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Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
熱
い
。
と
い
っ
て

も
本
稿
執
筆
中
（
編
集
部
注
・
２
０
１
７
年
９

月
）
は
北
朝
鮮
や
選
挙
を
め
ぐ
る
情
勢
の

あ
ま
り
の
「
熱
さ
」
に
や
や
隠
れ
始
め

た
気
も
す
る
が
、
そ
し
て
こ
う
な
る
と

「
文
化
・
著
作
権
論
争
が
で
き
る
時
代
の

何
と
幸
福
な
こ
と
よ
」
と
思
う
わ
け
だ

が
、
そ
れ
で
も
昨
年
末
か
ら
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
を
巡
る
論
争
は
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も

含
む
メ
デ
ィ
ア
の
人
気
ト
ピ
ッ
ク
だ
っ

た
。
い
わ
く
京
大
の
入
学
式
の
総
長
式

辞
で
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
歌
詞
を
引
用

し
た
ら
使
用
料
請
求
さ
れ
た
？
と
か
、

強
硬
に
集
め
る
割
に
分
配
が
不
透
明
と

元″
爆
風
ス
ラ
ン
プ
〞
の
メ
ン
バ
ー
に
訴

え
ら
れ
た
？
と
か
だ
が
、
何
と
い
っ
て

は
、「
公
衆
に
聞
か
せ
る
た
め
の
演
奏
・

上
演
」
に
限
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
例
え

ば
小
規
模
な
サ
ー
ク
ル
内
で
の
閉
じ
た

演
奏
な
ど
は
対
象
に
な
ら
な
い
、
と
こ

れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
。
音
楽
教
室
は

ど
う
か
。
場
所
に
も
よ
る
と
思
う
が
、

典
型
的
に
は
教
師
１
名
が
１
名
か
複
数

の
生
徒
を
個
別
指
導
す
る
ス
タ
イ
ル
が

中
心
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
も
ち
ろ
ん
演

奏
は
す
る
が
著
作
権
の
切
れ
た
古
い
曲

も
多
く
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
通
し
で
演

奏
す
る
よ
り
も
該
当
箇
所
を
繰
り
返
し

弾
か
せ
た
り
、
時
に
は
教
師
が
該
当
箇

所
を
模
範
で
弾
い
て
み
せ
る
と
い
っ
た

ス
タ
イ
ル
が
典
型
的
だ
ろ
う
。
発
表
会

を
開
く
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は

別
途
著
作
権
処
理
は
さ
れ
て
い
る
建
前

だ
。

　

う
ん
？　

い
っ
た
い
公
衆
は
ど
こ
に

い
る
？
「
公
衆
」
と
は
「
不
特
定
、
又

は
多
数
の
者
」
を
い
う
。
よ
っ
て
個
人

的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
少
数
の
人
々

は
「
公
衆
」
で
は
な
い
。
サ
ー
ク
ル
メ

ン
バ
ー
な
ど
が
代
表
格
だ
ろ
う
。
Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
主
張
で
は
、
生
徒
に
は
誰

で
も
な
れ
る
の
で
「
不
特
定
」、
ま
た
一

度
に
は
少
数
で
も
入
れ
替
わ
り
や
っ
て

来
る
の
で
合
わ
せ
れ
ば
「
多
数
」、
よ
っ

て
公
衆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、

も
と
ど
め
を
刺
す
の
は
音
楽
教
室
裁
判
、

だ
ろ
う
。

　

