る
」
　
と
論
じ
て
い
る
。
竹
内
幸
絵

に
よ
る
近
年
の
研
究
で
も
、
大
正
期
に
英
文
字
の
広
告
が
注
目
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
洒
落
た
空
気
」
を
作
っ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
　
る
。
大
正
期
後
半
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
、
言
語
表
記
や
文
字
に
よ
る
広
告
の
心
理
的
効
果
が
研
究

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
字
体
や
色
彩
、
印
刷
や
レ
イ
ア
ウ

ト
の
ほ
か
、
英
文
を
始
め
と
し
た
外
国
言
語
の
効
果
も
意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

宮
澤
賢
治
は
縦
書
き
の
テ
ク
ス
ト
に
、
わ
ざ
わ
ざ
横
書
き
・
枠

付
き
で
こ
の
札
を
挿
入
し
た
。
小
森
陽
一
は
講
義
録
の
中
で
こ
の

札
に
着
目
し
、
翻
訳
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
秀
逸
な
解
釈
を
提
示

し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
肝
心
の
紳
士
た
ち
は
　
「
英
語
の
方
に
関

心
を
よ
せ
る
こ
と
な
ど
一
切
な
く
」
、
日
本
語
に
の
み
注
目
し
た
と

述
べ
て
い
　
る
。
し
か
し
、
西
洋
か
ぶ
れ
の
彼
ら
は
、
英
単
語
の

意
味
内
容
に
ま
で
気
は
回
ら
ず
と
も
、
英
文
の
持
つ
　
「
滑
落
た
空

気
」
　
に
は
惹
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

山
猫
は
、
英
字
が
紳
士
た
ち
に
発
揮
す
る
効
果
を
計
算
に
入
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
で
あ
る
賢
治
に
も
こ
う
し
た

広
告
心
理
学
的
な
視
点
は
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
賢
治
が

農
学
や
天
文
学
と
い
っ
た
学
問
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
は
周
知



で
あ
る
が
、
広
告
学
に
つ
い
て
も
研
究
の
跡
が
う
か
が
え
る
の
で

あ
る
。
賢
治
は
山
猫
た
ち
の
商
略
を
最
大
限
読
者
に
伝
え
る
た
め

に
、
テ
ク
ス
ト
内
に
札
の
画
を
提
示
し
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
山
猫
の
注
文
札
は
、
近
代
広
告
の
問
題
そ
の
も
の

を
露
呈
し
て
い
る
。
秋
枝
美
保
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
広
告
が
与

え
る
の
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
言
葉
の
あ
や
に
す
ぎ
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
、
作
品
は
如
実
に
示
し
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

貴
族
と
近
づ
き
に
な
れ
る
と
い
う
夢
想
は
も
ち
ろ
ん
、
食
事
や
休

憩
を
得
る
こ
と
す
ら
も
叶
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
最
後
に
山
猫
軒
は

「
け
む
り
の
や
う
に
消
え
」
　
て
し
ま
う
。
欲
望
を
か
き
た
て
る
イ

メ
ー
ジ
ば
か
り
で
実
体
は
ど
こ
に
な
く
、
裏
に
は
客
か
ら
い
か
に

利
益
を
引
き
出
す
か
と
い
う
事
業
家
の
思
惑
が
潜
ん
で
い
る
ば
か

（
1
7
）

り
で
あ
　
る
。

ち
な
み
に
、
竹
内
幸
絵
に
よ
る
と
、
か
つ
て
広
告
と
い
う
業
界

は
、
妖
し
げ
な
印
象
を
ま
と
っ
て
い
た
と
い
う
。

．
現
在
で
は
花
形
業
種
で
あ
る
　
「
広
告
業
界
」
　
だ
が
、
一
九
二

〇
年
代
当
時
　
「
広
告
」
　
は
　
「
広
告
術
」
　
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「
術
」
、
と
い
う
の
は
奇
術
・
忍
術
と
近
い
扱
い
、
つ
ま
り
信

