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は
じ
め
に
（
書
き
下
ろ
し
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
叢
書
第
二
弾
と
な
り
ま
す
、
後
藤
和
智
で
す
。
今
回
は
、
ロ
ス
ジ
ェ
ネ

論
客
の
思
想
的
責
任
を
問
う
と
い
う
内
容
で
す
。

２
０
２
３
年
は
、
２
０
２
１
年
に
い
わ
ゆ
る
「
若
手
論
客
」
の
ひ
と
り
と
し
て

メ
デ
ィ
ア
に
露
出
し
て
い
る
経
済
学
者（
？
）の
成
田
悠
輔
に
よ
る
高
齢
者
に「
集

団
自
決
」
を
勧
め
よ
、
と
い
う
発
言
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
若
者
」

の
立
場
か
ら
反
高
齢
者
的
な
言
説
を
開
陳
す
る
芸
人
で
あ
る
た
か
ま
つ
な
な
の

「
活
躍
」
も
あ
り
、
主
に
４
０
～
５
０
代
の
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
／
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
・
就
職
氷
河
期
世
代
が
「
自
分
た
ち
は
つ
い
に
若
者
に
切
り
捨

て
ら
れ
る
立
場
に
な
っ
た
の
だ
」と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
言
説
や
行
動
が
高
齢
者
に
対
す
る
差
別
扇
動
で
あ
る
と
い

う
指
摘
は
正
し
い
で
す
。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
言
説
に
つ
い
て
怯
え
て
み
せ
る「
ロ

ス
ジ
ェ
ネ
」
は
、
果
た
し
て
無
辜
の
被
害
者
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
問

わ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
正
社
員
や
高
齢
者
な
ど

を
「
既
得
権
」
と
し
て
指
弾
し
、
彼
ら
に
対
し
て
退
場
せ
よ
、
と
い
う
の
は
、
ま

さ
に
２
０
０
０
年
代
に
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
が
熱
狂
し
た
言
説
だ
か
ら
で
す
。

具
体
的
な
論
客
の
一
部
は
本
書
や
、
本
書
と
同
時
に
出
る
予
定
の
『
間
違
い
だ
ら

け
の
論
客
選
び
Ｒ
ｅ
ｖ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
』
に
出
て
き
ま
す
が
、
現
在
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍

し
て
い
る
「
若
手
論
客
」
の
高
齢
者
排
除
的
な
言
説
は
、
２
０
０
０
年
代
の
ロ
ス

ジ
ェ
ネ
論
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
か
言
い
様
が
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
当
時
大

学
生
や
若
手
社
員
な
ど
と
し
て
そ
れ
ら
の
言
説
に
熱
狂
し
て
き
た
エ
リ
ー
ト
層

が
、
メ
デ
ィ
ア
で
責
任
の
あ
る
立
場
に
あ
り
、
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
よ
う

な
若
い
世
代
を
起
用
し
て
い
る
、
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
よ
う
な
心
性
を
刺
激
し
た
論
客
は
、
２
０
１
２
年
の
自
民
党
政
権
の
誕
生
と
も

無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
た
ち
が
熱
狂
し
て
き
た
言
説
に
対
す
る
反
省
を
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ

ら
を
忘
却
し
て
若
い
世
代
を
怯
え
、
憎
ん
で
み
せ
る
こ
と
は
欺
瞞
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
態
度
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
、
政
治
的
な

立
場
の
保
革
を
問
わ
ず
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
に
幅
広
く
見
ら
れ
ま
す
。
今
こ

そ
、「
私
た
ち
」
が2000

年
代
に
熱
狂
し
た
言
説
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
直
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

橋
本
努
の
格
差
社
会
論
を
読
む
（「
コ
ミ
ッ

ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
82
」
サ
ー
ク
ル
ペ
ー
パ
ー 

2012.08.12

）

「
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
」
の
「
検
証
・
格
差
論
」
の
筆
者
と
し
て
こ
れ
は
採
り
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
考
が
、メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン「
α
－
ｓ
ｙ
ｎ
ｏ
ｄ
ｏ
ｓ
」

第
１
０
４
号
（
２
０
１
２
年
7
月
15
日
配
信
）
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
つ

い
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
橋
本
努
に
よ
る
「
格
差
社
会
論
と
は
何
で
あ
っ
た

の
か
」
で
す
。

橋
本
は
、
２
０
０
０
年
代
の
格
差
社
会
論
者
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
が
《
間
接

的
に
で
あ
れ
、
新
自
由
主
義
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う

事
実
》（
橋
本
努[2012]

）が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば『
不
平
等
社
会
日
本
』

（
中
公
新
書
、
２
０
０
０
年
）
を
出
し
た
佐
藤
俊
樹
に
つ
い
て
、
橋
本
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ま
す
。
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例
え
ば
、「
不
平
等
社
会
日
本
」
の
現
実
を
突
き
つ
け
た
佐
藤
俊
樹
の
ス

タ
ン
ス
は
、基
本
的
に
は
、「
機
会
の
平
等
」
を
重
ん
じ
て
「
結
果
の
平
等
」

を
排
す
と
い
う
、
自
由
主
義
の
原
則
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
統
計
上
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
不
平
等
と
い
う
も
の
は
、

厳
密
に
は
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
橋
本
、
前
掲
）

こ
の
よ
う
な
「
機
会
の
不
平
等
」
を
問
題
視
す
る
ス
タ
ン
ス
は
、
主
に
リ
ベ
ラ

ル
と
さ
れ
る
論
者
の
間
で
広
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
橋
本
は
触
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、こ
の
時
期
に
出
た
斎
藤
貴
男
の
著
書
が『
機
会
不
平
等
』（
文
藝
春
秋
、

２
０
０
０
年
。
現
在
は
岩
波
現
代
文
庫
で
読
め
る
）
で
あ
り
、
他
に
も
多
く
の
論

者
が
「
機
会
」
の
不
平
等
、
す
な
わ
ち
進
学
や
就
職
の
「
機
会
」
が
保
障
さ
れ
て

い
た
そ
れ
ま
で
の
戦
後
民
主
主
義
社
会
が
崩
壊
し
、
階
層
化
が
進
ん
で
い
る
と
い

う
議
論
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
正
当
な
後
継
者
と
言
え
る
の

