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〈若者〉をめぐる言説の現在と計量分析 平成日本若者論史 Special3

総
集
編
版
ま
え
が
き

55
冊
目
の
同
人
誌
と
な
り
ま
す
、
後
藤
和
智
で
す
。
そ
し
て
本
書
は
、
２
０
１
０
年
に

刊
行
し
た
『
市
民
の
た
め
の
〈
基
礎
か
ら
学
ぶ
〉
統
計
学
』（
後
藤
和
智
事
務
所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ

ｉ
ｎ
ｅ
、
２
０
１
０
年
（
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
49
））
以
来
の
総
集
編
と
な
り

ま
す
（
な
お
２
０
１
６
年
5
月
中
に
も
う
1
冊
総
集
編
を
出
す
予
定
で
す
）。
本
書
は
、
コ

ピ
ー
誌
と
し
て
出
し
て
い
た
「
平
成
日
本
若
者
論
史
」
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、『「
働
き
方
」
を
変

え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？
―
―
平
成
日
本
若
者
論
史
7
』（
２
０
１
３
年
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
60
）、『「
ヤ
ン
キ
ー
」
論
の
奇
妙
な
位
相
―
―
平
成
日
本
若
者
論
史
9
』

（
２
０
１
４
年
、
仙
台
コ
ミ
ケ
２
１
６
）、『「
新
し
い
生
き
方
」
は
誰
の
た
め
？
：
統
計

学
か
ら
見
た
若
者
論
・
若
者
向
け
自
己
啓
発
言
説
の
現
在
―
―
平
成
日
本
若
者
論
史
12
』

（
２
０
１
４
年
、
コ
ミ
テ
ィ
ア
１
１
０
）
の
3
冊
を
ま
と
め
、
新
た
な
1
冊
の
同
人
誌
と
し

て
改
め
て
刊
行
す
る
も
の
で
す
。
特
に
『「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？
』
は
、

Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
の
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
ラ
ン
キ
ン
グ
で
1
位
を
獲
得
し
た
こ
と
か

ら
知
っ
て
い
る
方
も
多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
3
冊
を
ま
と
め
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
3
冊
に
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
テ
ー

マ
が
、
今
の
「
若
手
論
客
」、
も
う
少
し
言
う
と
若
者
論
な
い
し
若
い
世
代
向
け
の
社
会
評

論
が
ど
の
よ
う
な
位
相
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。
２
０
１
０
年
代
に

入
り
、
若
い
世
代
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
そ
れ
ま
で
の
バ
ッ
シ
ン
グ
基
調
の
も
の
か
ら
、
若
い

世
代
の
「
可
能
性
」
を
喧
伝
す
る
よ
う
な
も
の
に
（
か
な
り
短
い
間
に
）
変
容
し
ま
し
た
。

読
者
の
皆
様
か
ら
見
れ
ば
、「
若
者
バ
ッ
シ
ン
グ
が
減
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
」

と
思
う
人
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
は
現
在
の
状
況
こ
そ
、
バ
ッ
シ
ン
グ
が
猖
獗
を
極
め
て
い
た
時
期
よ
り
も
危

険
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
の
若
者
擁
護
論
の
な
か
で
展
開
さ

れ
る
「
若
者
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
バ
ッ
シ
ン
グ
が
基
調
で
あ
っ
た
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
多
く

引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
今
の
若
い
世
代
は
上
の
世
代
と

は
明
ら
か
に
違
っ
た
心
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
１
９
９
０
年
代
終
わ
り
～

２
０
０
０
年
代
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
劣
化
言
説
、
若
者
バ
ッ
シ
ン
グ
の
原
動
力
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
２
０
１
０
年
代
に
な
っ
て
、い
き
な
り
若
者
擁
護
論
の
原
動
力
に
な
っ

て
い
る
の
を
見
る
と
、
根
底
と
し
て
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

第
二
に
、
バ
ッ
シ
ン
グ
基
調
の
時
代
と
変
わ
ら
ず
、
現
在
の
若
者
論
は
デ
ー
タ
や
公
共
政

策
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
視
点
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
い
世
代
の
「
特

殊
性
」
を
礼
讃
す
る
議
論
は
、
若
い
世
代
の
「
新
し
さ
」
に
任
せ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
「
古
い
」