何
か
と
い
え
ば
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
以

前
か
ら
ヤ
マ
ハ
な
ど
の
音
楽
教
室
に
著

作
権
の
使
用
料
を
請
求
し
て
き
た
の
だ

が
、
遂
に
来
年
（
編
集
部
注
・
２
０
１
８
年
）

か
ら
徴
収
実
施
の
方
針
を
固
め
た
。
使

用
料
は
音
楽
教
室
の
受
講
料
収
入
の
２
・

５
％
で
、
こ
れ
は
実
効
レ
ー
ト
で
い
う
と

コ
ン
サ
ー
ト
の
際
の
著
作
権
使
用
料
の

比
率
に
か
な
り
近
い
。
音
楽
教
室
側
は
猛

反
発
。
逆
に
「
教
室
で
の
指
導
に
著
作

権
は
及
ば
な
い
こ
と
」
の
確
認
を
求
め
て

約
２
５
０
社
が
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
を
提
訴

す
る
と
と
も
に
、
48
万
人
分
の
反
対
署

名
を
文
化
庁
に
提
出
し
た
。
さ
す
が
に

著
作
権
で
こ
の
規
模
の
署
名
数
は
、
記
憶

に
な
い
。
自
ら
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る

宇
多
田
ヒ
カ
ル
、『
残
酷
な
天
使
の
テ
ー

ゼ
』
の
及
川
眠
子
、RHYM

ESTER

の

面
々
な
ど
も
次
々
と
「
学
校
・
教
室
か
ら

は
取
っ
て
欲
し
く
な
い
」
と
発
言
す
る
な

ど
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
側
か
ら
も
異
論
が
出

て
い
る
が
、
当
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
今
の

と
こ
ろ
徴
収
方
針
を
撤
回
す
る
様
子
は

皆
無
だ
。

　
一
体
何
が
問
題
な
の
か
。
著
作
権
が
作

品
の
演
奏
や
上
演
に
関
連
し
て
働
く
の

福井健
策の

演
　
劇
×
著
作
権
×
法
　
律
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こ
そ
、
世
界
的
に
も
教
室
内
で
の
指
導

に
著
作
権
を
及
ぼ
す
か
は
微
妙
な
領
域

で
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
営
利
・
非
営

利
を
問
わ
ず
教
育
機
関
で
の
演
奏
に
著

作
権
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
明
文
の
規

定
を
置
く
例
も
あ
る
。
大
き
な
論
点
な

の
だ
。

　

さ
て
ど
う
な
る
？　

音
楽
教
室
・
Ｊ

Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
と
も
引
く
構
え
は
な
く
、

こ
の
ま
ま
な
ら
ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
重

大
な
判
決
に
な
り
そ
う
だ
。
仮
に
Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
勝
訴
で
も
大
き
な
後
遺
症
を

残
す
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
９
月
に
は

ア
ジ
ア
法
律
家
協
会
（
ロ
ー
エ
イ
シ
ア
）

の
年
次
大
会
が
東
京
で
あ
り
、「
著
作
権

の
集
中
管
理
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
パ
ネ

ル
が
開
か
れ
た
。
筆
者
も
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
等
の
統
括
団
体
の
ア
ジ
ア
代
表
も

登
壇
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
著
作
権
の

集
中
管
理
の
利
便
性
・
重
要
性
」
と
と

も
に
、「
そ
の
運
営
の
透
明
性
や
説
明
責

任
」
も
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

著
作
権
は
稽
古
に
も
及
ぶ
べ
き
な
の

か
？　

著
作
権
の
集
中
管
理
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
？　

こ
の
問
題
、
利
用
者
で

あ
り
権
利
者
で
も
あ
る
演
劇
人
に
と
っ

て
も
、
全
く
他
人
事
で
は
な
い
。
さ
あ
、

皆
さ
ん
は
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
か
。

あ
き
ら
め
る
の
か
。

　

こ
う
し
た
影
響
は
、
実
は
児
童
劇
団

や
通
常
の
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
に
も
及
ぶ
。

既
存
の
戯
曲
や
既
存
の
振
り
付
け
を
稽

古
に
使
う
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
日

常
茶
飯
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
で
は
各

劇
団
や
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
は
個
別
に
そ

の
許
可
を
取
っ
て
回
る
の
か
。
戯
曲
や

振
付
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
な
い
。
発
表
会

の
た
め
の
許
可
と
は
ケ
タ
が
違
う
苦
労

に
な
り
そ
う
だ
。
い
や
、
そ
も
そ
も
通

常
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
劇
団
で
の
日
常

の
稽
古
は
ど
う
か
。
オ
ケ
や
大
規
模
な

劇
団
と
な
る
と
メ
ン
バ
ー
は
50
名
を
優

に
超
え
る
と
こ
ろ
も
珍
し
く
な
い
。「
多

数
」
だ
か
ら
「
公
衆
」
だ
。
で
は
既
存

作
品
を
練
習
す
る
際
に
個
別
に
許
可
を

取
る
の
か
。
音
大
や
専
門
学
校
は
ど
う

か
。
こ
れ
ら
は
非
営
利
団
体
だ
か
ら
「
非

営
利
演
奏
」（
38
条
）
と
い
う
例
外
規
定

で
で
き
る
と
い
う
指
摘
も
あ
ろ
う
。
が
、

実
は
稽
古
が
「
公
衆
に
聞
か
せ
る
た
め

の
演
奏
・
上
演
」
だ
と
な
る
と
、
こ
れ

ら
の
例
外
規
定
は
効
か
な
く
な
る
可
能

性
も
あ
る
（
詳
細
は
省
略
）。

　