が
、後
で
橋
本
も
言
及
し
て
い
る
山
田
昌
弘
の
『
希
望
格
差
社
会
』（
筑
摩
書
房
、

２
０
０
４
年
。
現
在
は
ち
く
ま
文
庫
で
読
め
る
）
で
し
ょ
う
。
し
か
し
佐
藤
の
議

論
は
石
田
浩
に
よ
っ
て
、
同
じ
デ
ー
タ
を
別
の
方
向
か
ら
見
る
と
世
代
間
継
承
性

は
む
し
ろ
弱
ま
っ
て
い
る
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
石
田
は
別
の
統
計
手
法

を
用
い
た
結
果
、階
層
間
移
動
の
固
定
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
ま
す
。

橋
本
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

こ
う
し
た
困
難
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
統
計
デ
ー
タ
を
恣
意
的
に
用
い

て
政
策
を
進
め
る
か
、
あ
る
い
は
統
計
デ
ー
タ
を
ま
っ
た
く
利
用
せ
ず
に
、

機
会
の
形
式
的
な
平
等
の
み
を
制
度
的
に
保
障
す
る
と
い
う
古
典
的
自
由
主

義
の
立
場
に
立
つ
か
、
い
ず
れ
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
よ
う
。
私
た
ち
が
社
会

科
学
者
と
し
て
誠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
後
者
の
立
場
に
立
つ
か
、
あ
る
い

は
自
身
の
政
治
的
立
場
表
明
を
控
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
格
差
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
客
観
性
と
政
治
性
の
あ
い
だ
で

ジ
レ
ン
マ
を
か
か
え
ざ
る
を
え
な
い
。
佐
藤
の
慧
眼
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を

直
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
橋
本
、
前
掲
）

し
か
し
、「
若
者
論
と
統
計
学
」
を
掲
げ
る
サ
ー
ク
ル
を
主
宰
し
て
い
る
私
と

し
て
は
、
橋
本
の
こ
の
よ
う
な
《
統
計
デ
ー
タ
を
恣
意
的
に
用
い
て
政
策
を
進
め

る
か
、
あ
る
い
は
統
計
デ
ー
タ
を
ま
っ
た
く
利
用
せ
ず
に
、
機
会
の
形
式
的
な
平

等
の
み
を
制
度
的
に
保
障
す
る
と
い
う
古
典
的
自
由
主
義
の
立
場
に
立
つ
か
》
と

い
う
対
立
構
造
を
持
ち
出
す
と
い
う
態
度
が
い
ま
い
ち
理
解
し
が
た
い
の
で
す
。

確
か
に
統
計
は
恣
意
的
で
す
（
そ
ん
な
こ
と
は
統
計
を
扱
う
人
な
ら
誰
で
も
知
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
）
が
、
統
計
の
見
方
に
よ
っ
て
社
会
の
見
え

方
が
変
わ
る
と
い
う
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
事
実
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
恣
意
的

な
統
計
に
基
づ
い
た
政
策
を
行
う
の
か
、
統
計
な
ど
全
く
無
視
す
る
か
と
い
う
議

論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
飛
躍
が
過
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
橋
本
が
《
私
た
ち
が
社
会
科
学
者
と
し
て
誠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
後
者

の
立
場
に
立
つ
か
、
あ
る
い
は
自
身
の
政
治
的
立
場
表
明
を
控
え
る
べ
き
だ
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
》
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
橋
本
に
と
っ
て
す
れ
ば
統
計

の
選
び
方
が
す
な
わ
ち
政
治
的
立
場
の
表
明
に
な
る
よ
う
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
確

か
に
海
老
原
嗣
生
の
よ
う
に
、
統
計
を
引
っ
張
り
出
し
て
「
若
者
の
就
職
難
は
虚

構
だ
」「
大
卒
も
中
小
企
業
に
行
け
ば
い
い
」
と
か
主
張
し
、
就
職
難
に
関
す
る

言
説
を
無
力
化
す
る
行
為
は
「
政
治
的
」
と
断
定
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
海
老
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原
に
限
ら
ず
、
統
計
の
選
択
に
は
政
治
的
主
観
が
入
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
あ
り

ま
す
（
も
ち
ろ
ん
私
も
で
す
）。

し
か
し
統
計
を
全
く
使
わ
な
い
こ
と
が
《
社
会
科
学
者
と
し
て
誠
実
》
な
行
為

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、
私
は
社
会
科
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で

も
お
か
し
い
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
橋
本
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
古
典
的
自
由

主
義
」
の
立
場
に
立
つ
際
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
か
に
つ
い
て
は
量
的
で
あ
れ
質

的
で
あ
れ
、
統
計
的
根
拠
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
す
。
橋
本
は
政
治
的
立
ち
位
置

を
表
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
な
ぜ
そ
こ
ま
で
慎
重
で
あ
る
べ
き
か
と
主
張
す
る
の

か
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

橋
本
は
こ
の
あ
と
、
橘
木
俊
詔
、
橋
本
健
二
、
山
田
昌
弘
、
小
杉
礼
子
、
そ
し

て
雨
宮
処
凜
な
ど
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
れ
ら
が
「
弱
い
意
味
で
の

平
等
主
義
」、言
い
換
え
て
《
広
い
意
味
で
の
「
北
欧
型
新
自
由
主
義
」》（
橋
本
、

前
掲
）
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

立
場
は
新
自
由
主
義
の
立
場
と
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
主
張
し
ま
す
。

（
筆
者
注
：
橋
本
健
二
の
「
最
低
で
も
月
額
20
万
円
、
年
額
で240

万
円

程
度
の
収
入
が
得
ら
れ
る
社
会
」
と
い
う
要
求
は
）
し
か
し
、
平
等
主
義
を

掲
げ
る
旧
来
左
派
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
慎
ま
し
い
要
求
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
月
額
20
万
円
の
賃
金
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
再
分

配
は
必
要
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
橋
本
健
二
の
こ
の
提
案
は
、
非
正