問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

２
０
１
０
年
代
に
な
っ
て
た
び
た
び
見
ら
れ
、
そ
し
て
簡
単
に
消
え
て
い
っ
た
よ
う
な
、
若

い
世
代
に
よ
る
「
政
策
提
言
」
や
「
政
治
運
動
」
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
２
０
１
４
年
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
舛
添
要
一
（
当
選
）
や
宇
都
宮

健
児
な
ど
と
い
っ
た
主
要
候
補
の
傍
ら
、起
業
家
の
家
入
一
真
が
政
治
団
体「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

党
」を
掲
げ
て
立
候
補
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、家
入
は
若
い
世
代
の「
代
表
」と
し
て
振
る
舞
っ

た
ほ
か
、（
一
応
私
も
寄
稿
し
て
い
る
）
政
治
系
オ
ピ
ニ
オ
ン
サ
イ
ト
「
ポ
リ
タ
ス
」
な
ど

に
お
い
て
は
、
家
入
を
支
持
す
る
「
若
手
」
論
客
が
少
な
く
な
い
数
で
見
ら
れ
ま
し
た
。
家

入
は
都
知
事
選
で
落
選
し
ま
す
が
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
党
」
は
そ
の
後
も
２
０
２
０
年
ま
で

に
東
京
都
の
全
て
の
区
長
選
で
候
補
者
を
擁
立
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
ま
し
た
…
…
が
、

結
局
候
補
者
を
擁
立
せ
ず
、
な
ん
と
２
０
１
４
年
の
時
点
で
事
実
上
活
動
を
休
止
し
て
お

り
ま
す
（
詳
し
く
は
、http://w

w
w

.huffi
ngtonpost.jp/2014/06/08/internet-party-

straying_n_5468758.htm
l 

を
参
照
さ
れ
た
い
）。

今
の
若
者
論
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
若
い
世
代
の
「
特
殊
性
」
や
「
可
能
性
」
を
切
り
売
り

す
る
と
い
う
状
況
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。政
治
・
社
会
運
動
系
か
ら
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
系
に
至
る
ま
で
、
論
拠
に
乏
し
い
若
い
世
代
の
「
可
能
性
」
や
「
特
殊
性
」
を

喧
伝
し
、
自
ら
の
言
論
の
先
進
性
を
強
調
す
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
若
者
論
の
状
況
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
分
の
自
意
識
の
た
め
に
「
若
者
」
イ
メ
ー
ジ
を
濫
用
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す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
社
会
と
い
う
観
点
が
抜
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
動
向
を

批
判
的
に
捉
え
る
た
め
に
こ
そ
、
い
ま
こ
れ
ら
の
論
考
を
改
め
て
世
に
問
う
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

２
０
０
６
年
に
刊
行
さ
れ
た
『「
ニ
ー
ト
」
っ
て
言
う
な
！
』（
共
著
、
光
文
社
新
書
、

２
０
０
６
年
）
か
ら
２
０
１
３
年
の
『「
あ
い
つ
ら
は
自
分
た
ち
と
は
違
う
」
と
い
う
病

―
―
不
毛
な
「
世
代
論
」
か
ら
の
脱
却
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
２
０
１
３
年
）
に
至

る
ま
で
の
私
の
仕
事
、
そ
し
て
「
平
成
日
本
若
者
論
史
」
シ
リ
ー
ズ
の
い
く
つ
か
は
、
主

に
１
９
９
０
年
代
～
２
０
０
０
年
代
の
若
者
論
に
つ
い
て
中
心
的
に
採
り
上
げ
た
も
の
で

す
。
し
か
し
本
書
は
、
主
に
２
０
１
０
年
代
の
若
者
論
を
中
心
に
採
り
上
げ
て
い
ま
す
。

２
０
１
０
年
代
の
若
者
論
に
つ
い
て
、総
括
す
る
の
は
ま
だ
早
い
、と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
２
０
０
０
年
代
の
若
者
論
す
ら
ろ
く
に
総
括
が
行
わ
れ
て
い

な
い
現
状
に
お
い
て
は
特
に
）、
２
０
１
０
年
代
と
い
う
「
ポ
ス
ト
劣
化
言
説
の
時
代
」
を

見
通
す
た
め
に
は
必
要
な
作
業
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
書
の
表
紙
イ
ラ
ス
ト
は
、
サ
ー
ク
ル
「
Ｐ
ｅ
ｎ
ｎ
ｙ 

