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こ
れ
は
本
当
に
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
本
を
「
媒
介
」
に
し
て
つ

な
が
る
…
「
本
で
友
達
」
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
こ
の
「
つ
な

が
り
感
」
は
、
子
ど
も
た
ち
を
読
書
へ
と
向
か
わ
せ
る
大
き
な
力

だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
本
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
「
こ
の
よ

き
も
の
」
で
は
な
く
、「
媒
介
」
な
の
で
あ
る
。

子
ど
も
が
本
と
結
び
付
い
て
い
く
過
程
で
は
、
本
そ
の
も
の
が

目
的
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
も

「
読
書
は
ツ
ー
ル
」
で
あ
る
と
割
り
切
っ
て
考
え
た
ほ
う
が
、
ア

プ
ロ
ー
チ
も
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
う
考
え
る

こ
と
こ
そ
が
、
た
く
さ
ん
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
読
書
か
ら
取
り
払
っ

て
、
読
書
を
本
来
の
自
由
な
存
在
に
戻
し
、
さ
ら
に
は
子
ど
も
た

ち
と
本
を
結
び
付
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
…
。

こ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
”本
を
「
媒
介
」
と
し
、
た
く
さ
ん

の
「
つ
な
が
り
」
を
作
る
読
書
指
導
“
を
日
々
模
索
し
て
い
る
。

２

読
書
感
想
交
流
の
概
要

現
在
私
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、「
読
書
感
想
交
流
」
で
あ

る
。
こ
の
実
践
の
目
標
は
、
大
き
く
い
う
と
、

①
読
書
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
つ
な
が
り
」
を
作
る

②
感
想
交
流
を
通
し
て
自
分
の
読
書
感
想
を
育
て
る

③
作
品
の
枠
組
み
を
通
し
て
自
分
を
見
つ
め
る

の
三
点
で
、
テ
ク
ス
ト
に
は
橋
本

は
し
も
と

香か

折お
り

（
現
在
は
小
森
香
折
）

１
「
読
書
」
か
ら
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
取
り
払
う

教
育
現
場
で
の
読
書
に
は
、「
○
○
の
力
が
つ
く
」「
豊
か
な
心

を
育
て
る
」
な
ど
、「
本
、
こ
の
よ
き
も
の
」
と
い
う
価
値
観
が

つ
い
て
回
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
子
ど

も
た
ち
を
本
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
あ
り
が
た
い
」「
た
め
に
な
る
」「
感
性
を
培
う
」「
集
中

力
が
付
く
」
…
ｅ
ｔ
ｃ
。
た
く
さ
ん
の
「
カ
ギ
カ
ッ
コ
」
に
縛
ら

れ
、
読
書
は
今
、
と
て
も
窮
屈
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

子
ど
も
た
ち
は
、
た
め
に
な
る
か
ら
本
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で

も
、
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
読
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
お
も

し
ろ
い
か
ら
読
み
、
使
え
る
か
ら
利
用
す
る
の
だ
。
そ
し
て
も
う

一
つ
、「
誰
か
（
多
く
は
友
達
）
と
つ
な
が
り
た
い
か
ら
読
む
」。

さ
ん
の
、『
そ
ば
に
い
て
あ
げ
る
』（
原
生
林
・
一
九
九
七
）
の
中

か
ら
、『
ジ
ョ
ー
カ
ー
』
と
『
さ
さ
く
れ
ハ
ー
ト
の
女
王
様
』
の

連
作
を
用
い
た
。

授
業
の
流
れ
は
、

◎
作
品
を
読
み
、
感
想
を
書
く
。

◎
感
想
を
無
記
名
で
プ
リ
ン
ト
し
、
全
体
で
読
み
合
う
。

を
三
回
繰
り
返
す
と
い
う
、
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
が
、

生
徒
が
自
ら
の
感
想
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、

一
回
目
…
思
っ
た
こ
と
を
自
由
に
書
く
。（
箇
条
書
き
も
可
）

二
回
目
…
自
分
が
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
の
か
と
い
う
根
拠
を
明
確