規
雇
用
の
労
働
形
態
に
は
反
対
し
て
い
な
い
。旧
来
左
派
が
求
め
て
き
た「
正

社
員
化
に
よ
る
雇
用
の
安
定
化
」
と
は
異
な
る
理
想
で
あ
る
。

橘
木
俊
詔
に
せ
よ
、
橋
本
健
二
に
せ
よ
、
政
策
的
に
は
、
弱
い
意
味
で
の

平
等
主
義
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
は
新
自
由
主
義
の
立
場
と
そ
れ

ほ
ど
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
低
限
の
賃
金
と
生
活
を
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

す
れ
ば
、
後
は
す
べ
て
自
由
に
任
せ
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

弱
い
平
等
主
義
と
新
自
由
主
義
は
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。（
橋

本
、
前
掲
）

こ
の
よ
う
な
見
方
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
（
つ
い
で
に
私
も
雇
用
戦
略
対
話
Ｗ

Ｇ
の
報
告
で
、
具
体
的
な
金
額
は
明
示
し
て
い
ま
せ
ん
が
橋
本
健
二
と
同
じ
よ
う

な
主
張
を
し
て
い
ま
す
）。
こ
の
よ
う
な
、
橋
本
努
（
以
降
、
本
節
で
は
「
橋
本
」

と
表
記
し
た
ら
橋
本
努
を
指
す
こ
と
と
す
る
）
の
言
う
と
こ
ろ
の
《
広
い
意
味
で

の
「
北
欧
型
新
自
由
主
義
」》
は
、
特
に
昨
今
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
を
め
ぐ

る
議
論
に
お
い
て
強
く
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
（
な
お
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
対

し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
が
雑
誌
『
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
』
で
す
）。

そ
し
て
橋
本
は
《
ゼ
ロ
年
代
の
論
壇
に
お
い
て
は
、
格
差
社
会
を
告
発
す
る
論

者
た
ち
の
多
く
は
、
驚
く
ほ
ど
最
低
限
の
政
策
し
か
掲
げ
て
い
な
い
》
と
し
て
い

ま
す
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
問
題
視
さ
れ
る
べ
き
こ

と
な
の
か
。
別
に
私
は
橋
本
に
「
じ
ゃ
あ
お
前
が
「
最
低
限
の
政
策
」
以
上
の
も

の
を
出
し
て
み
ろ
よ
」
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
格
差
論
壇

の
当
事
者
の
端
く
れ
と
し
て
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
理

由
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
大
規
模
な
政
策
は
予
算
の

無
駄
遣
い
だ
と
言
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
し
、
ま
た
政
府
や
日
銀
が
大
規
模
な
財
政
政

策
・
金
融
政
策
に
踏
み
込
ま
な
い
以
上
、
税
収
も
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
の
で
予

算
の
制
約
と
い
う
呪
縛
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
特
に
貧
困
を
問
題
視
す
る
論
者

は
、
橋
本
の
言
う
と
こ
ろ
の
《
広
い
意
味
で
の
「
北
欧
型
新
自
由
主
義
」》
ど
こ

ろ
で
は
な
い
、
新
自
由
主
義
で
す
ら
な
い
シ
バ
キ
上
げ
主
義
者
と
も
闘
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
そ
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
政
策
的
提
言
は
最
低

限
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
よ
う
な
態
度
が
、
新
自
由
主
義
の
呼
び
水
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
は
甘

ん
じ
て
受
け
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
橋
本
の
議
論
は
、
少
な
く
と
も
分
析
と
し
て
は
正
し
い
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
政
治
的
に
ど
う
振
る
舞
う
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
「
純
粋
」
過
ぎ
る
か
な
、
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い

の
で
す
。
橋
本
は
政
治
的
立
場
を
無
意
識
的
に
表
明
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
一

方
で
、
格
差
社
会
論
者
が
最
低
限
の
政
策
し
か
提
言
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た

問
題
視
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
矛
盾
は
な
い
の
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
し
て
橋
本
が
無
視
し
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
少
な

く
と
も
大
衆
的
水
準
（
と
言
っ
て
い
い
の
か
な
？
）
に
お
い
て
は
、
格
差
論
の
多

く
が
「
若
者
論
」
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
２
０
０
０
年
代
直
前
の

格
差
論
で
あ
る
、
山
田
昌
弘
の
『
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
の
時
代
』（
ち
く
ま

新
書
、
１
９
９
９
年
）
は
、「
就
職
し
て
い
る
の
に
親
に
寄
生
し
て
い
る
若
い
連

中
が
急
増
し
て
い
る
！
」
と
煽
っ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
山
田
は
「
親
に
寄
生

で
き
る
若
者
と
寄
生
で
き
な
い
若
者
の
間
で
格
差
が
拡
大
す
る
」
と
か
変
な
問
題

の
立
て
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
山
田
を
批
判
し
て
注
目
を
浴
び
た
玄
田
有
史

も
、２
０
０
４
年
以
降
の
「
ニ
ー
ト
」
論
で
は
、個
性
重
視
の
教
育
や
風
潮
が
「
働

け
な
い
」若
者
を
生
み
出
し
た
と
い
う
議
論
を
し
て
い
ま
す（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
」
の
連
載
第
２
回
を
参
照
さ
れ
た
し
。
同
人
誌
『
検
証
・
格
差
論
』

に
も
収
録
し
て
い
ま
す
）。

そ
し
て
格
差
論
系
の
書
籍
で
は
、
お
そ
ら
く
山
田
昌
弘
以
上
に
注
目
を
集
め
た

と
思
わ
れ
る
、
三
浦
展
の
『
下
流
社
会
』（
光
文
社
新
書
、
２
０
０
５
年
）
及
び

そ
の
派
生
や
、
内
田
樹
の
『
下
流
志
向
』（
講
談
社
、
２
０
０
７
年
。
現
在
は
講

談
社
文
庫
で
読
め
る
）
に
つ
い
て
な
ぜ
か
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
本