Ｌ
ａ
ｎ
ｅ
」
の
川
泉
ポ
メ
氏
に

担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
氏
は
主
に
「
ア
イ
ド
ル
マ
ス
タ
ー
」
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
で
活

躍
さ
れ
て
い
ま
す
が
、私
が
氏
の
同
人
誌
を
知
っ
た
の
は
、２
０
１
３
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
イ

ベ
ン
ト
を
主
宰
し
た
ら
脅
迫
が
来
て
警
察
沙
汰
に
な
り
ま
し
た
。』（
Ｐ
ｅ
ｎ
ｎ
ｙ 

Ｌ
ａ
ｎ

ｅ
、
２
０
１
３
年
（
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
85
））
で
し
た
。
全
国
の
同
人
誌
即
売
会
を
評

論
し
て
い
る
評
論
サ
ー
ク
ル
の
方
が
こ
の
同
人
誌
に
つ
い
て
ツ
イ
ー
ト
し
て
い
た
の
を
き
っ

か
け
に
、同
書
を
読
ん
で
、感
想
を
ツ
イ
ー
ト
し
た
の
が
氏
と
の
交
流
の
き
っ
か
け
で
し
た
。

同
書
が
刊
行
さ
れ
た
２
０
１
３
年
は
、
２
０
１
２
年
に
『
黒
子
の
バ
ス
ケ
』
関
連
の
イ
ベ
ン

ト
や
同
人
誌
即
売
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
脅
迫
を
き
っ
か
け
に
、
同
ジ
ャ
ン
ル
の
み
な
ら
ず

東
方
Ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
即
売
会
が
脅
迫
に
よ
っ
て
中
止

に
追
い
込
ま
れ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

読
者
の
皆
様
の
中
に
は
、
若
者
論
な
ん
て
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
、
あ
る
い
は
そ
ん
な

も
の
は
た
だ
の
世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
齟
齬
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
て
い
る
方

も
少
な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
見
立
て
で
は
、
若
者
論

と
い
う
も
の
は
、
社
会
の
欲
望
を
も
っ
と
も
残
酷
な
、
赤
裸
々
な
形
で
表
出
し
て
し
ま
う
も

の
で
す
。「
若
者
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
、論
評
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、「
若
者
論
」

に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
が
足
り
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
外
で
若
者
論
の
蒐
集
、
研
究
（
？
）
を
し
て
き
た
身
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
現
状
に
対
し
て
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
抑
え
つ
つ
、
若
者

論
へ
の
よ
り
多
く
の
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
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「働き方」と「生き方」を問う

〈若者〉をめぐる言説の現在と計量分析 平成日本若者論史 Special3

第
１
部　
「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？

第
１
章 

ま
え
が
き  

兼 
本
書
の
問
題
意
識

31
冊
目
の
同
人
誌
と
な
り
ま
す
、
後
藤
和
智
で
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「（
若
者
の
）
働

き
方
」
で
す
。

現
在
、
若
年
層
の
「
働
き
方
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
言
説
と
言
い
ま
す
と
、
現
代
の
言
説

は
3
つ
に
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。ひ
と
つ
は
、学
者
で
言
う
な
ら
中
西
新
太
郎
や
乾
彰
夫
、

実
務
家
で
言
う
な
ら
今
野
晴
貴
や
藤
田
孝
典
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
若
年
層
の
置
か
れ
た

状
況
を
統
計
な
ど
で
客
観
的
に
捉
え
た
り
、
あ
る
い
は
自
ら
の
相
談
事
例
な
ど
を
分
析
し
た

り
し
て
、
若
年
層
の
置
か
れ
て
い
る
労
働
環
境
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
い
か
に

し
て
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
か
と
い
う
も
の
。
し
か
し
本
書
で
は
こ
の
分
野
を
表
立
っ
て
取

り
扱
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
（
言
及
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
）。

本
書
で
取
り
扱
う
の
は
、
残
り
の
2
つ
で
す
。
第
二
の
言
説
は
、
若
年
層
に
対
し
て
、
日

本
と
い
う
枠
組
み
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
批
判
（
な
い
し
鼓
舞
）
し
、
積
極
的
に
「
海
外
に