に
示
す
。

三
回
目
…
作
品
の
枠
組
み
を
通
し
て
自
分
を
見
つ
め
て
書
く
。

（
一
年
生
は
作
者
へ
の
手
紙
）

と
い
う
条
件
を
つ
け
て
書
か
せ
て
い
る
。

今
は
ま
だ
ク
ラ
ス
単
位
の
交
流
だ
が
、
こ
れ
か
ら
全
ク
ラ
ス
の

感
想
を
フ
ァ
イ
ル
し
て
学
校
図
書
館
に
置
き
、
ク
ラ
ス
・
学
年
を

越
え
た
感
想
交
流
も
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
作
家
と
の
交
流
も
進
行
中
で
あ
る
。
作
者
の
小
森
さ
ん

は
私
の
友
人
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
す
べ
て
メ
ー
ル
で

小
森
さ
ん
に
送
っ
て
い
る
の
だ
。
今
後
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
や

手
紙
に
対
し
て
、
小
森
さ
ん
か
ら
の
返
事
が
来
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
子
ど
も
た
ち
も
大
変
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

３

本
を
「
媒
介
」
と
す
る
こ
と
の
可
能
性

学
校
生
活
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
思
い
を
語
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、「
本
当
は
自
分
の
思
い

を
語
り
た
い
、
聞
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る

子
は
少
な
か
ら
ず
い
る
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
子
ど
も
た
ち
が
語
り

得
な
い
の
は
、
彼
ら
が
「
語
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
と
同
時
に

「
”素

“の
自
分
を
語
る
の
は
難
し
い
（
恥
ず
か
し
い
）」
と
い
う
思

い
も
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
を
「
媒
介
」
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
。

「
語
る
た
め
の
手
段
」
と
「
逃
げ
道
」
で
あ
る
。
本
を
媒
介
に
し

た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
を
語
る
た
め
の
手
段
を
得
る
と
同

時
に
、「
今
言
っ
て
い
る
こ
と
は
本
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
な
の

だ
、
”素

“の
自
分
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
逃
げ
道

も
得
る
の
だ
。
そ
し
て
、
逃
げ
道
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
、
子
ど

も
た
ち
の
語
り
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
か
と
評
判
の
悪
い

読
書
感
想
文
だ
が
、「
本
を
媒
介
と
し
て
自
分
の
思
い
を
語
る
た

め
の
手
段
」
と
し
て
と
ら
え
直
せ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
拓ひ

ら

け
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
本
来
読
書
感
想
文
と
は
そ
う

い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
…
）。
今
回
の
読
書
感
想
交
流
で
も
、

本
が
「
媒
介
」
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
語
り
得
た

子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
た
よ
う
に
思
う
。

「
つ
な
が
り
」
を
作
り
、

「
つ
な
が
り
」
で
作
る
読
書
感
想
交
流

広
島
県
三
原
市
立
第
一
中
学
校
教
諭

小こ

迫さ
こ

洋よ
う

子こ
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四
月
か
ら
本
校
に
転
校
し
て
き
た
子
で
、
今
ひ
と
つ
ク
ラ
ス
に
も

学
年
に
も
な
じ
め
ず
に
い
る
。
授
業
中
の
発
言
に
は
非
常
に
積
極

的
な
の
だ
が
、
友
達
と
関
係
を
作
る
と
い
う
段
に
な
る
と
及
び
腰

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
前
の
学
校
で
は
い
じ
め
に
遭
っ
て

い
た
ら
し
い
の
で
、
そ
れ
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

彼
女
は
、
物
語
の
主
人
公
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
自
分
の
状

況
（
情
況
）
に
つ
い
て
を
も
語
っ
て
い
た
よ
う
だ
。「
作
文
、
上

手
だ
ね
」
と
声
を
か
け
る
と
、「
う
ち
も
そ
ん
な
こ
と
思
い
よ
っ

た
け
ぇ
、
ミ
サ
キ
も
そ
う
だ
と
思
っ
た
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