は
、
若
年
層
に
お
け
る
就
職
難
な
ど
の
「
原
因
」
を
、
若
年
層
の
精
神
の
あ
り
方

の
変
化
に
求
め
、「
上
昇
志
向
を
持
た
な
い
若
者
が
急
増
し
て
い
る
」
な
ど
と
い

う
言
説
を
、
三
浦
は
独
自
の
統
計
を
乱
暴
に
解
釈
し
、
内
田
に
至
っ
て
は
統
計
す

ら
な
く
半
径
数
メ
ー
ト
ル
の
思
い
込
み
で
述
べ
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
が
人
気
を

博
し
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
少
な
か
ら
ぬ
格
差
議
論
が
「
若
者
論
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
橋
本
が
そ
こ
に
触
れ
な
い
の

が
わ
か
り
ま
せ
ん
（
こ
れ
は
橋
本
が
思
想
の
専
門
家
で
あ
り
私
の
よ
う
な
若
者
論

オ
タ
ク
で
は
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
）。
つ
い
で
に
言
う

と
、
橋
本
が
採
り
上
げ
て
い
る
格
差
論
者
の
中
で
も
、
橘
木
俊
詔
の
言
説
は
か
な

り
若
年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
の
要
素
を
含
ん
で
い
ま
す
。

第
二
に
、
こ
れ
は
「
若
者
」
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
た
格
差
論
に
顕
著
な
の
で

す
が
、
格
差
論
の
中
に
は
、
無
意
識
的
に
で
は
な
く
、
仰
々
し
く
政
治
的
立
場
を

明
確
に
し
た
議
論
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
城
繁
幸
と
そ
の
取
り
巻
き
で

す
。
彼
ら
は
高
齢
者
や
正
社
員
を
守
ろ
う
と
す
る
「
既
得
権
」
が
若
年
層
を
苦
し

め
て
い
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
、清
算
主
義
的
な
議
論
を
行
っ
て
い
ま
し
た（
城

に
つ
い
て
は
『
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
』
連
載
の
第
1
回
を
参
照
。
こ
れ
も
同
人
誌
『
検
証
・

格
差
論
』
に
収
録
）。
そ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
の
側
は
十
分
な
能

力
が
な
い
の
に
高
給
を
も
ら
い
続
け
て
お
り
、
能
力
が
高
い
は
ず
の
自
分
た
ち
が

低
い
給
料
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
は
納
得
が
で
き
な
い
、
そ
こ
に
大
々
的
に
市
場
原

理
主
義
を
導
入
す
れ
ば
自
分
た
ち
の
能
力
が
正
当
に
評
価
さ
れ
、
給
料
が
上
が
る

は
ず
だ
と
い
う
認
識
を
含
意
し
て
い
ま
す
。
経
済
思
想
に
関
し
て
の
著
書
も
あ
る

橋
本
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
ど
う
い
う
評
価
を
下
す
の
で
し
ょ
う
か
。
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橋
本
は
こ
の
論
考
の
結
論
と
し
て
こ
の
よ
う
に
締
め
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
格
差
や
貧
困
を
論
じ
る
論
客
た
ち
の
多
く
は
、

ほ
と
ん
ど
新
自
由
主
義
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
社
会
問
題

を
文
芸
的
に
昇
華
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
論
者
た
ち
の
言
説
に
つ
い
て
検

討
す
れ
ば
、
別
の
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で

は
一
次
接
近
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
検
討
結
果
を
ま
ず
提
起
し
て
み
た

い
。（
橋
本
、
前
掲
）

私
と
し
て
は
、
橋
本
の
こ
の
論
考
の
主
題
で
あ
る
《
格
差
や
貧
困
を
論
じ
る
論

客
た
ち
の
多
く
は
、
ほ
と
ん
ど
新
自
由
主
義
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
》
こ
と
よ

り
は
、
む
し
ろ
、
特
に
若
い
世
代
の
論
者
に
お
い
て
《
社
会
問
題
を
文
芸
的
に
昇

華
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
》
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
後

者
の
問
題
に
つ
い
て
橋
本
が
触
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
雑
誌
「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」

と
、
第
二
に
松
本
哉
で
す
。
前
者
は
、
格
差
を
め
ぐ
る
議
論
が
「
絶
望
の
回
避
」

と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
お
り
、「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」
は
そ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一

つ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
時
代
を
映
す
鏡
と
し
て
は
、『
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
』
的
な
実
存
の
セ
ン
ス

は
、
広
範
に
み
ら
れ
た
。
当
時
は
、
若
者
た
ち
の
労
働
運
動
が
に
わ
か
に
台

頭
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
小
林
多
喜
二
の
『
蟹
工
船
』
が

に
わ
か
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。も
は
や
事
態
は
、文
学
的
な
表
現
に
よ
っ

て
絶
望
を
昇
華
す
る
し
か
な
い
と
い
う
感
覚
も
、
こ
の
時
期
に
広
が
っ
た
。

（
橋
本
、
前
掲
）

こ
の
よ
う
な
《
文
学
的
な
表
現
に
よ
っ
て
絶
望
を
昇
華
す
る
し
か
な
い
と
い
う

感
覚
》
は
、「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」
の
み
な
ら
ず
、「
非
モ
テ
」
界
隈
や
（
本
田
透
の
『
電

波
男
』
な
ど
）、
あ
る
い
は
宇
野
常
寛
な
ど
の
言
説
に
も
見
ら
れ
、
主
に1970

年

代
生
ま
れ
の
非
学
者
系
（
運
動
家
系
・
批
評
家
系
）
の
論
者
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て

広
汎
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
こ
の
よ
う
な
議
論
の
広
が
り
に
こ
そ
危

う
さ
を
感
じ
る
の
で
す
。
第
一
に
そ
れ
ら
の
よ
う
な
実
存
を
ベ
ー
ス
に
し
た
議
論

は
、
他
の
世
代
、
特
に
下
の
世
代
に
対
し
て
対
話
の
経
路
を
封
鎖
し
て
し
ま
う
こ

と
。
言
説
の
根
拠
が
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
実
証
ベ
ー
ス
で
は
な
く
共

感
ベ
ー
ス
で
議
論
が
広
が
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
社
会
的
現
象
と
の
有
機
的
な
つ

な
が
り
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
含
ん
で
お
り
ま
す
。
第
二
に
、
そ
れ
ら

