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ま
え
が
き
（
書
き
下
ろ
し
）

３
冊
目
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
叢
書
と
な
り
ま
す
、
後
藤
和
智
で
す
。
私
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
書
い

て
き
た
こ
と
を
中
心
に
様
々
な
思
索
を
残
し
て
お
く
と
い
う
の
が
本
シ
リ
ー
ズ
の

趣
旨
な
の
で
す
が
、
つ
い
に
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
（
ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）」
と
い
う
名

前
が
「
公
式
に
は
」
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
な
る
実
業

家
・
投
資
家
の
振
り
を
し
た
な
り
ふ
り
構
わ
な
い
簒
奪
者
に
よ
っ
て
ツ
イ
ッ
タ
ー

が
「
Ｘ
」
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
（
そ
し
て
恐
ら

く
、
政
治
的
立
場
問
わ
ず
多
く
の
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
こ
れ
か
ら
も
「
ツ

イ
ッ
タ
ー
」
と
い
う
名
前
を
使
い
続
け
ま
す
。
何
？　

今
は
「
Ｘ
」
な
の
だ
か
ら

そ
れ
に
従
え
と
？　

少
な
く
と
も
現
状
に
お
い
て
は
「
Ｘ
」
は
「
Ｘ
と
称
す
る
事

実
上
の
ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
」
で
す
。
略
し
て
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
す
。

ま
あ
そ
ん
な
こ
と
よ
り
私
も
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
（
旧
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
）
の
ス
レ
ッ
ズ

（
Ｔ
ｈ
ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｓ
）
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
り
ま
し
た
（
ア
カ
ウ
ン
ト
は
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
と
同
じkazutom

o_goto

）。
元
々
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
や
っ
て
い
た

の
で
導
入
は
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
で
し
た
。
と
は
い
え
同
サ
ー
ビ
ス
は
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
極
め
て
未
熟
で
す
。
ま
た
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
の
経
営
者
で
あ
る
マ
ー
ク
・
ザ
ッ
カ
ー

バ
ー
グ
氏
が
気
に
入
ら
な
い
、
と
い
う
人
も
多
数
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
避
難
先
と
し
て
は
一
定
の
需
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
は
「
東
方
発
表
会
」

の
た
め
に
開
設
し
た
け
ど
放
置
し
て
い
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ド
も
使
っ
て
い
き
た
い

な
ぁ
。

閑
話
休
題
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
若
者
論
で
す
。
今
ま
で
も
若
者
論
的
な
も
の
は

何
度
か
扱
っ
て
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
私
の
言
論
活
動
、
そ
し
て
反
差
別
と
し
て

の
活
動
の
原
点
は
若
者
論
批
判
な
の
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
出
し
て

お
こ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
関
連
記
事
と
し
て
、2008

年
に
商
業
誌

に
出
し
た
文
章
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
と
こ
ろ
、
主
と
し
て
ネ
ッ
ト
左
派
に
お
い
て
私
に
若
者
論
批
判
を
辞
め
さ

せ
た
い
勢
力
（
っ
て
言
っ
て
い
い
の
か
）
が
出
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
私

は
す
で
に
「
若
く
な
い
」
の
に
若
者
論
批
判
を
し
て
い
る
の
は
お
か
し
い
、
恥
ず

か
し
い
、
若
い
世
代
の
歓
心
を
得
た
い
だ
け
、
な
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
っ
て

反
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
連
中
の
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
性
的
魅
力
を
失
っ
た
中
年
女
」
と

い
う
決
め
つ
け
と
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
普
段
反
差
別
、
と
い
う
よ
り
も

「
普
通
の
日
本
人
」
を
嘲
笑
し
て
い
る
人
間
が
、
若
者
論
分
野
に
お
い
て
は
彼
ら

が
悪
罵
し
て
い
る
「
普
通
の
日
本
人
」
と
同
じ
物
言
い
を
し
て
し
ま
う
あ
た
り
、

両
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
と
言
う
ほ
か
な
い
で

し
ょ
う
。
彼
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
叢
書
１
巻
の
『
な
ぜ
右
派
は
若
者

に
憑
依
し
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
左
派
は
若
者
を
憎
悪
す
る
の
か
』
で
述
べ
ま
し
た

が
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
に
つ
い
て
本
書
で
は
触
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
４
年
の

時
点
で
私
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
左
派
（
当
時
は
左
派
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
左
派
を

区
別
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
）
に
つ
い
て
現
在
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た

の
か
。
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さらば宮台真司：脱「90 年代」の思想（『現代の理論』２００８年新春号）

5

さ
ら
ば
宮
台
真
司
：
脱
「
90
年
代
」
の
思
想

（『
現
代
の
理
論
』
２
０
０
８
年
新
春
号
）

初
出
：『
現
代
の
理
論
』（
現
代
の
理
論
）
２
０
０
８
年
新
春
号

１
． 

臨
界
点

あ
る
程
度
は
予
想
し
得
た
こ
と
と
は
い
え
、
実
物
を
見
て
し
ま
う
と
そ
の
危
機

感
を
強
め
ざ
る
を
得
な
い
―
―「
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
」２
０
０
７
年
９
月
号
に
お
け
る
、

宮
台
真
司
と
石
原
慎
太
郎
と
の
対
談
、「「
守
る
べ
き
日
本
」
と
は
何
か
」
を
読
ん

で
の
私
の
感
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、宮
台
が
若
年
層
の「
現

実
」を
、「
ニ
ー
ト
」問
題
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
問
題
を
肴
に
石
原
に「
ご

注
進
」
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
全
く
根
拠
に
乏
し
い
「
お
話
」
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
ニ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、《
彼
ら
は
た
だ
の
穀
潰
し
だ
と
思
う
ね
。

要
す
る
に
、
抱
え
て
い
る
家
庭
に
余
裕
が
な
か
っ
た
ら
あ
ん
な
存
在
な
ん
て
成
立

し
え
な
い
で
し
ょ
う
》（
注
1
）
と
俗
説
を
述
べ
る
石
原
に
対
し
、
宮
台
は
《
彼

ら
が
「
反
社
会
的
」
で
あ
れ
ば
「
穀
潰
し
」
の
批
判
が
有
効
で
す
が
、「
脱
社
会
的
」

な
の
で
す
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
若
い
世
代
か
ら
大
規
模
に
社
会
性
が
脱
落
し
た
理