出
る
」
こ
と
を
推
奨
す
る
も
の
。
近
年
に
な
っ
て
、
大
前
研
一
な
ど
の
自
己
啓
発
系
の
言
説

の
発
信
者
は
も
と
よ
り
、
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
や
海
外
在
住
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
さ
ら
に
は
学
生

や
起
業
家
な
ど
に
よ
っ
て
、
若
年
層
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
言
説
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
実
際
、
書
店
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
の
棚
や
、
さ
ら
に
は
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
の
電
子
書
籍
売
り
場

に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
「
海
外
に
出
よ
」
系
の
論
説
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
第
三
の
言
説
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
、
若
年
層
に
「
海
外
に
出
よ
」
と
訴
え
か
け

る
言
説
を
尻
目
に
、
自
分
た
ち
は
経
済
と
い
う
枠
組
み
か
ら
自
由
に
な
っ
た
世
代
と
し
て
、

静
か
に
滅
び
行
く
日
本
の
中
で
「
生
き
の
び
て
」
い
く
べ
き
だ
と
す
る
言
説
で
す
。
こ
の
よ

う
な
言
説
で
の
し
上
が
っ
た
論
客
と
し
て
、
古
市
憲
寿
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
若
年
層
向
け
自
己
啓
発
書
に
も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
た
起
業
言
説
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、ま
た
三
浦
展
の
よ
う
な
若
年
層
の
「
消
費
」
に
詳
し
い
論
客
か
ら
も
、

若
年
層
の
「
新
し
い
特
性
」
を
持
ち
上
げ
る
よ
う
な
言
説
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。

そ
し
て
第
二
、
第
三
の
言
説
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
は
２
０
１
０

年
代
に
入
っ
て
、
あ
る
種
の
若
者
擁
護
論
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
１
９
９
０
年
代
終
わ
り
頃
か
ら
２
０
０
０
年
代
の
若
年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
の
時
代
を
経
由

し
、
２
０
０
０
年
代
の
終
わ
り
頃
に
は
、
若
年
層
の
「
新
し
い
特
性
」
に
「
希
望
」
や
、
あ

る
い
は
現
代
の
新
し
い
「
幸
福
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
言
説
が
発
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
２
０
０
０
年
代
半
ば
頃
～
終
わ
り
頃
の
（
若
者
に
よ
る
）
若
者
論
を
席
巻
し

て
い
た
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
的
な
言
説
―
―
自
ら
の
「
苦
境
」
や
、
自
分
た
ち
の
世
代
が
他
の
世
代

に
比
べ
て「
割
を
食
っ
た
」世
代
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
―
―
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
、

２
０
１
０
年
代
に
は
若
い
世
代
が
自
ら
の
「
特
殊
性
」
を
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
に
捉
え
、
将
来

の
日
本
に
対
し
て
の
「
希
望
」
を
提
示
す
る
も
の
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
若
者
擁
護
論
の
流
行
は
何
に
起
因
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
考
え
て
い
る

仮
説
は
、
２
０
０
０
年
代
に
若
年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
と
、
そ
れ
へ
の
「
反
論
」
と
し
て
の
ロ
ス

ジ
ェ
ネ
言
説
と
い
う
構
図
が
一
巡
し
、
陳
腐
化
し
た
こ
と
で
す
。
１
９
９
０
年
代
終
わ
り
頃

か
ら
２
０
０
０
年
代
に
か
け
て
、
若
年
層
の
「
劣
化
」
や
「
問
題
」
が
―
―
実
態
と
は
か
な

り
か
け
離
れ
た
形
で
―
―
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
言
説
が
流
行
す
る
中
で
、
若
年

層
の
「
特
殊
性
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
代
の
若
年
層
は
最
早
今
ま
で
の
大
人
た

ち
に
は
「
理
解
」
が
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
０
０
年
代
に
は
、
２
０
０
２
年
頃
と
、
２
０
０
６
年
頃
を
中
心
に
、
こ
の
よ
う
な
若

年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
に
対
す
る
、
科
学
的
、
倫
理
的
視
点
か
ら
の
「
反
論
」
が
試
み
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の「
反
論
」は
、若
年
層
の「
特
殊
性
」を
強
調
す
る
若
者
擁
護
論
に
よ
っ