の
議
論
が
「
実
証
」
で
は
な
く
「
新
時
代
の
感
覚
」
を
求
め
る
論
壇
業
界
の
動
向

に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
に
解
決
す
べ
き
問
題
が
遠
ざ
け
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
で
す
。
事
実
と
し
て
、か
つ
て
は
若
年
失
業
者
や
「
ニ
ー
ト
」
を
バ
ッ

シ
ン
グ
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
選
ば
な
け
れ
ば
仕
事
は
あ
る
、
な
い

な
ら
自
分
で
作
れ
ば
い
い
」
と
い
う
議
論
は
、
な
ん
と
若
年
層
を
擁
護
す
る
立
場

で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

選
び
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
仕
事
な
ん
て
い
く
ら
で
も
あ
る
、
な
か
っ
た
ら

作
れ
ば
い
い
時
代
で
す
。
不
景
気
で
は
あ
り
ま
す
が
、
昔
に
比
べ
て
会
社
を

作
る
の
は
ず
っ
と
簡
単
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
周
囲
で
も
就
職
活
動
に
失
敗

し
た
後
、
会
社
を
作
り
成
功
し
て
い
る
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
起
業
す
る
こ

と
が
正
解
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
と
比
べ
て
生
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き
方
の
選
択
肢
が
格
段
に
増
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
好

き
な
こ
と
を
し
続
け
た
う
え
で
、
衣
食
住
に
困
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
不
幸

だ
と
感
じ
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
す
。

今
の
時
代
の
若
者
た
ち
を
不
幸
だ
と
感
じ
て
い
る
人
た
ち
。
そ
れ
は
過
去

の
成
功
事
例
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
?
（
福
嶋
麻
衣
子
、
い
し
た
に
ま
さ
き[2011]p.21

）

こ
れ
は
、「
思
想
地
図
β
」
第
3
号
に
も
登
場
し
た
「
も
ふ
く
ち
ゃ
ん
」
こ
と

福
嶋
麻
衣
子
に
よ
る
言
説
で
す
（『
日
本
の
若
者
は
不
幸
じ
ゃ
な
い
』
ソ
フ
ト
バ

ン
ク
新
書
、
２
０
１
１
年
）。《
か
つ
て
と
比
べ
て
生
き
方
の
選
択
肢
が
格
段
に
増

え
て
い
る
こ
と
》
を
金
科
玉
条
と
し
て
持
ち
上
げ
、
若
年
層
に
お
け
る
就
職
機
会

の
減
少
な
ど
を
嘆
く
立
場
は
《
成
功
事
例
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
》
と
叩

く
と
い
う
行
為
が
、
若
年
層
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
っ
と
問
題
視

さ
れ
て
然
る
べ
き
で
し
ょ
う
（
つ
い
で
に
こ
の
本
に
は
東
浩
紀
と
田
原
総
一
朗
に

よ
る
推
薦
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
嗚
呼
！
）。
橋
本
の
言
う
と
お
り
《
社
会

問
題
を
文
芸
的
に
昇
華
す
る
》
方
向
に
格
差
論
が
広
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ

ば
、
若
年
層
は
「
新
し
い
感
覚
」
と
い
う
名
の
檻
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
の
で
す
。

従
っ
て
こ
れ
か
ら
の
格
差
論
争
の
動
向
と
し
て
は
、
一
極
が
《
ほ
と
ん
ど

新
自
由
主
義
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
》（
橋
本
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
承

知
で
最
低
限
の
政
策
的
要
求
を
す
る
立
場
、
も
う
一
極
が
《
社
会
問
題
を
文

芸
的
に
昇
華
す
る
方
向
》
の
立
場
と
古
典
的
シ
バ
キ
上
げ
主
義
の
結
託
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ2006

年
～2008

年
頃
の
格
差
論
争
よ
り
後
退
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る

意
味
、
海
老
原
嗣
生
よ
り
恐
ろ
し
い
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
す
。

な
お
、
若
い
格
差
論
者
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
近
い
う
ち
に
発
売
予
定
で
あ

る
「
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
」
の
連
載
で
採
り
上
げ
る
予
定
で
す
の
で
、
そ
ち
ら
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

引
用
・
参
考
文
献

福
嶋
麻
衣
子
、
い
し
た
に
ま
さ
き[2011]

『
日
本
の
若
者
は
不
幸
じ
ゃ
な
い
』

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書
、
２
０
１
１
年
1
月

橋
本
努[2012]

「
格
差
社
会
論
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」、「
α
－
Ｓ
ｙ
ｎ
ｏ
ｄ

ｏ
ｓ
」
１
０
４
号
（
２
０
１
２
年
7
月
15
日
配
信
）、2012

年
7
月

海
老
原
嗣
生
―
―
や
は
り
奇
妙
な
そ
の
教
育

言
説
（「
コ
ミ
テ
ィ
ア
１
０
３
」
サ
ー
ク

ル
ペ
ー
パ
ー 2013.02.03

）

さ
て
、
今
回
の
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 

Ｔ
ａ
ｌ
ｋ
で
は
、
先
日
の
「
こ
み
っ
く
☆
ト
レ

ジ
ャ
ー
」
で
保
留
に
し
て
い
た
、『
中
央
公
論
』
２
０
１
３
年
2
月
号
掲
載
の
、

海
老
原
嗣
生
「
現
実
を
知
っ
て
い
る
下
位
大
学
の
〝
強
み
〟
と
は
」（pp.50-57

）

で
す
が
…
。
実
は
保
留
に
し
て
い
る
間
、
海
老
原
氏
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
展
開
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。

若
年
雇
用
や
キ
ャ
リ
ア
論
の
研
究
者
で
、
民
主
党
政
権
下
で
の
雇
用
戦
略
対
話

の
若
者
雇
用
戦
略
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
委
員
で
も
あ
っ
た
、
上
西
充
子
・
法
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政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部
准
教
授
が
、
海
老
原
氏
の
著
書
『
決
着
版　