由
で
す
》（
注
2
）
と
こ
れ
ま
た
俗
説
で
返
す
。
少
な
く
と
も
本
田
由
紀
な
ど
が

述
べ
て
い
る
と
お
り
（
注
3
）「
ニ
ー
ト
」
は
こ
こ
数
年
で
爆
発
的
に
増
え
た
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
「
ニ
ー
ト
」
の
職
業
観
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
太
郎
丸
博
ら

の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
無
職
者
と
被
雇
用
者
の
意
識
に
つ
い
て
、
前
者
が
後
者
に

比
し
て
「
一
生
の
仕
事
を
で
き
る
だ
け
早
く
見
つ
け
る
べ
き
だ
」
と
考
え
る
も
の

が
多
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
（
注
4
）、
宮
台
の
言
う
よ
う
に
、「
ニ
ー
ト
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
た
ち
が
、
そ
も
そ
も
上
の
世
代
に
比
し
て
職
業
観
そ
の
も
の
を
共
有

し
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
は
ど
う
見
て
も
成
り
立
ち
に
く
い
。

ま
た
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
が
記
述
し
て
い
る
と
お
り
、
少
な
く
と

も
１
９
８
５
年
の
労
働
者
派
遣
法
の
制
定
や
、
あ
る
い
は
１
９
９
５
年
の
日
経
連

（
当
時
）
の
『
新
時
代
の
「
日
本
的
経
営
」』
が
発
表
さ
れ
て
以
降
の
我
が
国
に

お
け
る
労
働
環
境
の
破
壊
は
、
明
ら
か
に
「
ニ
ー
ト
」
問
題
の
か
な
り
強
い
要
因

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
が
既
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
宮
台
は
、
青
少
年
の
精
神
、
あ
る
い
は
生
活
環
境

が
問
題
だ
（
現
に
宮
台
と
石
原
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
「
木
密
地
域
」
が
な
く

な
っ
た
こ
と
が
青
少
年
問
題
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
て
い

る
）、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
話
は
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
滑
稽
で
あ
る
。
宮
台

は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
ゲ
ー
ム
の
一
種
で
あ
る「
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
」を
採
り
上
げ
、

現
実
で
成
功
で
き
な
く
と
も
そ
こ
で
成
功
し
、そ
れ
で
生
活
し
て
い
る「
ニ
ー
ト
」

の
若
年
が
「
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
若
年
層
か
ら
社
会
性
が
脱
落
し
て
い
く
こ

の
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
、
現
実
的
に
見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
例
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
り
、
社

会
的
な
事
象
全
体
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

私
は
こ
の
対
談
を
ブ
ロ
グ
上
で
批
判
し
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
近
年
の
宮
台

の
言
説
に
お
い
て
は
、
例
え
ば2005

年
の
衆
院
選
の
結
果
に
つ
い
て
、
さ
も
小

泉
純
一
郎
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
動
員
さ
れ
た
若
年
層
が
自
民
党
の
対
象
と
い
う
結

果
を
も
た
ら
し
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
り
（
注
5
）、
あ
る
い
は
宮
台
の
弟

子
に
あ
た
る
鈴
木
弘
輝
、
堀
内
進
之
介
と
の
鼎
談
（
注
6
）
に
お
い
て
は
、
明
確

に
自
ら
の
世
代
の
権
益
を
守
る
た
め
の
エ
リ
ー
ト
教
育
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
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り
と
、
か
な
り
「
保
身
」
の
色
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
極
め
つ
け

は
、
本
田
透
や
さ
ら
に
そ
の
下
の
世
代
の
「
オ
タ
ク
」
を
批
判
す
る
種
々
の
論
考

で
、
そ
の
中
で
も
宮
台
と
宮
台
の
仮
想
人
格
の
少
女
「
ミ
ュ
ウ
コ
」
と
の
仮
想
対

談
（
注
7
）
に
お
い
て
は
、「
オ
タ
ク
」
論
の
名
を
借
り
た
、あ
る
年
代
以
降
の
「
オ

タ
ク
」
に
対
す
る
罵
詈
雑
言
集
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

２
． 

主
張

と
は
い
え
、宮
台
の
主
張
の
根
幹
は
、宮
台
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場
を
離
れ
て
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
活
躍
し
始
め
た
頃
の
著
作
と
比
較
し

て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
１
９
９
４
年
の
『
制
服
少
女
た
ち

の
選
択
』
に
お
い
て
は
、
当
時
か
ら
話
題
と
な
っ
て
い
た
「
ブ
ル
セ
ラ
」
女
子
高

生
の
行
動
の
分
析
に
つ
い
て
、
彼
女
た
ち
が
一
部
で
は
道
徳
的
な
振
る
舞
い
を
見

せ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
「
ブ
ル
セ
ラ
」
や
の
ち
の
「
援
助
交
際
」
の

よ
う
な
逸
脱
的
な
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
の
は
、
上
の
世
代
が
道
徳
的
だ
っ
た
か

ら
で
な
く
、
単
に
「
世
間
」
に
縛
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
世
間
」
が
解

体
さ
れ
て
い
る
故
、
彼
女
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
、
と
い
う
見
方
（
注

8
）
は
、１
９
９
８
年
頃
よ
り
宮
台
が
連
呼
す
る
よ
う
に
な
る
「
脱
社
会
的
存
在
」

（
後
述
）な
る
言
葉
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
も
な
い
。

た
だ
し
、
当
時
と
現
在
で
根
本
的
に
違
う
の
は
、
当
時
の
言
説
に
お
い
て
は
、

曲
が
り
な
り
に
も
、
宮
台
が
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
漫
画
の
よ
う
な
テ
ク
ス

ト
や
、あ
る
い
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
事
例
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、定
量
的
、

な
い
し
定
性
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
と
す
る
と
、
私
が
問
題
に
す

べ
き
な
の
は
、
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
宮
台
の
主
張
の
ど
こ
が
変
わ
っ
た

か
、
と
い
う
点
よ
り
も
、
元
か
ら
宮
台
の
根
幹
に
あ
っ
た
主
張
の
「
使
わ
れ
方
」

が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
、と
い
う
こ
と
と
、そ
の
間
に
宮
台
に
新
た
に
加
わ
っ

た
も
の
は
何
か
、と
い
う
こ
と
を
検
討
し
た
方
が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３
． 

運
動

そ
れ
で
は
果
た
し
て
、
こ
の
間
に
、
宮
台
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。