こ
う
考
え
る
と
、
ど
う
も
「
営
利
だ

か
ら
稽
古
か
ら
も
お
金
を
取
れ
」
と
い

う
ほ
ど
単
純
な
問
題
で
も
、
影
響
が
小

さ
い
問
題
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
だ
か
ら

き
と
い
う
の
も
い
さ
さ
か
乱
暴
だ
。
例

え
ば
テ
レ
ビ
や
新
聞
だ
っ
て
営
利
企
業

で
あ
り
ニ
ュ
ー
ス
報
道
で
も
儲
け
て
い

る
が
、
著
作
権
は
「
報
道
利
用
」
に
は

及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

広
が
っ
た
反
発
の
背
景
に
は
「
音
楽
教

室
は
音
楽
文
化
の
す
そ
野
で
あ
っ
て
、

練
習
し
な
け
れ
ば
弾
け
る
よ
う
に
な
ら

な
い
の
に
、
そ
こ
を
抑
制
し
て
か
え
っ

て
文
化
の
根
を
弱
ら
せ
て
し
ま
わ
な
い

か
」
と
い
う
危
惧
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
実
際
、
こ
の
問
題
は
単
に
２・５
％
が

高
い
か
低
い
か
と
い
う
単
純
な
論
争
と

は
少
し
違
う
。
著
作
権
が
及
ぶ
と
い
う

こ
と
は
、「
許
可
が
な
け
れ
ば
練
習
で
き

な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
と
な
る
と
、
影

響
は
も
っ
と
大
き
い
。
例
え
ば
、
Ｊ
Ａ

Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
確
か
に
世
界
中
の
プ
ロ
の

楽
曲
の
ほ
と
ん
ど
を
日
本
で
管
理
し
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
ゲ
ー
ム
音
楽
や
ワ
ー

ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
で
は
非
管
理

曲
も
多
い
。
人
気
の
ゲ
ー
ム
音
楽
を
練

習
し
た
い
と
い
う
需
要
は
今
ど
き
は
多

い
と
聞
く
が
、
そ
の
場
合
は
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
で
は
許
可
は
出
せ
な
い
こ
と
に
な

る
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
個
別
の
音
楽

教
室
が
ゲ
ー
ム
会
社
に
連
絡
を
取
っ
て

練
習
の
許
可
を
貰
う
の
か
。
そ
れ
が
で

き
な
い
場
合
は
、
教
え
る
こ
と
自
体
を

か
つ
て
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
社
交
ダ
ン
ス

教
室
に
著
作
権
使
用
料
を
求
め
た
裁
判

で
も
最
高
裁
は
生
徒
た
ち
を
「
公
衆
」

と
認
め
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
彼
ら

の
強
い
自
信
を
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

な
る
ほ
ど
。
社
交
ダ
ン
ス
教
室
で
流

さ
れ
る
曲
は
既
に
録
音
さ
れ
た
プ
ロ
の

演
奏
な
ど
で
、
そ
れ
を
公
衆
で
あ
る
生

徒
が
聴
き
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
と
い
え

ば
、
ま
あ
ま
だ
わ
か
る
。
し
か
し
音
楽

教
室
で
は
教
師
や
生
徒
が
指
導
・
練
習

の
た
め
に
断
片
的
に
弾
く
の
が
中
心
だ
。

そ
れ
が
「
公
衆
で
あ
る
生
徒
に
聞
か
せ

る
た
め
の
演
奏
」
か
？
「
公
衆
に
聞
か

せ
る
た
め
の
演
奏
」
と
い
え
ば
念
頭
に

あ
る
の
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
発
表
会
だ
ろ

う
か
ら
、
ど
う
も
教
室
で
の
指
導
と
な

る
と
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
気
が
す
る
。
な

ん
と
い
う
か
、「
公
衆
演
奏
の
ひ
と
つ
前

の
準
備
の
段
階
に
つ
い
て
著
作
権
を
及

ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
印
象
が

あ
る
の
だ
。

　
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
側
は
、「
ヤ
マ
ハ
な
ど

は
大
い
に
儲
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
作

詞
家
・
作
曲
家
に
還
元
す
べ
き
だ
」
と

主
張
す
る
。
わ
か
る
の
だ
が
、
た
だ
将

来
の
徴
収
対
象
に
は
個
人
経
営
の
音
楽

教
室
も
入
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

儲
け
て
い
れ
ば
全
て
著
作
権
が
及
ぶ
べ