用
の
お
け
な
い
、
妖
し
げ
な
商
売
と
思
わ
れ
て
い
　
た
。

大
正
期
後
半
の
広
告
業
は
、
「
妖
し
げ
な
商
売
」
　
か
ら
、
経
済

活
動
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
対
象
へ
の
変
化
の
途
上
に
あ
っ
た
。

不
思
議
な
カ
を
使
い
、
顧
客
を
引
き
付
け
る
巧
み
な
広
告
札
と
建

造
物
を
出
現
さ
せ
た
山
猫
は
、
妖
術
と
し
て
の
近
代
広
告
の
使
い

手
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
労
働
す
る
客

山
猫
た
ち
は
鉄
砲
を
持
っ
た
紳
士
の
食
欲
を
逆
手
に
取
り
、
自

ら
の
食
欲
を
満
た
す
べ
く
、
武
装
解
除
誘
導
装
置
と
し
て
幻
想
の

料
理
店
を
起
業
し
た
。
作
戦
通
り
、
紳
士
は
鉄
砲
を
手
放
す
に
至

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
山
猫
た
ち
は
す
ぐ
に
彼
ら
を
襲
お
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
食
材
の
下
ご
し
ら
え
を
企
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
、
自
ら
の
手
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
。

山
猫
た
ち
の
経
営
戦
略
が
恐
ろ
し
い
の
は
、
紳
士
と
い
う
客
・

消
費
者
　
（
兼
食
材
）
　
に
、
自
ら
の
身
体
を
調
理
す
る
よ
う
画
策
し

た
点
で
あ
る
。
山
猫
た
ち
は
単
に
消
費
者
の
欲
望
を
促
進
す
る
商

品
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
卓
抜
し
た
経
営
戦
略
を
も
っ

た
獣
だ
っ
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
料
理
店
に
お
い
て
消
費

者
自
身
に
労
働
　
（
調
理
）
　
さ
せ
る
と
い
う
発
想
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
に
世
界
を
席
巻
す
る
外
食
産
業
の
シ
ス
テ
ム
を
先
取
り
す

る
も
の
な
の
だ
。

人
々
は
か
つ
て
、
料
理
を
す
る
前
に
、
刃
物
や
旅
を
持
っ
て
農



場
や
山
や
海
に
出
か
け
、
野
菜
や
果
物
を
採
集
し
て
い
た
。
や
が

て
多
量
の
食
材
を
仕
入
れ
て
販
売
す
る
店
や
市
場
が
で
き
る
と
、

貨
幣
を
持
っ
て
町
な
か
へ
出
か
け
、
材
料
を
購
入
し
て
家
庭
料
理

を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蕎
麦
や
酒
と
い
っ
た
加
工
品
を
そ
の
場

で
飲
食
さ
せ
る
店
が
で
き
る
と
、
人
々
は
よ
り
効
率
的
に
食
事
を

楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
は
そ
の
延
長
上
に
成
立

し
た
外
食
産
業
で
あ
る
。
紳
士
た
ち
も
、
無
料
で
提
供
さ
れ
る
西

洋
料
理
を
求
め
た
り
、
貨
幣
と
引
き
替
え
に
山
鳥
や
兎
を
手
に
入

れ
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
小
森
陽
一
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
食
べ
た
い
と
き
に
金
銭
で
食
物
を
買
え
る
の
は
、
「
放

噂
な
階
級
」
　
だ
け
で
あ
る
点
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
飢

饉
や
災
客
に
悩
ま
さ
れ
た
東
北
の
「
橡
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
」

と
対
照
的
に
、
本
来
は
貴
重
な
食
料
で
あ
る
は
ず
の
素
材
か
ら
「
牛

乳
の
ク
リ
ー
ム
」
（
三
三
）
を
作
っ
て
身
体
に
塗
り
た
く
る
ほ
ど
に
、

都
会
の
生
活
者
は
放
埼
な
の
で
あ
る
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
い
物
を
し
、
家
庭
で
料
理
を
作
る

の
に
比
べ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ
て
食
事
を
す
る
方
が
、
労
力
と