冷
戦
体
制
崩
壊
後
の
我
が
国
の「
論
壇
」で
起
こ
っ
た
こ
と
は
、「
今
時
の
若
者
」

を
肴
に「「
戦
後
」の
悪
弊
」だ
の「
後
期
近
代
」を
語
る
こ
と
の
流
行
で
あ
っ
た
。

「
冷
戦
」
が
崩
壊
し
て
、そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
も
の
が
、「
オ
ウ
ム
」
や
「
酒

鬼
薔
薇
聖
斗
」
を
代
表
と
す
る
「
若
者
」
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
若
者
」

が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
解
釈
合
戦
が
、
左
右
対
立

と
な
っ
た
。

宮
台
は
、
間
違
い
な
く
そ
の
中
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
存
在
し
て
お
り
、
そ

し
て
宮
台
の
言
説
が
「
左
派
」
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
対

極
が
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」（
＝
「
右
派
」）
で
あ
っ
た
の
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
当
時
の「
左
右
対
立
」は
、「
今
時
の
若
者
」の「
異
常
行
動
」

を
、
近
代
の
学
校
シ
ス
テ
ム
の
息
苦
し
さ
か
ら
来
る
も
の
と
捉
え
、「
学
校
化
社

会
」
の
解
体
を
目
指
し
た
宮
台
の
よ
う
な
存
在
が
「
左
派
」
で
あ
り
、
他
方
、「
今

時
の
若
者
」
の
「
異
常
行
動
」
を
戦
後
民
主
主
義
教
育
シ
ス
テ
ム
の
生
み
出
し
た

な
れ
の
果
て
と
捉
え
、「
自
虐
史
観
」
の
克
服
に
よ
り
秩
序
を
取
り
戻
そ
う
と
し

た
、「
つ
く
る
会
」
や
小
林
よ
し
の
り
の
よ
う
な
勢
力
が
「
右
派
」
と
な
っ
た
。

宮
台
の
一
つ
の
転
機
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
に
対

す
る
「
回
答
」
と
し
て
出
さ
れ
た
、『
終
わ
り
な
き
日
常
を
生
き
ろ
』（
１
９
９
５

年
、文
庫
版
は
１
９
９
８
年
）だ
ろ
う
。
宮
台
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、「
オ
ウ
ム
」

と
当
時
の
「
女
子
高
生
」
を
対
置
さ
せ
、
後
者
に
「
終
わ
り
な
き
日
常
」
を
過
ご
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す
た
め
の
「
知
恵
」
を
見
い
だ
し
、
年
長
世
代
に
対
す
る
退
場
を
促
し
て
い
た
。

「
永
久
に
輝
き
を
失
っ
た
世
界
」
の
な
か
で
、「
将
来
に
わ
た
っ
て
輝
く
こ

と
の
あ
り
え
な
い
自
分
」
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
こ
そ
こ
腐
ら
ず
に
「
ま
っ
た

り
と
」
生
き
て
い
く
こ
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
生
き
ら
れ
る
知
恵
を
見
つ
け
る

こ
と
こ
そ
が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
…
…
ど
う
せ
「
ま
ぶ
し
い
輝
き
」

が
必
要
な
年
寄
り
は
、
消
え
て
い
く
し
か
な
い
ん
だ
か
ら
。（
注
9
）

こ
の
頃
よ
り
、
宮
台
の
言
説
は
、
そ
れ
ま
で
の
ほ
ぼ
正
当
に
社
会
学
の
手
法
に

従
っ
て
い
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
理
想
―
―
偶
像
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
が
―
―
を
掲
げ
、
何
ら
か
の
「
生
き
方
」
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
実
現
の
た
め

に
倒
す
べ
き
「
敵
」
も
ま
た
同
定
す
る
、
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
要
す
る
に
、
宮
台
の
言
説
が
「
運
動
」
へ
と
変
貌
し
た
の
だ
。

こ
の
傾
向
は
、「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
以
降
加
速
す
る
よ
う
に
な
る
。
手
短

に
説
明
す
る
と
、「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
直
後
の
宮
台
は
、
こ
の
犯
人
の
犯
行

声
明
に
お
け
る
「
透
明
な
存
在
」
な
る
言
葉
に
共
感
す
る
子
供
た
ち
が
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
事
態
は
も
は
や
危
機
的
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
《
千
載
一
遇

の
サ
ル
ベ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ス
》（
注
10
）
と
し
て
、早
急
に
学
校
の
「
解
体
」
や
、「
専

業
主
婦
廃
止
論
」
な
ど
の
抜
本
的
な
改
革
を
進
め
る
べ
き
だ
と
し
た
。

こ
の
時
期
の
宮
台
の
言
説
が
「
リ
ベ
ラ
ル
」
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
既
に
当

時
か
ら
、
こ
の
項
で
述
べ
た
よ
う
な
、「
左
右
対
立
＝
「
今
時
の
若
者
」
を
め
ぐ

る
解
釈
合
戦
」
と
い
う
構
造
が
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
宮
台
は
（
典
型
的
な
）
通

俗
的
青
少
年
言
説
の
発
信
者
と
し
て
の
「
右
派
＝
保
守
オ
ヤ
ジ
」
を
し
き
り
に
攻

撃
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
解
釈
」
を
め
ぐ
る

対
立
で
あ
っ
て
、
若
年
層
の
「
異
常
性
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
否
定
す
る
向
き
は

な
か
っ
た
。「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
に
つ
い
て
も
、
犯
人
が
青
年
だ
っ
た
ら
そ

れ
ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
正
し
く
述
べ
て
い
た
の
は

せ
い
ぜ
い
内
藤
朝
雄
く
ら
い
で
、
そ
し
て
今
に
至
る
ま
で
、
宮
台
を
含
め
、
当
時

熱
心
に
「
教
育
」
や
ら
「
青
少
年
の
現
実
」
や
ら
を
語
っ
て
い
た
も
の
た
ち
は
、

そ
の
こ
と
を
正
し
く
認
識
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

４
． 

俗
流
化

さ
て
、
２
０
０
８
年
、
黒
磯
で
の
事
件
を
皮
切
り
に
、
宮
台
を
は
じ
め
と
す
る

「
左
派
」言
説
は
構
造
転
換
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
期
よ
り
、宮
台
は
、

「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
に
共
感
し
た
一
部
の
少
年
の
中
に
は
、
人
を
殺
す
と
い
う
所