雇

用
の
常
識
「
本
当
に
見
え
る
ウ
ソ
」』（
ち
く
ま
文
庫
、
２
０
１
２
年
）
に
お
け
る

い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
て
い
ま
す
。

海
老
原
嗣
生
『
決
着
版　
雇
用
の
常
識
「
本
当
に
見
え
る
ウ
ソ
」』
へ
の

疑
問

http://togetter.com
/li/444945

就
業
構
造
基
本
調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
海
老
原
（2011

）
の
記
述
を
検
証

す
る

http://togetter.com
/li/446946

海
老
原
氏
か
ら
の
リ
プ
ラ
イ
に
対
す
る
私
の
リ
プ
ラ
イ
（
作
成
中
）

http://togetter.com
/li/447906

そ
の
中
で
も
上
西
が
強
調
し
て
い
た
の
は
、
海
老
原
氏
が
「
非
正
規
雇
用
問
題

は
加
齢
に
よ
っ
て
解
決
す
る
」
と
い
う
主
張
に
使
っ
て
い
た
年
齢
ご
と
の
非
正
規

雇
用
者
率
の
グ
ラ
フ
は
、
特
定
の
時
間
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
率
を
切
り
取
っ
た

も
の
で
あ
り
、
コ
ー
ホ
ー
ト
（
世
代
階
層
ご
と
）
の
デ
ー
タ
に
な
っ
て
い
な
い
た

め
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

上
西
の
主
張
は
至
極
真
っ
当
な
も
の
で
す
が
、
海
老
原
氏
は
上
西
の
主
張

を
肯
定
的
に
採
り
上
げ
た
ブ
ロ
グ
「
就
活
生
に
甘
え
る
社
会
人
」（http://

lingm
u12261226.blog10.fc2.com

/blog-entry-406.htm
l

）
の
コ
メ
ン
ト
欄
に

お
い
て
、
上
西
の
批
判
は
枝
葉
末
節
で
あ
り
、
も
っ
と
大
き
な
局
面
で
見
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
2
月
2
日
の
（
世
田
谷
区
の
北
沢
で

行
わ
れ
る
）N

PO

法
人PO

SSE

の
イ
ベ
ン
ト
で
真
意
を
問
い
た
だ
し
て
ほ
し

い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
海
老
原
氏
は
、Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
の
ブ
ロ
グ
に
文
章
を
寄
稿
し
、自
ら
を
「
若

者
の
敵
」
と
し
て
規
定
し
た
上
で
、
な
ぜ
自
分
がPO

SSE

に
味
方
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

な
ぜ
若
者
の
敵
＝
海
老
原
が
、PO

SSE

で
語
る
の
か
？

http://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/6e2b1a79bee4cc7
858194ef40475c871

し
か
し
、
こ
れ
は
極
め
て
奇
妙
で
す
。
そ
も
そ
も
海
老
原
氏
は
、
ゲ
ス
ト
と
し

て
ス
ピ
ー
チ
し
た
雇
用
戦
略
対
話
若
者
雇
用
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
第
4
回
会

合
を
は
じ
め
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
上
西
が
批
判
し
た
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
同
様
の

主
張
を
繰
り
返
し
て
き
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
そ
の
デ
ー
タ
の
扱
い
方
を
上
西
に

批
判
さ
れ
る
と
、
些
細
な
問
題
で
あ
る
と
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
…
。
そ
れ

は
正
し
い
態
度
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？

海
老
原
氏
は
、彼
が
「
若
者
か
わ
い
そ
う
論
」
と
規
定
す
る
論
客
に
つ
い
て
デ
ー

タ
を
用
い
て
批
判
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
の
し
上
が
っ
て
き
た
論
客
で
す
。
そ

し
て
私
が
見
る
に
、
海
老
原
氏
は
、
ど
う
も
自
分
は
常
に
正
し
い
デ
ー
タ
を
用
い

て
議
論
し
て
お
り
、
批
判
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

そ
の
証
拠
に
、
今
回
検
証
す
る
「
中
央
公
論
」
の
論
考
に
お
い
て
は
、
少
な
く

と
も
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
概
ね
正
し
い
も
の
を
用
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
デ
ー
タ

以
外
の
部
分
で
極
め
て
度
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
海
老

原
氏
は
、「
デ
ー
タ
さ
え
出
せ
ば
何
で
も
通
る
」
と
し
て
そ
れ
以
外
の
主
張
の
部
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分
を
疎
か
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

「
中
央
公
論
」
の
論
考
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
論
考
は
大
学
に
つ
い
て

扱
っ
た
論
考
で
す
が
、
海
老
原
氏
は
内
田
樹
の
「
大
学
の
削
減
は
財
界
の
要
請
に

そ
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
を
批
判
し
ま
す
。
そ
し
て
海
老
原
氏
は
、
卒

業
1
年
後
の
高
卒
者
の
賃
金
と
大
卒
者
の
賃
金
が
15
％
ほ
ど
し
か
違
わ
な
い
こ

と
、
ま
た
大
学
の
進
学
率
は
多
く
の
国
で
60
％
程
度
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
内
田

を
批
判
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
こ
の
デ
ー
タ
「
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
は
間

違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
デ
ー
タ
の
出
し
方
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
学
歴
に
よ
る

賃
金
の
差
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
卒
業
後
の
あ
る
次
点
に
お
け
る
賃
金
で

は
な
く
、
賃
金
の
上
が
り
方
や
生
涯
賃
金
を
問
題
す
る
の
が
基
本
で
す
（
学
歴
に

よ
る
賃
金
の
差
ほ
か
、
学
歴
が
将
来
の
人
生
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
吉
川

徹
な
ど
の
研
究
に
詳
し
い
。
基
本
書
と
し
て
は
吉
川
と
中
村
高
康
の
『
学
歴
・
競

争
・
人
生
―
―
10
代
の
い
ま
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

を
）。
そ
の
程
度
の
教
育
経
済
学
の
常
識
を
、
海
老
原
氏
は
そ
れ
を
わ
き
ま
え
て

い
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
論
考
で
デ
ー
タ
が
使
わ
れ
て
い
る
部
分
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
海
老
原
氏
はp.53

で
、
週
刊
誌
な
ど
で
「
中
学
生
の
内
容
を
教
え
て
い
る

大
学
」
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
日
本
橋
学
館
大
学
を
採
り
上
げ
、
さ
ら
に
そ
こ

に
お
け
る
学
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
《
水
膨
れ
し
た
「
誰
で
も
大
学
」
時