て
無
力
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
２
０
０
０
年
代
半
ば
頃
か
ら
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た「
非
モ
テ
」「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」系
統
の
言
説
は
、自
分
た
ち
が
上
の
世
代
に
お
い
て
は「
当

た
り
前
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
「
失
わ
せ
ら
れ
た
」
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
か
え
っ

て
若
者
バ
ッ
シ
ン
グ
と
協
調
し
て
下
の
世
代
を
世
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
面
で
切
り
離

す
こ
と
を
強
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
若
年
層
バ
ッ
シ
ン
グ
言
説
と
若
者
擁
護
論
の
「
協
調
」
に
よ
っ
て
、
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
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よ
り
若
い
世
代
の
「
特
殊
性
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
バ
ッ
シ
ン
グ
を
「
検
証
」

す
る
の
は
や
め
よ
う
、
若
者
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
特
殊
性
」
を
前
提
に
し
て
議
論
し

よ
う
、
と
い
う
気
風
が
生
ま
れ
た
―
―
そ
の
よ
う
な
流
れ
が
、2010

年
代
の
「（
若
者
の
）

働
き
方
」
言
説
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
他
の
理
由
も
考
え
ら
れ
ま
す
。例
え
ば
東
日
本
大
震
災
を
契
機
と
す
る「
希
望
」

言
説
の
流
行
や
、
あ
る
い
は
デ
フ
レ
の
継
続
か
ら
経
済
成
長
へ
の
「
諦
め
」
が
生
ま
れ
た
こ

と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
可
能
性
に
も
言
及
し
つ
つ
、「（
若
者

の
）
働
き
方
」
言
説
か
ら
、2010
年
代
初
頭
の
若
者
論
の
立
ち
位
置
、
そ
し
て
そ
の
病
理

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。

若
年
層
の
「
特
殊
性
」
を
前
提
と
し
た
若
者
擁
護
論
の
流
行
が
、
か
え
っ
て
若
年
層
の
可

能
性
を
狭
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。こ
の
よ
う
な
現
代
の
若
者
擁
護
論
へ
の
懐
疑
は
、も
っ

と
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
若
者
を
擁
護
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
で
い

い
の
で
は
な
い
か
、
起
業
と
か
を
す
る
よ
う
な
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
な
若
い

人
た
ち
を
批
判
す
る
な
、
と
い
う
考
え
方
は
、
か
え
っ
て
現
代
の
若
者
論
が
ど
の
よ
う
な
思

想
に
基
づ
き
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
す
も
の

に
し
か
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
本
書
で
は
、
お
ま
け
と
し
て
、2013

年
1
月
5
日
に
ニ
コ
ニ
コ
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
ブ

ロ
マ
ガ
）
で
配
信
し
た
論
考
「U

-25

サ
バ
イ
バ
ル
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
描
く
「
新
・
仕
事
人
間
」

―
―
そ
の
病
理
と
時
代
背
景
」
を
収
録
し
て
お
り
ま
す
。
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
21
が
発
行
し
て

い
る
、
若
い
世
代
に
よ
る
若
い
世
代
の
た
め
の
自
己
啓
発
書
シ
リ
ー
ズ
「U

-25

サ
バ
イ
バ

ル
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
も
ま
た
、
テ
ー
マ
が
「（
若
者
の
）
働
き
方
」
で
あ
り
、
か
つ
こ
こ
ま
で

見
た
よ
う
な
若
者
擁
護
論
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

第
２
章 

「
海
外
に
出
よ
」
系
の
言
説
を
読
む 

―
―
田
村
耕
太
郎
と
谷
本
真
由
美
を 

中
心
に

２
．
１ 

は
じ
め
に

「
若
者
は
海
外
に
出
よ
」
あ
る
い
は
「
海
外
に
出
て
み
て
変
わ
っ
た
」
と
い
う
書
籍
（
電

子
書
籍
含
む
）
の
刊
行
が
盛
ん
だ
。
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
フ
ラ
ッ
ト
化
な
ど
は
以
前
か

ら
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
２
０
１
０
年
代
に
入
っ
て
、「
若
者
は
海
外
に
出
る
べ
き
だ
」