業
そ
の
も
の
に
共
感
を
示
す
も
の
が
い
る
と
突
如
と
し
て
喧
伝
し
た
。
そ
し
て
、

当
時
の
子
供
た
ち
の
中
に
、
も
は
や
大
人
た
ち
の
想
定
す
る
よ
う
な
「
社
会
」
を

生
き
て
い
な
い
も
の
が
多
数
存
在
し
（
注
11
）、
そ
の
中
の
一
部
が
犯
罪
を
起
こ

し
て
も
日
本
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
、
と
あ
お
り
立
て
た
。
具
体
的
に
は
、《
自

動
販
売
機
で
コ
ー
ヒ
ー
飲
料
を
買
い
に
行
く
よ
う
な
、
あ
る
い
は
煙
草
を
買
い
に

行
く
よ
う
な
気
楽
さ
で
人
を
殺
す
よ
う
な
少
年
た
ち
も
、
一
部
に
は
出
て
き
て
い

る
わ
け
で
す
》（
注
12
）
と
い
う
表
現
で
、
当
時
の
子
供
た
ち
の
「
不
可
解
」
さ

を
煽
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
の
が
、「
脱

社
会
的
存
在
」
な
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
事
例
に
あ
た
れ
ば
、
も
し
現
在
起
こ
れ
ば
宮
台
は
「
脱
社

会
的
」な
犯
罪
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
だ
ろ
う
、と
い
う
事
件
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、

ま
た
こ
の
あ
と「
脱
社
会
的
」な
少
年
犯
罪
が
頻
発
し
た
と
い
う
事
実
も
な
い（
少

な
く
と
も
、
殺
人
に
よ
る
少
年
の
検
挙
人
員
数
は
、
当
時
か
ら
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
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横
ば
い
で
あ
る
）。
然
る
に
宮
台
は
、「
脱
社
会
的
存
在
」
な
る
概
念
を
喧
伝
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
ま
で
若
年
層
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を「
救
済
す
べ
き
対
象
」

か
ら
「
社
会
を
脅
か
す
存
在
」
に
急
転
さ
せ
た
。

も
と
よ
り
、
オ
ウ
ム
事
件
よ
り
宮
台
が
擁
護
し
て
い
た
の
は
、「
オ
ウ
ム
信
者
」

と
い
う
記
号
に
対
置
さ
せ
た
「
女
子
高
生
」
と
い
う
「
記
号
」
に
過
ぎ
ず
、
個
々

の
事
例
や
信
頼
性
の
高
い
統
計
デ
ー
タ
か
ら
得
ら
れ
た
「
実
像
」
―
―
そ
れ
は
初

期
の
宮
台
の
強
み
だ
っ
た
は
ず
だ
―
―
で
は
な
か
っ
た
。「
脱
社
会
的
存
在
」
概

念
の
創
生
に
よ
っ
て
、
宮
台
が
若
年
層
に
対
す
る
理
解
可
能
性
を
簡
単
に
捨
て
る

こ
と
が
で
き
た
の
も
、
結
局
は
宮
台
が
擁
護
し
て
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
問
題
点

を
指
摘
し
て
い
た
も
の
の
実
体
が
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
以
降
の
宮
台
の
教
育
言
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
暴
力

性
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
台
の
教
育
言
説
は
、
た
だ
「「
酒
鬼

薔
薇
聖
斗
」
に
共
感
す
る
（
危
険
な
）
青
年
の
救
済
」
の
み
を
目
的
と
し
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
教
育
改
革
」
な
る
も
の
が
、
他
の

社
会
シ
ス
テ
ム
に
も
た
ら
す
影
響
が
忖
度
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

宮
台
は
、
青
少
年
の
「
理
解
者
」
と
し
て
振
る
舞
っ
た
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
実
は
、
世
間
や
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
、
危
機
的
な
青
少
年
の
イ
メ
ー
ジ
を
与

え
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る

会
」
の
よ
う
な
俗
流
右
派
よ
り
も
罪
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
宮

台
が
、「
脱
社
会
的
存
在
」
な
る
概
念
を
創
生
し
て
、「
社
会
防
衛
」
に
向
か
っ
た

の
は
必
然
と
い
え
よ
う
。

要
す
る
に
、
宮
台
の
青
少
年
言
説
は
、「
オ
ウ
ム
信
者
」
に
対
比
し
て
「
女
子

高
生
」
を
語
っ
て
い
た
時
点
か
ら
、「
俗
流
化
」
に
火
が
付
き
、「
脱
社
会
的
存
在
」

概
念
の
創
生
に
よ
り
そ
れ
が
確
定
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

宮
台
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
２
０
０
３
年
の
大
塚
英
志
と
の
対
談
で
宮
台
の

「
ま
っ
た
り
革
命
」
の
失
敗
を
明
言
し
「
天
皇
制
」
を
掲
げ
た
と
き
や
（
注
13
）、

な
ど
に
左
派
か
ら
保
守
に
「
転
向
」
し
た
と
す
る
よ
う
な
向
き
が
強
い
。
だ
が
、

少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
す
れ
ば
、
宮
台
の
「
転
向
」
は
、
１
９
９
８
年
、
す
な

わ
ち
「
脱
社
会
的
存
在
」
概
念
の
創
生
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
は
オ
ウ
ム
事
件
に
関

す
る
言
説
の
中
で
築
か
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
近
年
に
な
っ
て
宮
台
が
振
り
か
ざ
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
「
天
皇
制
」
だ
の
「
亜
細
亜
主
義
」
だ
の
と
い
っ
た
概
念
は
、

後
述
す
る
が
、「
脱
社
会
的
存
在
」
な
る
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
青
少
年
に
対
す
る

認
識
か
ら
派
生
し
た
、
空
疎
な
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

５
． 

ニ
セ
科
学

２
０
０
１
年
か
ら
２
０
０
４
年
頃
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
を

発
端
と
す
る
外
交
政
策
の
問
い
直
し
の
他
、
憲
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
し

た
り
、
あ
る
い
は
映
画
評
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
分
野
に
専
念
し
た
り
と
、

青
少
年
言
説
は
あ
ま
り
展
開
し
て
い
な
い
。
が
、
宮
台
は
２
０
０
３
年
に
博
報
堂

の
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
動
物
化
す
る
20
代
を
人
間
に
戻
す
時
が
来
た
」
に
お