代
に
中
下
位
校
が
果
た
す
役
割
を
明
確
に
し
て
い
る
》（p.53

）
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
海
老
原
氏
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
職
員
（
な
の
？
）
が
学
生
を
家
ま

で
起
こ
し
に
行
く
と
い
う
《
愛
知
県
の
某
大
学
》（p.54

）
を
採
り
上
げ
、
こ
れ

こ
そ
が
現
代
の
下
位
校
の
役
割
の
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
に
主
張
し
ま
す
。

は
っ
き
り
言
い
ま
す
。
下
位
大
学
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
そ
ん
な
週
刊
誌
レ
ベ

ル
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！
も
ち
ろ
ん
今
に
も
定
員
割
れ
を
起
こ

し
そ
う
な
大
学
が
様
々
な
「
特
色
」
を
出
し
て
学
生
を
集
め
た
り
つ
な
ぎ
止
め
よ

う
と
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
そ
れ
が
全
て
海
老
原
氏
が
問
題
視

す
る
よ
う
な
「
今
ま
で
大
学
に
入
ら
な
か
っ
た
層
」
に
対
し
て
小
中
学
生
レ
ベ
ル

の
教
育
を
施
す
こ
と
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
す
。
下
位
大
学
の
果
た
す
べ
き
役
割

と
し
て
は
、
居
神
浩
（
居
神
は
下
位
大
学
を
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
大
学
」
と
呼
ん
で
い

る
）
な
ど
の
研
究
に
詳
し
い
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
（
居
神

浩
「
ノ
ン
エ
リ
ー
ト
大
学
生
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
―
―
「
マ
ー
ジ
ナ
ル
大
学
」
の

社
会
的
意
義
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
２
０
１
０
年
9
月
号
、pp.27-38

、
労

働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
。
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
サ
イ
ト
に
て
無
料
公
開
中
）
な
ど
）、

海
老
原
氏
の
採
り
上
げ
て
い
る
「
下
位
大
学
の
問
題
」
と
は
あ
ま
り
に
も
視
野
が

狭
す
ぎ
る
の
で
す
。

そ
も
そ
も
海
老
原
氏
の
主
張
は
、「
大
学
生
が
増
え
す
ぎ
て
高
卒
就
職
市
場
を

圧
迫
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
も
海
老
原
氏
は
、
自
ら
の

主
張
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
広
が
り
や
、
あ
る
い
は
関
連
分
野
の
専

門
研
究
な
ど
は
参
照
せ
ず
に
突
っ
走
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
は
大
学
論
の
み
な
ら
ず
若
年
労
働
問
題
で
も
同
様
で
す
。

つ
い
で
に
言
う
と
、『
中
央
公
論
』
の
論
考
に
は
こ
の
よ
う
な
物
言
い
も
存
在

し
ま
す
。（

略
）
社
会
規
範
、
ル
ー
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。
時
間
を
守
り
、
約
束

を
守
り
、
過
度
に
他
人
の
失
敗
を
責
め
ず
、
困
っ
た
仲
間
が
い
た
ら
助
け
る

こ
と
。
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何
を
今
さ
ら
？
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
で
き
て
い
な

い
学
生
は
多
い
。
其
の
昔
は
、
企
業
に
入
っ
て
か
ら
こ
う
し
た
こ
と
を
教
え

て
い
た
の
だ
が
、
現
在
、
企
業
に
は
経
営
的
に
そ
ん
な
余
裕
は
な
い
。
そ
の

う
え
、
職
務
以
外
の
人
間
教
育
を
行
う
と
、「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
だ
」「
パ
ワ
ハ

ラ
だ
」
と
周
囲
の
目
が
厳
し
い
。（
中
公
海
老
原
論
考p.56

）

前
ま
で
が
い
か
に
ま
と
も
で
あ
っ
て
も
、
最
後
の
一
文
、《
そ
の
う
え
、
職
務

以
外
の
人
間
教
育
を
行
う
と
、「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
だ
」「
パ
ワ
ハ
ラ
だ
」
と
周
囲
の

目
が
厳
し
い
》
は
こ
れ
だ
け
見
て
も
海
老
原
氏
の
認
識
の
狭
さ
が
窺
え
ま
す
。

こ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
が2013

年
の
1
月
発
売
な
ら
、
締
切
日
は
早
く
て
も

2012

年
の
12
月
初
頭
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
時
期
に
は
、PO

SSE

代
表
の
今

野
晴
貴
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
』（
文
春
新
書
）
が
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
書

を
読
め
ば
、
た
か
が
《
職
務
以
外
の
人
間
教
育
》
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
ブ
ラ
ッ

ク
企
業
認
定
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
海
老
原
氏
の
、
自
分

以
外
の
主
張
に
対
し
て
あ
ま
り
学
ぼ
う
と
し
な
い
姿
勢
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

も
現
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
態
度
が
上
西
か
ら
の
批
判
へ
の
対
応
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
。
自
分
の
論
拠
に
つ
い
て
客
観
的
に
省
察
せ
ず
、
ま
た
専
門
的
な
研
究
に

つ
い
て
も
（
研
究
者
が
書
い
た
雑
誌
記
事
や
一
般
書
レ
ベ
ル
の
議
論
す
ら
）
参
照

し
て
い
な
い
た
め
、あ
ま
り
に
も
視
野
が
狭
く
、批
判
が
来
た
ら
、さ
も
ニ
ン
ジ
ャ

に
直
面
し
た
ネ
オ
サ
イ
タ
マ
住
民
の
よ
う
に
「
ア
イ
エ
エ
エ
！
！
ヒ
ハ
ン
！
？
ヒ

ハ
ン
ナ
ン
デ
！
？
」
と
狼
狽
し
、
的
外
れ
な
反
論
に
終
始
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
自
ら
を
「
若
者
の
敵
」
と
規
定
し
たPO

SSE

ブ
ロ
グ
の
態
度
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
海
老
原
氏
の
立
ち
位
置
と

い
う
の
は
、
自
分
は
一
見
す
る
と
「
若
者
の
敵
」
み
た
い
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
自
分
が
揺
る
ぎ
な
い
「
現
実
」
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
お