と
す
る
主
張
が
一
気
に
爆
発
し
た
感
が
あ
る
。
ま
た
若
い
世
代
の
書
き
手
に
お
い
て
も
、
特

に
電
子
書
籍
に
お
い
て
、「
落
ち
こ
ぼ
れ
だ
っ
た
自
分
が
海
外
に
出
て
い
ろ
い
ろ
な
人
と
出

会
う
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
（
だ
か
ら
同
世
代
の
若
者
も
海
外
に
出
る
べ
き
だ
）」
と
い

う
も
の
が
多
く
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

若
年
層
向
け
の
自
己
啓
発
書
や
ビ
ジ
ネ
ス
書
に
お
い
て
、「
海
外
に
出
る
こ
と
」
と
い
う

も
の
が
若
年
層
の
、そ
し
て
社
会
の
「
閉
塞
感
」
を
解
決
す
る
た
め
の
決
定
的
な
「
処
方
箋
」

と
し
て
提
供
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
、
現
在
に
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
本
章
で
は
、
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

２
．
２ 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
を
演
出
す
る
た
め
の
「
ア
イ
ド
ル
」

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
や
っ
て
い
る
人
な
ら
、「
メ
イ
ロ
マ
」（@

M
ay_Rom

a

）
と
い
う
名
前
に

聞
き
覚
え
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
メ
イ
ロ
マ
」
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
在
住
の
情
報
通
信
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
従
事
者
で
あ
る
谷
本
真
由
美
だ
。
谷
本
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
は
じ
め
、

近
年
で
は
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
や
書
籍
な
ど
で
積
極
的
に
日
本
の
社
会
や
働
き
方
を
批
判
し
て
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第
１
部　
「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？

い
る
。

谷
本
の
手
法
と
し
て
は
、「
日
本
」
が
い
か
に
（
谷
本
の
語
る
と
こ
ろ
の
）
国
際
的
な
常

識
か
ら
離
れ
て
お
り
、
ま
た
谷
本
の
言
説
を
受
容
す
る
よ
う
な
層
に
と
っ
て
抑
圧
と
な
っ
て

い
る
か
を
語
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
彼
女
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
で
の
発
言
は
、「
日
本
的
」
な
も
の
を
悪
し
様
に
罵
っ
て
い
る
と
し
か
思

え
な
い
も
の
も
目
立
つ
。
例
え
ば
、
所
謂
「
エ
ク
セ
ル
方
眼
紙
」（
エ
ク
セ
ル
の
セ
ル
の
高

さ
と
幅
を
そ
ろ
え
て
方
眼
紙
状
に
し
て
使
う
こ
と
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
日
本
だ
け
の
「
文

化
」
で
あ
る
と
し
た
文
章
で
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
飛
び
出
す
。

し
か
し
で
す
ね
、
こ
う
い
う
無
駄
な
努
力
、
と
い
う
か
、
斜
め
上
の
努
力
は
、
時
間

と
電
気
代
と
労
力
の
無
駄
な
だ
け
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
な
わ
け
で
す
。
現
在

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
叫
び
ま
く
っ
て
い
る
方
が
日
本
に
は
お
ら
れ
ま
す

が
、
海
外
と
文
書
を
や
り
取
り
す
る
時
に
エ
ク
セ
ル
方
眼
紙
を
送
っ
て
し
ま
う
大
タ
ワ

ケ
様
が
お
ら
れ
ま
す
。

職
人
技
が
発
揮
さ
れ
た
エ
ク
セ
ル
方
眼
紙
を
受
け
取
っ
た
ガ
イ
ジ
ン
さ
ん
達
は
以
下

の
様
に
シ
ャ
ウ
ト
な
さ
れ
ま
す
。
真
の
メ
タ
ル
の
布
教
に
日
夜
邁
進
す
る
マ
ノ
ウ
オ
ー

先
生
よ
り
も
強
力
な
シ
ャ
ウ
ト
で
す
。

「
オ
ー
！
！
！
！
フ
ァ
ッ
ク
！
！
！
ナ
ン
ゾ
こ
れ
！
？
！
意
味
不
明
。
サ
イ
ズ
が
変

え
ら
れ
ね
え
！
！
ぎ
ゃ
あ
、
プ
リ
ン
タ
で
印
刷
し
た
ら
サ
イ
ズ
が
ず
れ
た
。
し
か
も
変

な
数
式
が
入
っ
て
る
！
！
た
だ
の
文
書
だ
ろ
お
い
。
フ
ァ
ッ
ク
フ
ァ
ッ
ク
フ
ァ
ッ
ク
。

師
ね
師
ね
師
ね
師
ね
！
！
！
！
」

師
ね
師
ね
団
も
真
っ
青
な
シ
ャ
ウ
ト
で
す
ね
。

こ
の
様
に
怒
っ
た
ガ
イ
ジ
ン
さ
ん
は
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
の
あ
の
野
郎
は
ク
レ
イ
ジ
ー