い
て
、
当
時
（
≒
現
代
）
の
若
年
層
の
生
き
方
に
対
し
、《
人
間
の
尊
厳
を
捨
て

て
い
ま
す
》《
ネ
タ
（
戯
れ
）
と
ベ
タ
（
ひ
ね
り
ナ
シ
）
の
区
別
が
付
か
ず
、
す

べ
て
ベ
タ
に
受
け
取
る
輩
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
》（
注
14
）
と
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
根
拠
と
な
る
事
例
や
調
査
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
た

だ
印
象
論
を
述
べ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
大
衆
、
特
に
若
年
層
に
、
自

ら
の
戦
略
の
意
図
―
―
「
あ
え
て
す
る
」
態
度
―
―
が
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
、
と

嘆
く
の
は
、
こ
の
時
期
の
宮
台
の
言
説
に
お
い
て
少
な
く
な
い
分
量
を
占
め
て
い

る
。
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そ
の
ほ
か
に
も
、
若
年
層
の
「
生
活
世
界
」
が
崩
壊
し
、
若
年
層
に
お
い
て
異

質
な
も
の
に
対
す
る
耐
性
が
な
く
な
り
、
あ
る
い
は
教
養
の
底
が
薄
く
な
っ
た
と

述
べ
る
の
も
、
こ
の
時
期
の
宮
台
に
お
い
て
は
も
は
や
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
例

え
ば
、
宮
崎
哲
弥
と
の
対
談
に
お
い
て
は
、
若
年
層
に
お
い
て
個
室
化
が
進
ん
だ

せ
い
で
、
頭
の
お
か
し
い
学
生
が
急
増
し
た
と
か
（
注
15
）、
あ
る
い
は
宮
崎
の
、

現
代
の
若
年
層
が
IT
化
に
よ
っ
て
も
の
を
考
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は

間
違
っ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
批
判
に
対
し
、《
感
情
的
要
因
が
絡
ん
だ
途
端
、

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
を
起
こ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
台
無
し
に
す
る
輩
が
増

え
た
。「
旧
社
会
」
の
賢
者
な
ら
感
情
的
に
な
っ
た
フ
リ
を
し
て
相
手
か
ら
ゲ
イ

ン
を
引
き
出
す
の
に
、「
新
社
会
」
の
馬
鹿
は
、
感
情
的
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
で
「
気

分
ス
ッ
キ
リ
で
、
墓
穴
を
掘
る
」》（
注
16
）
と
根
拠
も
な
く
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
先
の
総
選
挙
の
「
分
析
」
に
ま
で
飛
躍
し
て
い
る
の
が
、
何
と
も
こ

の
時
期
の
宮
台
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
。

ま
た
鈴
木
弘
輝
、堀
内
進
之
介
と
の
鼎
談
『
幸
福
論
』
の
第
1
章
に
お
い
て
は
、

現
代
の
若
年
層
は
、
偏
差
値
70
以
上
の
学
生
で
す
ら
学
力
は
落
ち
、「
人
間
力
」

な
る
も
の
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
す
ご
い
勢
い
で
落
ち
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
が

（
注
17
）、
そ
れ
を
示
す
デ
ー
タ
を
宮
台
は
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
自
分
の
よ

う
な
育
ち
方
を
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
一
点
張
り
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に

も
、
若
年
層
の
社
会
認
識
や
、「
オ
タ
ク
」
に
つ
い
て
の
俗
説
が
余
り
に
も
多
い

の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
省
略
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
宮
台
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
一
部
に
お
い
て
支
持
を
集
め
て
い
る
の
か
。

近
年
菊
池
誠
や
田
崎
晴
明
、
左
巻
健
男
ら
に
よ
っ
て
、「
ニ
セ
科
学
」
に
対
す

る
警
戒
の
啓
発
と
、
疑
う
た
め
の
啓
蒙
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
言

説
は
、
な
ぜ
宮
台
の
言
説
が
今
な
お
一
部
に
お
い
て
広
い
支
持
を
集
め
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
宮
台
の
言
説
が

無
批
判
に
受
容
さ
れ
る
構
造
が
、そ
れ
こ
そ
「
ゲ
ー
ム
脳
」
や
「
水
か
ら
の
伝
言
」

な
ど
と
い
っ
た
「
ニ
セ
科
学
」
が
受
容
さ
れ
る
構
造
に
余
り
に
も
似
通
っ
て
い
る

と
私
は
見
る
か
ら
だ
。

菊
池
は
、「
ニ
セ
科
学
入
門
」
と
題
さ
れ
た
文
章
で
、
な
ぜ
人
は
「
ニ
セ
科
学
」

を
信
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
少
々
長
く

な
る
が
引
用
し
よ
う
。
曰
く
、

ニ
セ
科
学
は
ど
う
か
。
プ
ラ
ス
は
悪
く
、
マ
イ
ナ
ス
は
よ
い
だ
と
か
、
A

型
は
几
帳
面
だ
と
か
（
略
）
と
に
か
く
小
気
味
よ
く
も
の
ご
と
に
白
黒
を
つ

け
て
く
れ
る
。
こ
の
思
い
切
り
の
よ
さ
は
、
決
し
て
本
当
の
科
学
に
は
期
待

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
こ
そ
が
科
学
に
期
待
さ
れ
る
も
の

な
の
に
違
い
な
い
。「
科
学
ら
し
さ
」
に
加
え
て
、
ニ
セ
科
学
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、「
願
望
充
足
」
を
挙
げ
て
お
く
。
ニ

セ
科
学
は
、
信
じ
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
一
部
の

人
に
と
っ
て
は
「
信
じ
た
い
」
と
「
信
じ
る
」
が
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
な
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
一
種
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
思
想
だ
が
、
そ
こ
か
ら
市
民
運
動
と
ニ

セ
科
学
の
結
び
つ
き
が
生
じ
る
。（
略
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
合
う
説
だ
け
を

受
け
入
れ
る
な
ら
冒
頭
に
も
書
い
た
よ
う
に
ル
イ
セ
ン
コ
事
件
の
縮
小
再
生

産
版
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
。（
注
18
）

こ
の
文
章
が
扱
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
自
然
科
学
の
分
野
で
の
「
ニ
セ
科

学
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
信
じ
る
構
造
に
つ
い
て
は
共
通
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
宮
台
の
言
動
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
台
は
「
あ
え
て
」
や
っ

て
い
る
、
と
い
う
断
り
が
あ
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
私
が
見
る
限
り
で
は
、
例