前
た
ち
は
自
分
の
発
言
に
耳
を
傾
け
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
海
老
原

氏
は
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
ブ
ロ
グ
の
文
章
で
表
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
海
老
原
氏
の
態
度
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
ブ
ロ
グ
の
こ
れ
ら
の
よ
う
な

物
言
い
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
よ
り
も
、「
若
者
は
か
わ
い
そ
う
で
は
な
い
論
」
の
最
右
翼
と
目
さ

れ
る
私
が
「
こ
れ
だ
け
い
る
」
と
認
め
る
こ
と
を
前
向
き
に
受
け
止
め
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

再
度
言
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
こ
の
私
が
、
現
役
世
代
の
世
帯
主
で

４
０
０
万
人
も
の
非
正
規
、
そ
し
て
、
２
０
０
～
３
０
０
万
の
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
が
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。（
い
ず
れ
も
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
ブ
ロ
グ

海
老
原
論
考
よ
り
）

要
す
る
に
「
俺
は
お
前
ら
の
主
張
を
認
め
て
い
る
ぞ
」
と
い
う
態
度
で
す
。
そ

し
て
そ
の
上
で
、「
で
も
俺
は
お
前
た
ち
よ
り
も
っ
と
全
体
の
こ
と
を
見
つ
め
て

主
張
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
が
常
に
優
位

に
立
ち
た
い
、
と
い
う
思
惑
し
か
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
真
に
議
論
が
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
優
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
べ

き
は
、「
い
か
に
広
い
視
野
で
も
の
を
語
っ
て
い
る
か
」
で
は
な
く
、「
い
か
に
正

し
い
デ
ー
タ
や
論
法
で
語
っ
て
い
る
か
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
そ
し
て
そ
れ
に

つ
い
て
、
海
老
原
氏
は
上
西
に
負
け
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
こ
そ
、
い
か
に
自
分
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が
「
広
い
視
野
で
見
て
い
る
か
」
と
い
う
、
自
分
だ
け
が
そ
の
有
効
性
を
信
じ
て

い
る
指
標
に
逃
げ
込
ん
だ
。

で
も
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
対
応
で
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
主
張
の
根
幹

と
な
る
デ
ー
タ
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
主
張
を
い
っ
た
ん
疑
っ

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
海
老
原
氏
は
、
自
分
こ

そ
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
崩
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
は
っ
き

り
言
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
決
し
て
デ
ー
タ
を
取
り
扱
う
者
が
取
っ
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

ま
た
海
老
原
氏
が
「
わ
か
っ
て
や
っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
中
小
企
業
の
側
の
主

張
を
代
弁
す
る
た
め
に
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
議
論
を
、
あ
る
種
の
道
化
と
し
て

振
る
舞
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
、
明
ら
か
に
筋
が
悪
す
ぎ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
海
老

原
氏
の
主
張
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
若
者
は
甘
え
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
消
費

さ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
果
た
し
て
海
老
原
氏
の
本
望
な
の
か
。

私
は
海
老
原
氏
以
上
に
座
学
寄
り
の
人
間
で
す
が
、
そ
れ
で
も
海
老
原
氏
の

デ
ー
タ
の
扱
い
方
、
そ
し
て
議
論
の
態
度
に
は
強
い
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
私
は
、
少
な
か
ら
ず
現
代
の
若
年
労
働
関
係
の
言
説
に
関
わ
り
、
趣
味
の
統

計
家
と
し
て
も
『
紅
魔
館
の
統
計
学
な
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
』
な
ど
の
統
計
学
関
係
の

同
人
誌
を
発
行
し
て
き
た
身
と
し
て
、
海
老
原
氏
は
若
年
労
働
の
言
論
の
場
か
ら

し
め
や
か
に
立
ち
去
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

城
繁
幸
―
―
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
系
解
雇
規

制
緩
和
論
者
が
若
者
バ
ッ
シ
ン
グ
に

走
る
と
き
（
ニ
コ
ニ
コ
チ
ャ
ン
ネ
ル 
2013.02.15

）

初
出
：https://ch.nicovideo.jp/kazugoto/blom

aga/ar116575

今
回
は
、
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
論
客
の
一
人
で
あ
り
、
過
激
な
解
雇
規
制
緩
和
、
雇
用

自
由
化
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
城
繁
幸
氏
を
採
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

城
氏
に
つ
い
て
は
、
私
は
雑
誌
『PO

SSE

』
の
連
載
「
検
証
・
格
差
論
」
の

第
1
回
で
採
り
上
げ
て
お
り
（『PO

SSE

』
第
7
号
及
び
同
人
誌
『
青
少
年
言
説

Com
m

entaries

』（
冊
子
版
の
み
）
に
収
録
）、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ま

し
た
。2004

年
に『
内
側
か
ら
見
た
富
士
通 「
成
果
主
義
」の
崩
壊
』（
光
文
社
ペ
ー

パ
ー
バ
ッ
ク
）
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
城
氏
は
、
最
初
の
頃
は
、
富
士
通
の
人
事
部
で

の
経
験
に
基
づ
い
て
、
所
謂
「
成
果
主
義
」
の
現
実
と
、
改
善
点
を
述
べ
て
お
り

ま
し
た
。
後
に
城
氏
は
人
材
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
独
立
、2006

年
に
上
梓

し
た
『
若
者
は
な
ぜ
3
年
で
辞
め
る
の
か
？
』（
光
文
社
新
書
）
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
城
氏
は
、
若
い
世
代
の
革
新
性
を
礼
賛
し
、
あ
る
種

の
世
代
間
闘
争
を
仕
掛
け
る
よ
う
な
論
調
に
傾
倒
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
第

1
回
目
の
転
機
で
す
。

第
2
回
目
の
転
機
は
、2008

年
に
出
さ
れ
た
著
書
『
3
年
で
辞
め
た
若
者
は

ど
こ
に
行
っ
た
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
）
で
す
。
こ
の
中
で
城
氏
は
、
赤
木
智
弘

氏
の
言
説
に
触
れ
、「
左
翼
は
労
働
者
や
若
者
の
味
方
で
は
な
い
」
と
い
う
視
点