な
デ
ィ
ッ
ク
ヘ
ッ
ド
だ
ぜ
。
本
当
に
デ
ィ
ッ
ク
ヘ
ッ
ド
だ
。
俺
、
も
う
あ
い
つ
ら
の
仕

事
に
は
協
力
し
な
い
。だ
っ
て
こ
っ
ち
の
こ
と
を
全
然
考
え
て
な
い
よ
な
。最
低
だ
ぜ
」

と
パ
ブ
で
同
僚
に
悪
態
を
つ
き
ま
す
。（
谷
本
真
由
美[

２
０
１
３
ｂ]

）

こ
の
よ
う
な
「
罵
倒
」
と
も
言
え
る
文
章
が
「
芸
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
は
谷
本
の

な
せ
る
業
、
と
言
う
ほ
か
な
い
。
谷
本
の
こ
の
よ
う
な
「
キ
ャ
ラ
」
が
、
な
ぜ
許
容
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

書
籍
（
電
子
書
籍
含
む
）
に
し
て
も
、
こ
の
文
章
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
何
か
に
つ

け
て
「
海
外
」
や
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
を
持
ち
出
し
て
日
本
の
「
閉
塞
感
」
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
。
そ
も
そ
も
谷
本
の
『
日
本
が
世
界
一
「
貧
し
い
」
国
で
あ
る
件
に
つ
い
て
』（
祥
伝
社
、

２
０
１
３
年
）
に
は
、
谷
本
に
よ
る
《
自
分
が
日
本
で
か
か
っ
て
い
た
洗
脳
。
競
争
し
な
く

て
は
い
け
な
い
、
家
族
や
友
よ
り
仕
事
、
進
歩
は
偉
い
、
田
舎
は
だ
さ
い
、
自
販
機
と
コ
ン

ビ
ニ
は
重
要
、電
車
と
バ
ス
は
定
時
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、痩
せ
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

群
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
流
行
は
追
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
れ
も
自
分
を
不
幸
に
し
て

い
た
》（
谷
本
真
由
美[

２
０
１
３
ａ]

「
は
じ
め
に
」）
と
い
う
ツ
イ
ー
ト
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
海
外
に
出
る
こ
と
で
そ
の
「
洗
脳
」
か
ら
解
け
た
、
と
い
う
の
が
谷
本
の
ス

ト
ー
リ
ー
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
谷
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
必
然
的
に
世
の
中
の
問
題
を
自
意
識
の
問
題
と
し

て
考
え
る
セ
ラ
ピ
ー
文
化
的
な
文
脈
に
結
び
つ
く
。
谷
本
は
同
書
の
最
初
の
ほ
う
で
《
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
残
業
が
減
ら
ず
、労
働
環
境
や
住
環
境
が
悪
化
す
る
一
方
な
の
は
、つ
ま
り
、

「
自
分
の
責
任
」
な
ん
で
す
》（
谷
本
前
掲
第
1
章
）
と
い
う
物
言
い
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
。

谷
本
の
言
う
よ
う
に
、言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、ま
た
経
済
的
に
豊
か
で
あ
り
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
も
充
実
し
て
い
る
…
な
ど
と
い
っ
た《
自
分
で
考
え
た
り
行
動
す
る
た
め
の「
道
具
」

や「
材
料
」は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
そ
ろ
っ
て
い
る
》（
谷
本
前
掲
第
1
章
）社
会
が「
貧
し
い
」

の
は
日
本
人
の
意
識
の
あ
り
方
に
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
谷
本
の
主
張
の
根
幹
と
な
っ