え
ば
「
天
皇
制
」
や
「
亜
細
亜
主
義
」
な
ど
と
い
っ
た
政
治
的
な
領
域
や
、
あ
る

い
は
教
育
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
肯
定
な
ど
は
「
あ
え
て
」
や
っ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
が
、
宮
台
の
青
少
年
言
説
の
根
幹
を
支
え
て
い
る
よ
う
な
認
識

は
、
か
な
り
確
固
と
し
た
も
の
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
脱

社
会
的
存
在
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
宮
台
の
青
少
年
認
識
が
、
こ

の
よ
う
な
政
治
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
根
底
を
支
え
る
認
識
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
―
―
宮
台
が
よ
く
用
い
る
自
称

で
あ
る
―
―
が
手
段
と
し
て
目
指
す
の
は
、
必
然
と
「
教
育
」
と
な
る
。
若
年
層

に
お
け
る
「
問
題
」
を
勝
手
に
規
定
し
、
そ
し
て
自
ら
の
都
合
を
押
し
通
す
た
め

に
は「
教
育
」を
操
縦
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
だ
か
ら
だ（
現
に
、『
幸
福
論
』で
は
、

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
「
あ
え
て
」
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
若
年
層
を
正
し
く
導
く

た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
）。
だ
が
、「
教

育
」
に
よ
る
若
年
層
の
「
矯
正
」
だ
け
で
種
々
の
青
少
年
問
題
を
解
決
で
き
る
、

と
考
え
る
の
は
も
は
や
夢
想
に
過
ぎ
な
い
（
そ
の
よ
う
な
夢
想
を
い
ま
だ
に
引
き

ず
っ
て
い
る
の
が
、
宮
台
で
あ
り
、
ま
た
教
科
書
問
題
に
こ
だ
わ
る
一
部
の
「
保

守
」
論
壇
人
で
あ
る
）。

宮
台
は
、
間
違
い
な
く
90
年
代
中
盤
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
青
少
年
言
説
の

先
頭
に
立
っ
て
き
た
。
然
る
に
、
そ
の
言
説
の
内
実
は
、
少
な
く
と
も
事
実
と
の

整
合
性
や
根
拠
の
強
さ
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
所
詮
は
単
な
る
「
お
話
」
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
数
年
、
青
少
年
に
関
し
て
実
証
的
な
視
点
か
ら
の

研
究
が
多
く
行
な
わ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
不
利
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
当

事
者
が
声
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
年
層
の
表
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
し

て
「
運
動
」
を
煽
っ
て
き
た
宮
台
は
、
間
違
い
な
く
退
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。

若
年
層
を
事
実
に
基
づ
か
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
っ
て
解
釈
合
戦
を
繰
り
広

げ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
真
に
解
決
す
べ
き
課
題
の
解
決
を
後
回
し
に
し

て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
90
年
代
後
半
の
若
者

論
の
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
場
だ
け
の
「
癒
し
」
に
過
ぎ
な
い
「
未
来
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
な
る
も
の
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
も
の
は
、

一
部
で
は
あ
る
が
ま
だ
存
在
す
る
。
だ
が
事
態
が
混
迷
し
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
ま
ず
事
実
に
根
ざ
し
た
批
判
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

6. 

結
語
―
―
葬
送

「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
よ
り
10
年
が
経
過
し
た
。
そ
の
前
年
に
あ
た
る2006

年
、「
つ
く
る
会
」
は
、
西
尾
幹
二
の
一
派
と
八
木
秀
次
の
一
派
に
分
裂
し
、
そ

も
そ
も
そ
の
前
か
ら
小
林
よ
し
の
り
や
西
部
邁
ら
が
離
反
し
、「
保
守
」
派
は
分

裂
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
（
と
は
い
え
、「
今
時
の
若
者
」
を
肴
に
「
戦
後
民

主
主
義
の
堕
落
」
だ
の
「
愛
国
心
」
だ
の
を
語
る
と
い
う
姿
勢
だ
け
は
共
通
し
て

い
る
が
）。
そ
し
て
宮
台
は
と
い
う
と
、
い
ま
だ
に
若
者
論
の
分
野
で
少
な
く
な

い
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
そ
し
て
東
京
都
の
青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員

と
し
て
、
石
原
と
対
談
し
、
そ
れ
が
雑
誌
に
載
る
く
ら
い
の
勢
力
を
持
ち
続
け
て

い
る
。
宮
台
は
明
ら
か
に
、
こ
の
分
野
で
は
（
こ
う
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
い
の

か
と
は
思
う
が
）「
勝
ち
組
」
で
あ
る
。

だ
が
、
本
田
由
紀
や
湯
浅
誠
な
ど
が
正
し
く
指
摘
す
る
ま
で
、
若
年
層
の
「
格

差
」
や
貧
困
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
長
ら
く
若
者
論
と
い
う
領
域
に
押
し
と
ど
め
ら

れ
て
い
た
。
宮
台
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
論
者
（『「
つ
な
が
り
」
と
い
う
危
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う
い
快
楽
』（
筑
摩
書
房
）の
速
水
由
紀
子
と
鈴
木
謙
介
は
そ
の
典
型
で
あ
る
）は
、

今
な
お
「
格
差
」
は
経
済
的
な
問
題
で
は
な
い
と
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

問
題
で
あ
る
な
ど
と
能
書
き
を
垂
れ
て
い
る
。
本
家
の
宮
台
に
至
っ
て
は2007

年
6
月
の
段
階
で
も
こ
の
様
で
あ
る
。

宮
台
：
物
理
的
な
貧
困
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
剥
奪
さ
れ
た
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
の
問
題
に
つ
い
て
、
構
造
的
な
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
議
論

を
し
て
い
る
政
治
学
者
や
社
会
学
者
は
、
思
想
を
問
わ
ず
ほ
と
ん
ど
い
な
い

よ
う
に
思
え
る
。（
注
19
）

《
構
造
的
な
問
題
》
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？
少
な
く
と
も

そ
れ
を
労
働
法
制
の
問
題
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
派
遣
法
を
め
ぐ
る
議
論
で
既
に

議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
し
、
労
働
条
件
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
雨
宮
処
凜
な
ど
が

厳
し
く
問
い
直
し
て
い
る
。
学
校
か
ら
労
働
市
場
へ
の
移
行
で
あ
れ
ば
本
田
由
紀

な
ど
の
教
育
社
会
学
者
の
専
門
領
域
だ
。
平
等
感
の
喪
失
に
し
て
も
佐
藤
俊
樹
に

よ
っ
て
つ
と
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
す
ら
湯
浅
誠

に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
宮
台
の
言
う
と
こ
ろ
の
《
構
造
的
な
問
題
》
が
、