彼
女
の
意
見
に
は
、
数
人
の
子
が
感
想
を
寄
せ
た
。
そ
の
こ
と

が
彼
女
に
と
っ
て
は
嬉
し
か
っ
た
よ
う
で
、
二
回
目
の
感
想
交
流

で
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
き
た
。

感
想
の
中
に
は
、
自
分
が
考
え
て
な
か
っ
た
こ
と
や
疑
問

に
思
っ
て
い
な
い
も
の
と
か
い
ろ
い
ろ
出
て
き
て
、
感
想
を

読
む
の
も
お
も
し
ろ
い
な
あ
と
思
っ
た
。
感
想
を
読
ん
で

い
る
と
、
み
ん
な
と
討
論
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な

り
ま
し
た
。
本
文
だ
け
で
な
く
、
人
の
感
想
に
も
い
ろ
い

ろ
な
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。「
み
ん

な
は
こ
う
思
っ
て
る
け
れ
ど
、
う
ち
は
こ
う
思
う
。」と
、
い

ろ
い
ろ
な
感
情
が
す
れ
違
う
と
こ
ろ
に
、
と
て
も
ひ
か
れ

た
。
み
ん
な
の
感
想
を
読
ん
で
も
、
自
分
の
考
え
方
は
あ

『
ジ
ョ
ー
カ
ー
』の
カ
ン
ノ
・
ミ
サ
キ
は
、
自
分
が
ジ
ョ
ー

カ
ー
だ
と
思
い
、「
ジ
ョ
ー
カ
ー
は
悪
い
子
」
と
思
い
、
そ
れ

を
演
じ
て
そ
れ
だ
け
を
表
に
出
し
て
、
本
当
の
感
情
・
気

持
ち
を
、
心
の
奥
底
に
封
印
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

決
し
て
本
当
の
感
情
を
表
に
出
さ
な
い
。
出
し
て
も
無
駄

と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
わ
り
の
先
生
や
同
級
生
、
そ

し
て
母
親
は
、
ミ
サ
キ
が
「
ジ
ョ
ー
カ
ー
」
と
い
う
仮
面
を

作
り
上
げ
、
そ
の
仮
面
を
決
し
て
外
し
て
は
な
ら
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
ミ
サ
キ
は
、
ハ
ー
ト

の
女
王
様
の
本
当
の
一
面
を
目
に
し
て
も
、
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
自
分
、
ジ
ョ
ー
カ
ー
が
、
何
を

言
っ
て
も
無
意
味
、
ま
し
て
や
ハ
ー
ト
の
女
王
様
の
マ
サ

エ
が
や
っ
た
と
言
っ
て
も
、
無
駄
に
決
ま
っ
て
い
る
と
思
っ

た
ん
だ
ろ
う
。
相
手
は
女
王
様
。
自
分
は
ジ
ョ
ー
カ
ー
。

ジ
ョ
ー
カ
ー
が
「
女
王
様
は
万
引
き
し
た
」
と
言
っ
て
も
、

だ
れ
も
信
じ
な
い
と
思
う
。
ま
わ
り
は
ミ
サ
キ
が
う
そ
を

言
っ
て
い
る
と
し
か
思
わ
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、
ジ
ョ
ー

カ
ー
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
る
ミ
サ
キ
が
発
言
し
て
も
い
い

こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
は
、
自
分
で
決
め
て
し
ま

っ
て
い
る
と
思
う
。（
後
略
）

あ
る
二
年
生
女
子
の
一
回
目
の
感
想
文
で
あ
る
。
彼
女
は
こ
の

ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
け
ど
、
自
分
の
ど

こ
か
で
、
な
ん
と
な
く
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

そ
れ
を
言
葉
に
す
る
の
は
ま
だ
無
理
だ
け
ど
、い
つ
か
は
言

葉
に
し
た
い
。

友
達
と
気
軽
に
話
す
と
い
う
の
は
、
彼
女
の
日
常
生
活
の
中
で

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
と
い
う

媒
介
が
な
か
っ
た
ら
、
そ
し
て
「
匿
名
性
の
保
障
」
が
な
か
っ
た

ら
、
彼
女
は
自
分
の
気
持
ち
を
吐
露
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
実
践
を
通
し
て
、
私
は
「
匿
名
性
の
保
障
」
と
い
う
の