い
う
点
で
は
ず
っ
と
効
率
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
衝
の
レ
ス
ト
ラ

ン
ま
で
足
を
運
ん
で
帰
宅
す
る
手
間
す
ら
厭
う
消
費
者
の
欲
望
に

応
え
、
事
業
者
た
ち
は
さ
ら
な
る
展
開
を
実
現
し
た
。

社
会
学
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ッ
ツ
ア
は
、
よ
り
効
率
的
な
レ
ス

ト
ラ
ン
を
求
め
る
要
求
か
ら
誕
生
し
た
店
舗
形
態
と
し
て
、
食
堂
、

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
、
初
期
の
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
な
い
し
ド
ラ
イ
ブ
イ

ン
・
レ
ス
ト
ラ
ン
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
・
レ
ス

ト
ラ
ン
の
直
接
の
祖
先
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
　
る
。
で
は
、
レ

ス
ト
ラ
ン
や
そ
れ
に
続
く
カ
フ
ェ
な
ど
を
上
回
る
効
率
性
を
発
揮

す
る
た
め
に
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
・
レ
ス
ト
ラ
ン
は
ど
の
よ
う
な

経
営
戦
略
を
採
っ
た
だ
ろ
う
か
。
同
音
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ

る。

効
率
性
の
増
大
は
、
多
様
な
過
程
を
簡
素
化
す
る
こ
と
、
製

品
を
単
純
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
従
業
員
よ
り
も
先
に
客
に
働

か
せ
る
べ
き
と
い
う
課
題
の
解
決
で
あ
っ
　
た
。

か
つ
て
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
従
業
員
が
客
を
席
に
案
内
し
、

注
文
を
取
り
、
適
切
に
調
理
さ
れ
た
料
理
を
提
供
し
、
食
器
を
片

付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
日
本
の
生
活
者
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー

に
並
び
、
従
業
員
と
後
列
の
客
に
急
か
さ
れ
な
が
ら
注
文
を
報
告

し
、
時
に
は
調
理
の
仕
上
げ
を
自
ら
の
手
で
こ
な
し
（
「
お
好
み
の

味
を
楽
し
め
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
、
紙
ク
ズ
や
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
容
器
を
分
別
し
て
ゴ
ミ
箱
に
廃
棄
す
る
こ
と
に
す
ら
傍
ら
さ
れ

て
い
る
。

札
を
誤
読
す
る
紳
士
た
ち
の
姿
は
笑
え
て
も
、
都
会
的
で
効
率

的
な
イ
メ
ー
ジ
に
誘
わ
れ
、
客
で
あ
り
な
が
ら
労
働
に
勤
し
む
現



代
の
我
々
に
、
山
猫
に
換
ら
れ
な
が
ら
調
理
に
従
事
す
る
彼
ら
を

笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
結
び

山
猫
た
ち
は
、
広
告
と
経
営
の
才
に
長
け
た
狩
猟
者
で
あ
り
、

そ
の
商
略
は
現
代
で
も
通
用
す
る
ほ
ど
の
予
見
性
を
含
ん
で
い
た
。

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
・
レ
ス
ト
ラ
ン
時
代
の
幕
開
け
は
一
九
五
〇

年
代
初
頭
で
あ
る
。
山
猫
軒
は
客
に
労
働
さ
せ
る
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
産
業
の
頭
脳
を
、
三
〇
年
も
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

宮
澤
賢
治
が
　
「
放
将
な
階
級
」
　
を
懲
ら
し
め
る
物
語
を
作
る
た
め

に
こ
う
し
た
商
略
を
構
想
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
皮
肉
に
も
賢
治

は
優
れ
て
資
本
家
ら
し
い
発
想
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
そ
れ
は
、
撃
つ
べ
き
敵
の
戦
略
を
深
く
研
究
す
る
こ
と
を
、

賢
治
が
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
作
中
で
批
判
的
に
措
か
れ
た
紳
士
た
ち
の
姿
は
、
作

品
成
立
当
時
の
　
「
放
碍
な
階
級
」
　
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
事
業
者

