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は
じ
め
に

　

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か

︱
︒

　

灼
熱
の
太
陽
の
下
で
ず
ら
り
と
列
を
つ
く
り
︑
ず
っ
し
り
と
根
を
下
ろ
す
︒
台
風
や
干
ば
つ
と
い
っ
た

自
然
の
猛
威
に
晒
さ
れ
て
も
︑
じ
っ
と
耐
え
抜
い
て
い
る
︒
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
表
情
を
見
せ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
︑
土
着
的
な
雰
囲
気
を
放
つ
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
姿
は
奇
妙
な
形
を
し
て
い
て
︑
螺
旋
状
の
柄
の
表

皮
か
ら
は
甘
酸
っ
ぱ
い
香
り
を
漂
わ
せ
て
こ
ち
ら
を
魅
了
す
る
︒
よ
く
よ
く
見
る
と
︑
王
冠
を
の
せ
て
何

か
を
主
張
す
る
よ
う
に
構
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑
何
か
に
身
を
ま
か
せ
る
よ
う
に
傾か
し

げ
て
い
る
も
の
も
あ

る
︒
こ
う
し
た
多
彩
な
表
情
や
調
子
を
見
せ
て
く
れ
る
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
が
本
書
の
題
材
で
あ
る
︒

　

本
書
の
舞
台
と
な
る
の
が
︑
沖
縄
県
の
南
西
端
に
位
置
す
る
八や

重え

山や
ま

諸
島
︵
以
下
︑
八
重
山
︶
で
あ
る
︒

そ
の
中
で
も
政
治
・
経
済
・
交
通
の
要
所
で
あ
る
石い
し

垣が
き

島じ
ま

に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
︒
八
重
山
は
四

方
を
海
で
囲
ま
れ
た
海
洋
周
辺
地
域
で
あ
り
︑
人
と
モ
ノ
の
移
動
が
活
発
な
国
境
に
隣
接
し
た
境
界
地
域

で
も
あ
る
た
め
︑
首し
ゅ

里り

や
那な

覇は

を
中
心
と
す
る
沖
縄
本
島
と
は
ま
た
違
っ
た
独
自
の
歴
史
や
文
化
が
形
成

さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
独
自
性
を
生
み
出
し
て
い
る
要
素
の
一
つ
が
︑
石
垣
島
か
ら
約
二
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
距
離
に
あ
る
台
湾
の
存
在
で
あ
る
︒

　

台
湾
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
五
〇
年
間
︑
日
本
統
治
下
に
あ
り
︑
こ
の
時
期
に
パ
イ
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ン
産
業
が
開
化
し
た
︒
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
で
は
︑
台
湾
総
督
府
の
統
計
資
料
で
﹁
パ
イ
ン
﹂
と
い
う

略
称
が
用
い
ら
れ
た
り
︑
一
九
三
五
年
に
設
立
さ
れ
た
台
湾
合
同
鳳
梨
株
式
会
社
を
﹁
合
同
鳳パ
イ
ン梨
﹂
と
読

ま
せ
た
り
︑﹁
パ
イ
ン
﹂
と
い
う
呼
び
名
が
通
っ
て
い
た
︵
渡
辺 1939

︶︒
こ
の
合
同
鳳
梨
は
台
湾
総
督
府

の
主
導
に
よ
っ
て
七
五
の
パ
イ
ン
缶
詰
工
場
が
一
つ
に
統
廃
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
統
廃
合
に
よ

っ
て
放
り
出
さ
れ
た
台
湾
人
事
業
者
が
新
天
地
を
求
め
て
石
垣
島
中
部
に
入
植
し
︑
パ
イ
ン
生
産
を
開
始

し
た
︒
こ
れ
が
石
垣
島
で
の
パ
イ
ン
産
業
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
︵
林 1984

︶︒
つ
ま
り
︑
日
本
統
治
下
に

あ
っ
た
台
湾
の
パ
イ
ン
産
業
と
石
垣
島
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
パ
イ
ン
産
業
は
︑
歴
史
上
︑
地
続
き
に
存
在

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

そ
の
後
︑
日
本
が
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
︑
戦
況
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
て
︑
石
垣
島
で
の
パ
イ
ン
生
産

は
中
断
さ
せ
ら
れ
る
が
︑
日
本
の
敗
戦
後
に
米
国
施
政
権
下
に
置
か
れ
た
石
垣
島
で
︑
い
ち
早
く
種し
ゅ

苗
び
ょ
う

増
殖
と
生
産
に
取
り
組
み
︑
パ
イ
ン
缶
詰
製
造
の
礎
い
し
ず
えを
築
い
た
の
も
台
湾
人
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
こ
う
し

た
台
湾
人
と
と
も
に
パ
イ
ン
缶
詰
の
た
め
の
原
料
農
作
物
の
生
産
に
励
ん
だ
の
が
︑
沖
縄
各
地
か
ら
石
垣

島
に
移
り
住
ん
だ
農
業
開
拓
移
民
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
︒
移
民
が
入
植
し
た
開
拓

