
はじがき

は
じ
が
き

な
ん
で
も
そ
ろ
う
既
製
品
、
な
ん
で
も
し
て
も
ら
え
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
、
迫
力
満
点
で
タ
メ
に
な
る

「お
も
い
ッ

き
リ
テ
レ
ビ
」
や

「た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン
」
。
―
―
こ
ん
な
時
代
に
家
庭
科
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
人
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
授
業
に
は
り
あ
い
が
な
く
な

っ
た
と
い
う
教
師
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
反
対
で
あ
る
。
こ
ん
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
家
庭
科
は
必
要
で
あ
り
、
先
生
た
ち
に
は
は
り
き

っ
て
ほ
し
い
。

本
書
は
、
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
応
援
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「家
庭
科
は
生
活
に
密
着
し
て
い
る
か
ら
大
切
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
当
然
の
常
套
句
に
安
住
し
な
い

ほ
う
が
い
い
。
衣
食
住
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
子
ど
も
た
ち
が
成
長
す
る
こ
と
と
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
ね
ば
り
強
く
考
え
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
「家
庭
科
が
楽
し
い
」
と
い
う
多
く
の
子
ど
も
た
ち
の

声
に
こ
た
え
て
、
も

っ
と
も

っ
と
楽
し
く
す
る
と
と
も
に
、
「楽
し
さ
」
の
深
い
意
味
を
探

っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
、

筆
者
の
願
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
機
の
も
と
に
、
ま
ず
、
学
校
教
育
の
制
度

（学
習
指
導
要
領
）
と
消
費
生
活

・
家
族
生
活
の
実
態

と
の
両
面
か
ら
、
こ
の
教
科
の
主
題
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る

（第

一
、
二
章
）
。

つ
い
で
、
素
朴
な
疑
間
に
向
き
合
う
。
「買
え
ば
す
む
も
の
を
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
作
る
の
か
」
「家
庭
科
に
は

一
貫
す

る
文
化
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
「教
科
は
役
に
立
た
な
け
れ
ば
ダ
メ
な
の
か
」
「家
庭
科
は
家
庭

（家
族
）
に
ど
う

こ
だ
わ
る
の
か
」
と
い
っ
た
疑
問
群
。
「男
が
家
庭
科
を
学
ん
だ
り
教
え
る
こ
と
」
に
違
和
感
を
も

つ
人
が
ま
だ
い



る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
も
疑
間
の
ひ
と
つ
に
加
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
根
本
的
で
、
な
か

な
か
の
難
間
で
あ
る
が
、
少
し
ば
か
り
腰
を
据
え
て
考
え
答
え
て
み
た
い

（第
二
～
七
章
）
。

し
ょ
せ
ん
家
庭
科
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
れ
ど
家
庭
科
で
あ
る
。
知
的
刺
激
に
富
み
、
グ
ッ
ド

・
ト
ゥ
ー

・
シ
ン
ク
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
疑
間
に
と
ま
ど
い
考
え
て
ゆ
く
う
ち
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も

生
活
観
や
人
間
観
が
か
た
ち
を
な
し
て
く
る
の
で
、
思
い
き

っ
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
い

わ
ゆ
る
総
合
学
習

へ
の
と
り
く
み
姿
勢
や
生
涯
学
習
の
枠
組
み
が
ほ
の
見
え
て
く
る

（第
八
～
十
章
）
。

本
書
に
は
、
具
体
的
な
教
材
例
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
不
満
を
覚
え
る
読
者
に
は
、
ご

寛
恕
を
請
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
、
教
育
の
現
場
は
理
想
や
理
屈
で
は
か
た
づ
か
な
い
、
と
い
う
意
見
も
多
か
ろ
う
。

実
践
の
場
な
ら
で
は
の
課
題
や
毎
日
の
多
忙
さ
と
心
労
は
痛
い
ほ
ど
に
わ
か
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
何
を
思
い
何

を
見
つ
め
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
や
授
業
に
か
か
わ

っ
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
は
反
省
し
つ
づ
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
も

あ
れ
、
「私
は
な
ぜ
家
庭
科
を
教
え
る
の
か
」
と
い
う
き
わ
め
て
大
事
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
執
拗
な
ほ
ど
に

論
じ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

「生
き
る
力
」
に
つ
い
て
も
、
多
元
多
層
で
論
じ
て
い
る
。
考
え

る
き

っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

本
書
を
、
家
庭
科
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
広
く
、
他
教
科
に
か
か
わ
る
教
員
や
教
育
関
係
者
の
方
々
が
お

読
み
く
だ
さ
れ
ば
と
願
う
。
そ
し
て
、
教
科
の
人
間
的
意
味
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
、
諸
教
科
の
底
に

通
い
合
う
教
育
の
理
念
が
探
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
を
つ
よ
く
願
う
。
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