が
発
す
る
商
品
イ
メ
ー
ジ
に
相
も
変
わ
ら
ず
換
ら
れ
な
が
ら
、
労

働
と
消
費
の
一
体
性
を
引
き
受
け
て
生
活
す
る
、
現
代
人
の
姿
で

も
あ
る
の
だ
。

【注】

（
1
）
　
府
川
源
一
郎
　
「
教
材
と
し
て
の
面
白
さ
の
源
泉
を
探
る
1
『
注
文

の
多
い
料
理
店
』
（
宮
沢
賢
治
作
）
の
世
界
」
、
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『
文

学
の
力
×
教
材
の
力
・
小
学
校
編
5
年
』
教
育
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
な

お
、
特
に
国
語
教
育
学
の
領
域
で
の
先
行
研
究
調
査
に
は
、
守
田
庸
一
「
宮

沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
授
業
実
践
史
」
、
浜
本
純
逸
監
修
『
文

学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
授
業
実
践
史
を
ふ
ま
え
て
　
第
3

巻
』
を
参
庶
し
た
。

（
2
）
　
北
野
昭
彦
　
「
宮
澤
賢
治
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
の
　
（
山
猫
）
　
像

－
猫
の
民
族
韓
と
諷
刺
文
学
論
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
J
、
『
龍
谷
大
草
論

集
』
第
三
四
七
号
、
二
〇
〇
一
年
一
月
、
二
五
五
貢
。

（
3
）
　
松
元
季
久
代
　
「
『
ね
だ
ん
の
な
い
料
理
店
』
　
の
原
風
景
Ⅰ
宮
澤
賢
治

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
、
貨
幣
な
き
鏡
像
」
、
前
掲
『
文
学
の
カ
×
教
材

の
カ
・
小
学
校
編
5
年
』
、
九
五
～
九
六
頁
。

（
4
）
　
秋
枝
美
保
　
「
テ
キ
ス
ト
評
釈
　
注
文
の
多
い
料
理
店
」
、
『
国
文
学
』

一
九
八
六
年
五
月
臨
時
増
刊
号
、
お
よ
び
、
秋
枝
美
保
『
宮
沢
賢
治
　
北

方
へ
の
志
向
』
朝
文
社
、
l
九
九
六
年
九
月
。

（
5
）
　
米
柑
み
ゆ
き
　
「
〃
作
品
〃
を
開
く
た
め
の
小
論
－
宮
沢
賢
治
『
注

文
の
多
い
料
理
店
』
の
構
造
」
、
『
近
代
文
学
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
九

六
年
二
月
白

（
6
）
　
田
近
狗
一
「
童
話
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
研
究
」
、
『
日
本
文
学
』

第
l
〓
ハ
巻
第
七
号
、
一
九
七
七
年
七
月
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
、
光
村
図
番
の
『
国
語
　
六
年
　
（
下
）
　
希
望
』
　
（
二
〇
〇



10

凶
年
二
月
検
定
済
み
）
　
で
は
、
宮
澤
賢
治
「
や
ま
な
し
」
に
続
い
て
畑
山

博
に
よ
る
　
（
資
料
）
　
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
夢
」
　
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
賢

治
が
死
の
直
前
ま
で
農
民
に
助
言
し
て
い
た
こ
と
や
、
自
ら
の
身
体
を
拭

っ
て
喜
悦
の
内
に
息
を
引
き
取
っ
た
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
作
者
の
神

話
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

（
8
）
　
た
と
え
ば
、
安
藤
恭
子
　
「
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
再
構
造
化
の
戦

略
」
、
『
国
文
学
』
　
二
〇
〇
九
年
六
月
号
。

（
9
）
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
l
 
l
巻
』
筑
摩
書
房
、
l
九
七
四
年
九
月
、

二
九
頁
。

（
1
・
0
）
　
八
巻
俊
雄
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
三
〇
・
広
告
』
法
政
大