地
の
厳
し
い
自
然
条
件
に
耐
え
ら
れ
る
作
物
が
パ
イ
ン
で
あ
り
︑
得
難
い
換
金
作
物
な
い
し
商
品
作
物
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
戦
後
の
食
糧
難
と
引
き
揚
げ
に
よ
る
人
口
増
加
と
土
地
不
足
︑
琉
球
政
府

︵
一
九
五
二
年
四
月
成
立
︶
の
八
重
山
開
拓
移
住
政
策
︑
そ
し
て
米
軍
基
地
建
設
に
よ
る
強
制
的
な
土
地
接

収
な
ど
の
種
々
の
事
情
か
ら
︑
親
し
み
慣
れ
た
故
郷
の
土
地
を
離
れ
て
石
垣
島
へ
と
渡
っ
た
移
民
は
︑
決

し
て
﹁
肥
沃
な
土
地
﹂
と
は
い
え
な
い
開
拓
地
で
パ
イ
ン
生
産
に
取
り
組
み
始
め
た
の
で
あ
る
︒

　

お
お
よ
そ
南
北
両
回
帰
線
の
間
に
原
産
す
る
熱
帯
果
樹
の
パ
イ
ン
は
︑
比
較
的
︑
台
風
や
干
ば
つ
に
強

く
︑
水
は
け
が
悪
い
山
地
で
も
栽
培
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
戦
後
復
興
に
追
わ
れ
る
沖
縄
に
お
い
て
重
要
作

物
と
さ
れ
︑
生
産
が
奨
励
さ
れ
た
︒
パ
イ
ン
産
業
は
日
本
政
府
に
よ
っ
て
パ
イ
ン
缶
詰
の
関
税
優
遇
措
置

が
と
ら
れ
︑
琉
球
政
府
の
パ
イ
ン
産
業
育
成
政
策
と
と
も
に
本
土
資
本
の
工
場
進
出
が
助
長
さ
れ
た
こ
と

で
︑
一
九
六
〇
年
に
は
石
垣
島
で
パ
イ
ン
缶
詰
工
場
が
八
つ
に
増
え
︑
基
幹
産
業
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
急

成
長
し
た
︒
こ
う
し
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
パ
イ
ン
産
業
の
拡
大
と
好
景
気

を
﹁
パ
イ
ン
ブ
ー
ム
﹂
と
呼
ん
だ
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
九
七
〇
年
代
の
冷
凍
パ
イ
ン
の
貿
易
自
由
化
︑
台

風
・
干
ば
つ
の
自
然
災
害
と
生
産
環
境
の
悪
化
に
よ
る
離
農
︑
沖
縄
施
政
権
返
還
後
の
円
高
不
況
や
オ
イ

ル
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
影
響
を
受
け
︑
パ
イ
ン
産
業
は
斜
陽
産
業
へ
と
転
落
し
て
い
っ
た
︒
一
九
八
〇
年
代

に
は
次
々
と
缶
詰
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
︑
原
料
買
取
価
格
も
低
迷
し
︑
生
産
者
の
生
産
意
欲
が
減
退
し
て
い

く
な
か
で
︑
一
九
九
〇
年
代
に
は
パ
イ
ン
缶
詰
の
貿
易
自
由
化
と
外
国
産
缶
詰
の
輸
入
量
増
加
も
あ
り
︑

石
垣
島
で
操
業
し
て
い
た
最
後
の
缶
詰
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
一
時
隆
盛
を
誇
っ
た
パ
イ
ン

産
業
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
を
境
に
︑
生
産
者
は
缶
詰
工
場
で
の
加
工
処
理
を
前
提
と

し
な
い
生せ
い

果か

の
生
産
に
切
り
替
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

パ
イ
ン
産
業
へ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
保
護
政
策
と
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
農
業
の
構
造
的
特
質
は
︑

沖
縄
の
被
支
配
的
な
歴
史
的
過
程
と
社
会
経
済
構
造
と
と
も
に
多
方
面
か
ら
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
︑
間
違
い
な
く
い
え
る
の
は
︑
パ
イ
ン
産
業
が
圧
倒
的
に
条
件
不
利
で
あ
る
離
島
地
域
に
多
数
の
雇

用
を
生
み
出
し
︑
地
域
経
済
を
支
え
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
糖と
う

業ぎ
ょ
うと

並
ん
で
沖
縄
の
社
会
経
済
を
測
る
一
つ
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の
尺
度
と
し
て
役
目
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

本
書
の
題
材
で
あ
る
パ
イ
ン
は
︑
他
の
熱
帯
果
樹
に
は
な
い
︑
時
代
状
況
や
社
会
の
あ
り
よ
う
を
映
し

出
す
鏡
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
︑
舞
台
と
な
る
石
垣
島
に
も
︑
辺
境
地
の
離
島
で
あ
る
ゆ
え
の
特
有
の
歴

史
と
文
化
︑
そ
し
て
移
民
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
両

者
に
は
圧
倒
的
な
固
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

有
性
が
あ
り
︑
そ
れ
が
多
く
の
人
び
と
の
心
を
惹
き
つ
け
て
き
た
理
由
で
も
あ
る
︒

　