は
、
感
想
を
育
て
る
指
導
過
程
で
は
、
こ
ち
ら
が
考
え
て
い
た
以

上
に
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

４

感
想
の
変
容

子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
読
む
こ
と
や
書
く
こ
と
に
抵
抗
を
感

じ
る
子
が
少
な
か
ら
ず
い
る
。
ま
た
、
す
ぐ
に
「
め
ん
ど
い
」

「
う
ざ
い
」
と
、
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
を
や
め
て
し
ま
う
子
も

い
る
。
そ
ん
な
子
は
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
理
由
を

考
え
る
こ
と
な
く
疑
問
の
ま
ま
書
い
て
し
ま
う
か
、
取
り
あ
え
ず

「
い
い
子
」
の
立
場
で
正
論
を
書
い
て
お
こ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。

『
ジ
ョ
ー
カ
ー
』
を
聞
い
て
、
暗
い
話
だ
と
思
っ
た
。

も
し
自
分
が
ミ
サ
キ
の
よ
う
な
立
場
だ
っ
た
ら
、
マ
サ

エ
の
こ
と
を
ち
く
っ
て
、
自
分
は
花
を
つ
ん
で
な
い
と

言
っ
と
い
た
と
思
う
。
な
の
に
、
ミ
サ
キ
は
な
ん
で
万

引
き
の
こ
と
を
ち
く
ら
な
か
っ
た
の
か
と
思
っ
た
。

あ
る
二
年
生
男
子
の
一
回
目
の
感
想
文
で
あ
る
（
前
述
の
女
子

と
は
別
の
ク
ラ
ス
）。
こ
の
生
徒
は
二
回
目
の
感
想
も
、
な
ぜ
そ

う
思
っ
た
の
か
と
い
う
根
拠
を
書
か
な
い
ま
ま
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容

を
書
い
て
き
た
の
で
、「
も
し
ミ
サ
キ
が
マ
サ
エ
の
万
引
き
の
こ

と
を
言
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
た
？
」
と
い
う
質
問
を
し
て
み
た
。

い
く
つ
か
の
や
り
と
り
を
し
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
感
想
が
深

ま
っ
て
い
く
子
は
結
構
多
い
の
だ
が
、
彼
は
、
考
え
て
は
い
る
よ

う
な
の
だ
が
、
何
も
思
い
つ
か
ず
（
あ
る
い
は
言
葉
に
な
ら
ず
）

黙
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
私
の
傍
ら
で
二
人
の
や
り
と

り
を
聞
い
て
い
た
他
の
男
子
生
徒
が
、「
だ
れ
も
相
手
に
し
て
く

れ
ん
の
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
話
に
加
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
言
葉
が

き
っ
か
け
で
、
黙
り
込
ん
で
い
た
生
徒
も
自
分
の
考
え
を
言
い
始

め
、
語
り
合
い
の
中
で
、
少
し
ず
つ
感
想
を
育
て
て
い
っ
た
。
三

回
目
の
感
想
を
書
い
て
い
る
時
も
、
同
じ
三
人
に
よ
る
語
り
合
い

が
あ
り
、
彼
は
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
き
た
。
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に
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
」「
本
を
媒
介
と
し
て
日
々
生
徒
と

つ
な
が
り
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
」
が
、
少
し
は
実
を
結
ん