こ
れ
ら
の
問
題
で
は
な
い
と
し
た
ら
、行
き
着
く
先
は
実
体
と
は
か
け
離
れ
た「
大

き
な
物
語
」
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
青
少
年
の
内
面
に
関
す
る
問
題
で
し
か
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宮
台
は
、
オ
ウ
ム
事
件
や
「
援
助
交
際
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
よ
っ
て
、
青
少
年

の
「
理
解
者
」
と
し
て
の
支
持
を
集
め
、
中
高
年
世
代
に
敵
対
す
る
存
在
と
し
て

振
る
舞
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
「
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
」
事
件
以
降
は
、そ
の
「
理
解
者
」

と
し
て
の
立
場
を
、自
ら
の
理
想
と
す
る「
教
育
改
革
」の
た
め
に「
利
用
」し
た
。

と
こ
ろ
が1998

年
以
降
は
、
そ
の
地
位
を
さ
ら
に
「
利
用
」
し
て
、
青
少
年

に
対
す
る
巷
の
不
安
を
さ
ら
に
強
い
不
安
に
置
き
換
え
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
の
ニ

セ
科
学
的
と
で
も
言
う
べ
き
手
法
で
も
っ
て
権
力
に
迎
合
し
、
ま
た
青
少
年
言
説

や
青
少
年
政
策
に
お
い
て
今
な
お
弱
く
な
い
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
宮
台
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
言
説
と
客
観
的

な
事
実
と
の
乖
離
の
進
行
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
あ
え
て
」
な
る
言
葉
で
巧
み
に
避

け
続
け
る
彼
の
言
説
の
不
毛
を
。

そ
し
て
、
我
々
は
こ
う
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
ば
、
宮
台
真
司
。

謝
辞

こ
の
文
章
は
、
筆
者
が
本
稿
の
冒
頭
で
採
り
上
げ
た
宮
台
真
司
と
石
原
慎
太
郎

の
対
談
を
読
み
、
宮
台
の
青
少
年
言
説
に
つ
い
て
長
期
的
な
視
座
に
立
っ
た
批
判

を
行
な
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
稿

を
い
く
つ
か
の
雑
誌
や
編
集
者
に
送
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
、「
現
代
の
理
論
」

編
集
部
の
大
野
隆
氏
に
、
本
稿
を
掲
載
し
た
い
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
私
が
身
勝

手
に
も
投
稿
し
た
文
章
に
興
味
を
示
し
て
い
た
だ
き
、
こ
の
よ
う
に
掲
載
の
場
を

与
え
て
く
だ
さ
っ
た
大
野
氏
に
感
謝
し
た
。

ま
た
、
本
稿
に
つ
い
て
重
要
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
っ
た
、
安
原
宏
美
、
河

村
信
（
以
上
、フ
リ
ー
）、大
内
悟
史
（
朝
日
新
聞
社
）、岸
山
征
寛
（
角
川
書
店
）

の
各
氏
に
も
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
筆
者
は
、
宮
台
も
含
め
た
、
１
９
９
０
年
代
中
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

の
青
少
年
論
者
の
言
説
を
検
証
す
る
本
を
執
筆
中
で
あ
り
、
２
０
０
８
年
初
夏
頃

に
角
川
書
店
よ
り
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
（
注
20
）。
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注

１
．
宮
台
真
司
、
石
原
慎
太
郎
「「
守
る
べ
き
日
本
」
と
は
何
か
」、（「
Ｖ
ｏ

ｉ
ｃ
ｅ
」
２
０
０
７
年
９
月
号
、pp.80-89

）p.80

、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
、
２
０
０
７
年
８
月

２
．
宮
台
、
石
原
、
前
掲pp.80

３
．
本
田
由
紀
ほ
か
『「
ニ
ー
ト
」
っ
て
言
う
な
！
』
光
文
社
新
書
、

２
０
０
６
年
１
月

４
．
亀
山
俊
朗「
フ
リ
ー
タ
ー
の
労
働
観　
若
者
の
労
働
観
は
未
成
熟
か
」、

太
郎
丸
博
（
編
）『
フ
リ
ー
タ
ー
と
ニ
ー
ト
の
社
会
学
』
社
会
思
想
社
、

pp.144-167

、
２
０
０
６
年
１
２
月

５
．宮
台
真
司「
ね
じ
れ
た
社
会
の
現
状
と
目
指
す
べ
き
第
三
の
道
」、（『
バ
ッ

ク
ラ
ッ
シ
ュ
！
』
双
風
舎
、pp.10-99
）p.18
、
２
０
０
６
年
６
月

６
．
宮
台
真
司
、鈴
木
弘
輝
、堀
内
進
之
介
『
幸
福
論
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、

２
０
０
７
年
３
月

７
．http://w

w
w

.m
iyadai.com

/index.php?item
id=360 

な
ど

８
．
宮
台
真
司
『
制
服
少
女
た
ち
の
選
択
』
朝
日
文
庫
、
第
２
章
、

２
０
０
６
年
１
２
月
、
原
著
： 

１
９
９
４
年
11
月

９
．
宮
台
真
司
『
終
わ
り
な
き
日
常
を
生
き
ろ
』
ち
く
ま
文
庫
、pp.173-

174

、
１
９
９
８
年
３
月
、
原
著
： 

１
９
９
５
年
７
月

10
．
宮
台
真
司
『
ま
ぼ
ろ
し
の
郊
外
』
朝
日
文
庫
、p.264

、
２
０
０
０
年

３
月
、
原
著
： 

１
９
９
７
年
11
月

11
．
宮
台
『
終
わ
り
な
き
日
常
を
生
き
ろ
』
文
庫
版
あ
と
が
き

12
．
宮
台
真
司
、藤
井
誠
二
『「
脱
社
会
化
」
と
少
年
犯
罪
』
創
出
版
、p.7

、

２
０
０
１
年
７
月

13
．
宮
台
真
司
、
大
塚
英
志
「
歴
史
を
忘
却
す
る
装
置
と
し
て
の
象
徴
天
皇

制
」、「
新
現
実
」
第
２
号
、
ｐ
ｐ
．
２
－
３
１
、２
０
０
３
年
３
月

14
．
宮
台
真
司
「
動
物
化
す
る
２
０
代
を
人
間
に
戻
す
時
が
来
た
」、（
宮
台

真
司
『
宮
台
真
司
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
ｓ
』
世
界
書
院
、pp.321-