た
だ
し
︑
ど
ん
な
に
強
烈
な
固
有
性
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
︵
逆
に
固
有
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
し
て

も
︶︑
社
会
の
認
識
枠
組
み
や
社
会
の
価
値
観
次
第
で
︑
そ
れ
は
﹁
弱
み
﹂
に
も
な
り
︑﹁
強
み
﹂
に
も
な

り
う
る
︒
言
う
な
れ
ば
︑
モ
ノ
も
人
も
︑
そ
し
て
地
域
も
︑
相
互
行
為
に
よ
っ
て
新
た
な
認
識
枠
組
み
や

価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
消
極
的
・
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
性
質
や
事
柄
を
自
ら
の
固

有
性
と
し
て
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
書
の
内
容
に
沿
っ
て
い
え
ば
︑
ど
の
よ
う
に
辺
境
地
や
条
件

不
利
地
域
と
さ
れ
る
石
垣
島
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
酸
性
土
壌
作
物
で

あ
る
パ
イ
ン
の
持
ち
味
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
固
有
性
の
行
方
は
社
会
の
中

で
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

先
回
り
し
て
結
論
め
い
た
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
う
と
︑
石
垣
島
の
パ
イ
ン
は
天
然
に
自
生
し
て
い
た
わ

け
で
も
︑
伝
統
的
に
栽
培
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
く
︑
広
範
な
地
域
の
中
で
︑
世
代
を
越
え
て
多
く
の

人
が
関
わ
っ
た
生
産
活
動
や
︑
そ
れ
に
伴
う
試
行
錯
誤
や
価
値
転
換
か
ら
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
た
成
果
で
あ

り
︑
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
固
有
性
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
︑
パ
イ
ン
は

石
垣
島
の
地
域
農
業
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
︑
地
域
資
源
と
し
て
多
方
面
で
活
用
さ
れ
︑﹁
南ぱ
い

ぬ
島し
ま

﹂
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
観
光
の
面
で
も
幅
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
石
垣
島
に
と
っ
て
パ
イ
ン
は
重
要
な
地
域
資
源
で
あ
る
が
︑
当
然
︑
一
つ
ひ
と
つ
の
パ
イ

ン
を
手
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
単
な
る
生
産
物
や
商
品
に
す
ぎ
な
い
︒
む
ろ
ん
︑
パ
イ
ン
自
体
が
時
代
や
社

会
に
つ
い
て
流
暢
に
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
が
︑
こ
ち
ら
側
か
ら
パ
イ
ン
に
近
づ
き
︑
そ
の
生
態
や

生
産
の
プ
ロ
セ
ス
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
︑
石
垣
島
の
環
境
や
歴
史
が
鮮
明
に
な
り
︑
社
会
史
の
輪
郭

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
石
垣
島
を
越
え
て
広
が
る
沖
縄
︑
日
本
︑
台
湾
と
の
複

雑
な
関
係
が
現
れ
︑
戦
前
の
帝
国
主
義
的
な
植
民
地
支
配
や
戦
後
の
地
域
開
発
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
め
ぐ

る
市
場
経
済
や
貿
易
自
由
化
の
社
会
的
課
題
も
露
わ
に
な
る
︒
こ
う
し
た
世
界
市
場
と
資
本
制
︑
帝
国
と

国
民
国
家
と
い
っ
た
近
代
的
装
置
が
も
た
ら
す
力
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
︑
石
垣
島
の
移
民
は
近
代
を
表

象
す
る
よ
う
な
パ
イ
ン
生
産
に
よ
っ
て
︑
こ
の
地
で
生
き
抜
い
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
激
動
の
時
代

や
社
会
を
越
え
て
辺
境
地
の
条
件
不
利
地
域
に
根
付
い
た
パ
イ
ン
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
︒
現
在
の
石
垣

島
は
観
光
地
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
人
歩
き
し
︑
そ
の
重
層
的
な
姿
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
︑
地
域
研

究
の
対
象
と
し
て
豊
か
な
条
件
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い
え
る
︒

　

本
書
は
︑
沖
縄
が
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
基
地
被
害
や
公
害
・
環
境
汚
染
と
い
っ
た
﹁
沖
縄
問

題
﹂
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
︒
沖
縄
と
日
本
本
土
と
の
不
平
等
な
関
係
と
沖
縄
の
自

律
を
阻
ん
で
き
た
援
助
依
存
型
経
済
の
諸
問
題
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
︑
沖
縄
社
会
が
置
か
れ
た
現
状
に

対
し
て
迂
遠
に
問
題
提
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
戦
前
の
帝
国
主
義
的
な
コ
ロ
ニ
ア

リ
ズ
ム
か
ら
戦
後
の
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
至
る
多
層
的
な
﹁
植
民
地
化
︵colonization

︶﹂
の
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問
題
は
︑
沖
縄
を
越
え
て
一
人
ひ
と
り
が
向
き
合
い
考
え
続
け
な
け
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ィ
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︑
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﹂
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︑
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︑
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︑
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﹁
根
っ
こ
﹂
の
部
分
で
あ
る
︒
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︒
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