だ
か
な
と
、
嬉
し
い
気
分
に
浸
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

５
「
つ
な
が
り
」
か
ら
、
ま
た
新
た
に
始
め
る

私
の
中
に
は
ど
の
く
ら
い
た
く
さ
ん
の
”自
分
“
が

い
る
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
こ
の
本
で
何
人
も
の
”自

分
“が
仲
間
入
り
し
た
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
い
ろ
ん

な
人
と
感
想
を
交
流
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
自
分
が
増

え
（
？
）
ま
し
た
。
で
も
、
私
に
と
っ
て
こ
こ
か
ら
が
問

題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
ど
ん
な
と
き
に
ど
の
自
分
を
出

し
て
ど
う
動
く
か
」
で
す
。（
中
略
）
一
冊
の
本
で
こ
ん

な
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

あ
る
一
年
生
が
小
森
さ
ん
に
宛あ

て
て
書
い
た
手
紙
の
一
部
だ
。

彼
女
は
私
に
も
「（
交
流
が
）
楽
し
か
っ
た
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

結
局
、
読
書
指
導
の
際
求
め
ら
れ
る
べ
き
姿
勢
は
、
子
ど
も
た

ち
に
本
を
「
与
え
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
読
書
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

カ
ギ
カ
ッ
コ
を
取
り
払
い
、「
本
を
媒
介
に
し
て
、
自
分
は
子
ど

も
た
ち
と
ど
う
い
う
関
係
性
を
築
く
の
か
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
つ
な
が
り
」
か
ら
始
め
る
読
書
指
導
の
可
能
性
を
、
こ
れ
か

ら
も
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

も
し
自
分
が
ミ
サ
キ
だ
っ
た
ら
、
み
ん
な
か
ら
悪
者
扱

い
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
腹
が
立
っ
て
八
つ
当
た
り
す
る
と

思
い
ま
す
。
で
も
、
八
つ
当
た
り
ば
か
り
で
も
、
状
況
は
悪

く
な
る
ば
か
り
な
の
で
、
ぼ
く
だ
っ
た
ら
、
黙
っ
て
何
も
し

な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
ミ
サ
キ
は
遠
く
の
方
で
筆
箱

が
落
ち
て
も
「
ご
め
ん
な
さ
い
、
私
が
悪
い
ん
で
す
。」
と
言

っ
て
い
る
。
ミ
サ
キ
は
た
ぶ
ん
、
黙
っ
て
い
て
自
分
を
閉
じ

こ
め
て
る
け
ど
、
何
か
言
っ
て
、
ま
わ
り
の
人
に
か
ま
っ
て

も
ら
い
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
思
い
ま
し
た
。（
後
略
）

他
者
と
の
「
つ
な
が
り
」
に
よ
っ
て
、
彼
の
感
想
は
言
語
化
さ

れ
、
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
読
書
感
想
交
流
の
授
業
は
、
全
て
学
校
図
書
館
で
実
施
し

た
。
感
想
を
提
出
し
た
子
は
、
自
由
に
本
を
読
ん
だ
り
、
話
を
し

た
り
し
て
い
た
の
だ
が
、
作
品
を
媒
介
と
し
た
語
り
合
い
も
い
く

ら
か
見
ら
れ
た
。
私
の
周
り
に
も
数
人
の
生
徒
が
来
て
、
執
筆
中

の
生
徒
と
私
の
や
り
と
り
に
参
加
し
て
く
れ
た
。

「
書
く
こ
と
」
に
お
け
る
語
り
合
い
の
力
に
は
、
以
前
か
ら
気

が
つ
い
て
い
た
の
だ
が
、
教
室
空
間
で
は
生
徒
同
士
の
語
り
合
い

が
な
か
な
か
成
立
せ
ず
悩
ん
で
い
た
。
今
回
、
場
所
を
図
書
館
に

移
し
た
だ
け
で
語
り
合
い
が
成
立
し
た
の
に
は
、
拍
子
抜
け
し
た

思
い
だ
っ
た
が
、「
日
ご
ろ
か
ら
学
校
図
書
館
を
語
り
合
い
の
場
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