323

）pp.321-322

、
２
０
０
５
年
２
月
、
初
出
： 

２
０
０
３
年
４

月

15
．
宮
台
真
司
、宮
崎
哲
弥『
Ｍ
２ 

思
考
の
ロ
バ
ス
ト
ネ
ス
』イ
ン
フ
ォ
バ
ー

ン
、pp.138-159

、
２
０
０
６
年
１
月

16
．
宮
台
真
司
、宮
崎
哲
弥
『
Ｍ
２ 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
作
法
』
イ
ン
フ
ォ

バ
ー
ン
、pp.83-85

、
２
０
０
７
年
４
月

17
．
宮
台
、
鈴
木
、
堀
内
『
幸
福
論
』
ｐ
ｐ
．
３
５

18
．http

://w
w

w
.cp

.cm
c.o

saka-u.ac.jp
/~

kikuchi/
nisekagaku/nisekagaku_nyum

on.htm
l

19
．h

ttp
://se

iji.ya
h

o
o

.co
.jp

/co
lu

m
n

/a
rticle

/
detail/20070731-01-0901.htm

l

20
． 『
お
ま
え
が
若
者
を
語
る
な
！
』角
川
Ｏ
ｎ
ｅ
テ
ー
マ
21
、２
０
０
８
年
。
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宮
台・東
社
会
思
想
の
大
罪（『
m9
』第
1
号
）

初
出
：『
m9
』（
晋
遊
舎
）
第
1
号
、2008

年
4
月
、
原
題
：「
宮
台
真
司
、
東
浩
紀
―
―
若
者

の
「
理
解
者
」
こ
そ
若
者
の
「
敵
」　
イ
ン
チ
キ
「
若
者
」
論
の
現
況
は
コ
イ
ツ
ら
だ
！
！
」

単
な
る
若
者
批
判
か
ら
自
己
責
任
の
「
押
し
つ
け
」

へ「フ
リ
ー
タ
ー
」「
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
」「
ニ
ー
ト
」
―
―
何
ら
か
の
理

由
で
定
職
に
就
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
家
庭
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
若
者

を
指
す
た
め
の
言
葉
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど

同
じ
来
歴
を
た
ど
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、「
怠
け
て
い
る
」
若

者
を
象
徴
し
て
い
る
言
葉
と
し
て
、「
親
と
同
居
し
て
い
る
若
者
は
税
金
を
多
く

払
え
」「
定
職
に
就
け
な
い
の
は
自
己
責
任
だ
」
と
い
う
具
合
に
、
若
者
を
攻
撃

す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
「
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
今
の
若
者
の
「
病
理
」
を
表
し
て
い
る
ら
し
い
言
葉
」
は
、
ち
ょ
っ
と
ば
か

り
若
者
論
を
語
っ
て
現
代
社
会
を
嘆
い
て
み
せ
た
い
「
識
者
」
や
政
治
家
に
と
っ

て
も
、
彼
ら
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
大
変
都
合
の
い
い
言
葉
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
小
沢
一
郎
は
、
平
成
17
年
に
、
自
ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、

「
ニ
ー
ト
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
曰
く
、

本
人
た
ち
は
「
誰
の
迷
惑
に
も
な
っ
て
い
な
い
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
親
の
稼
ぎ
で
食
わ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
う
え
、
国
民
全
体
で
支
え
る
公

共
的
サ
ー
ビ
ス
は
享
受
し
て
い
る
。
病
気
で
も
な
い
働
き
盛
り
の
若
者
が
、

漠
然
と
他
人
に
寄
生
し
て
生
き
て
い
る
な
ど
、
と
ん
で
も
な
い
。

自
分
の
力
で
生
き
よ
う
と
し
な
い
彼
ら
自
身
も
問
題
だ
が
、
最
も
責
任
が

重
い
の
は
厳
し
い
シ
ツ
ケ
も
せ
ず
に
、
た
だ
甘
や
か
せ
て
い
る
親
た
ち
。
ど

う
か
し
て
い
る
。
親
自
身
が
自
立
し
て
い
な
い
か
ら
、
子
供
が
ま
と
も
に
育

た
な
い
の
で
あ
る
。

（
略
）

僕
に
言
わ
せ
れ
ば
対
策
は
簡
単
だ
。
一
定
の
猶
予
を
与
え
て
、
親
が
子
供

を
家
か
ら
追
い
出
せ
ば
い
い
。
無
理
矢
理
で
も
自
分
の
力
で
人
生
を
生
き
さ

せ
る
の
だ
。
追
い
詰
め
ら
れ
れ
ば
、
彼
ら
も
必
死
に
考
え
て
行
動
す
る
は
ず

だ
。（http://w

w
w
.ozaw

a-ichiro.jp/m
assm

edia/contents/
fuji/2005/fuji20050419134025.htm

l

）

そ
の
後
、
小
沢
の
発
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
類
の
言
説
に
対

し
、
一
部
の
学
者
や
論
者
が
統
計
な
ど
を
用
い
て
通
説
に
異
議
を
唱
え
る
（
例
え

ば
、
働
く
意
欲
が
な
い
と
さ
れ
る
「
ニ
ー
ト
」
は
決
し
て
増
加
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
は
、
内
閣
府
の
「
青
少
年
の
就
労
に
関
す
る
研
究
調
査
」
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
「
ニ
ー
ト
」
バ
ッ
シ
ン
グ
に
対
す
る
反
証
と
し
て
よ
く

用
い
ら
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
優
勢
に
な
る
と
、
マ
ス
コ

ミ
な
ど
は
、
若
者
を
叩
く
た
め
に
格
好
の
言
葉
を
再
び
探
り
当
て
る
（
例
え
ば
、

フ
リ
ー
タ
ー
叩
き
に
対
し
て
、玄
田
有
史
が
『
仕
事
の
な
か
の
曖
昧
な
不
安
』（
中

公
文
庫
）
で
批
判
し
た
が
、
今
度
は
そ
の
玄
田
が
「
ニ
ー
ト
」
概
念
を
紹
介
し
た

こ
と
に
よ
り
、
先
の
小
沢
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
バ
ッ
シ
ン
グ
言
説
が
再
び
息
を
吹

き
返
し
た
こ
と
な
ど
）。