学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
二
月
、
〓
ハ
五
貫
。

（
1
1
）
　
千
早
正
寛
『
現
代
広
告
文
句
辞
林
』
佐
藤
出
版
部
、
l
九
一
九
大

正
八
年
、
l
、
二
～
三
賞
、
引
用
は
復
刻
版
『
大
正
モ
ダ
ン
広
告
コ
ピ
ー

資
料
集
　
第
二
巻
　
現
代
広
告
文
句
辞
林
（
上
）
』
日
本
図
番
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
九
年
一
月
よ
り
。

（
1
2
）
　
井
関
十
二
郎
『
広
告
心
理
学
』
文
雅
堂
、
l
九
二
三
年
三
月
、
七

五
～
七
六
貫
。

（
1
3
）
三
春
は
そ
れ
ぞ
れ
、
H
打
コ
y
T
i
空
っ
e
H
ー
ゝ
さ
声
慕
軒
葺
甲
声
だ
岩
旨
i
y
F

b
b
q
b
誌
n
註
e
（
N
e
w
ざ
寡
‥
R
O
n
a
E
P
e
の
∽
二
琵
琶
w
a
－
訂
H
D
．

浮
O
t
t
．
3
訂
b
e
さ
ど
身
重
：
ち
空
き
空
き
首
ざ
（
野
鼠
O
n
‥
S
日
a
ロ
】

M
a
y
n
買
d
L
≡
∽
）
、
A
－
e
H
声
○
註
O
m
－
ゝ
鼓
弓
ご
呂
a
e
む

む
札
記
ヽ
汁
む
む
叫
（
Z
e
w
要
旨
‥
C
．
S
c
已
b
n
e
H
一
芸
O
n
仏
工
器
亡
の
こ
と
。
ス

コ
ッ
ト
の
　
『
広
告
心
理
学
』
は
一
九
二
四
年
六
月
に
透
泉
関
書
房
か
ら

佐
々
木
十
九
に
よ
る
邦
訳
が
出
て
い
る
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
広
告
心
理
学
』
、
七
五
～
七
六
貢
っ

（
1
5
）
　
竹
内
幸
絵
『
近
代
広
告
の
誕
生
　
ポ
ス
タ
ー
が
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

だ
っ
た
頃
』
青
土
社
、
二
〇
l
一
年
l
〇
月
、
〓
ハ
七
～
〓
ハ
八
貢
。

（
1
6
）
　
小
森
陽
一
『
最
新
宮
沢
賢
治
語
義
』
朝
日
新
聞
社
、
l
九
九
六
年

t
　
二
月
、
二
三
一
貫
。

（
1
7
）
　
前
掲
『
宮
澤
賢
治
　
北
方
へ
の
志
向
』
三
一
三
～
三
l
四
貢
。

（
1
8
）
　
前
掲
『
近
代
広
告
の
誕
生
　
ポ
ス
タ
ー
が
：
ユ
ー
メ
デ
ィ
ア
だ
っ

た
頃
』
、
t
五
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
『
最
新
宮
沢
賢
治
許
義
』
、
二
二
七
～
二
二
八
貫
。

（
2
0
）
　
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ッ
ツ
ア
『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
す
る
社
会
』
正
岡
寛

司
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
五
月
、
原
著
一
九
九
六
年
、

七
二
～
七
三
、
八
〇
～
八
一
貫
。

（
2
1
）
　
前
掲
『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
す
る
社
会
』
、
七
二
～
七
三
お
よ
び
八
〇

～
八
一
貢
。

※
宮
澤
賢
治
　
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
　
の
引
用
は
本
文
・
画
と
も
に
『
校
本

宮
澤
賢
治
全
集
第
一
l
巻
』
筑
摩
啓
房
、
一
九
七
四
年
九
月
に
拠
っ
た
っ

た
だ
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
本
文
中
の
　
〔
…
〕
　
は
中
略
を
、
引

用
後
　
（
　
）
　
内
の
数
字
は
引
用
元
の
ペ
ー
ジ
を
指
す
。

（
と
も
だ
　
よ
し
ゆ
き
　
信
州
大
学
教
育
学
部
）