て
い
る
。
第
3
章
に
も
《
何
で
も
人
任
せ
で
、
自
分
で
責
任
を
取
り
た
く
な
い
の
で
す
。
無

責
任
で
ず
る
く
て
、
怠
け
者
の
人
が
多
い
の
で
す
。
日
本
人
が
勤
勉
で
責
任
感
が
あ
る
と
い

う
の
は
大
嘘
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
考
え
る
こ
と
も
、
行
動
す
る
こ
と
も
、
リ
ス
ク
を
負

う
こ
と
も
嫌
な
人
た
ち
が
多
い
の
で
す
》（
谷
本
前
掲
第
3
章
）
と
い
う
、
根
拠
の
乏
し
い

批
判
が
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
「
自
己
責
任
」
論
に
基
づ
く
セ
ラ
ピ
ー
的

な
社
会
観
の
発
露
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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第２章 「海外に出よ」系の言説を読む――田村耕太郎と谷本真由美を中心に  
２．２ 「グローバル」を演出するための「アイドル」

外
国
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
外
国
人
だ
か
ら
日
本
の
問
題
点
が
わ
か
る
、
と
い

う
の
は
日
本
人
論
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
論
拠
」
で
あ
り
、
か
つ
て
は
自
ら
の
主
張
を
通
す
た

め
に
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
な
る
虚
偽
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
で
っ
ち
上
げ
た
山
本
七
平
の
『
日
本

人
と
ユ
ダ
ヤ
人
』
な
ど
と
い
っ
た
例
も
存
在
す
る
。
た
だ
谷
本
の
主
張
と
し
て
特
徴
的
な
の

は
、
谷
本
の
「
日
本
人
論
」
が
あ
る
種
の
自
己
啓
発
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
（
そ
も
そ
も
谷
本
は
近
年
の
自
己
啓
発
書
の
傾
向
に
つ
い
て
「
自
分
は
悪
く
な
い
、
社

会
が
悪
い
」
と
い
う
も
の
ば
か
り
だ
と
言
っ
て
い
る
が
（
谷
本
前
掲
第
３
章
）、
牧
野
智
和

や
漆
原
直
行
な
ど
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
、
現
状
は
真
逆
で
あ
る
。
詳
し
く
は
牧
野

智
和[

２
０
１
２
ａ]

、
漆
原
直
行[
２
０
１
２]

及
び
後
藤
和
智[

２
０
１
３
ｅ]

、
関
連
書

と
し
て
は
小
池
靖[

２
０
０
７]

を
参
照
さ
れ
た
い
）。

谷
本
が
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
、
受
け
手
に
対
し
て
自
ら
の
視
点
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と

同
一
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
を
（
具
体
的
な
社
会
や
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
す
っ
飛

ば
し
て
）
本
質
的
に
劣
化
し
て
い
る
と
い
う
「
錯
覚
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
谷

本
の
言
説
と
は
、
自
分
の
意
識
を
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
い
し
「
欧
米
」
の
考
え
方
に
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
日
本
」
と
い
う
枠
組
み
を
脱
却
し
て
、
真
の
幸
せ
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

海
外
の
動
向
を
称
揚
す
る
論
者
と
し
て
谷
本
に
並
ん
で
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
か
つ
て
参
議

院
議
員
も
務
め
現
在
は
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
田
村
耕
太
郎
で
あ
ろ
う
。
田
村

は
、
日
本
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
基
本
と
す
る
谷
本
と
は
対
照
的
に
、
い
わ
ば

「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
と
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
押
す
タ
イ
プ
と
言
え
る
。
田
村
の
代
表
的
な
著
書

と
し
て
『
君
は
、
こ
ん
な
ワ
ク
ワ
ク
す
る
世
界
を
見
ず
に
死
ね
る
か
！
？
』
や
『
君
は
、
世

界
を
迎
え
撃
つ
準
備
が
で
き
て
い
る
か
？
』（
中
経
出
版
、
２
０
１
２
年
）
な
ど
と
い
っ
た

具
合
に
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
読
者
で
あ
る
「
君
」
に
対
し
て
熱
く
呼
び
か
け
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
は
い
え
田
村
の
主
張
す
る
「
世
界
で
生
き
抜
く
方
法
」
の
よ
う
な
も
の
は
谷
本
と
は
基

本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。『
君
は
、世
界
を
～
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

教
養
や
科
学
の
知
識
を
つ
け
る
、
英
語
を
学
ぶ
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
最

終
的
最
終
的
な
目
標
は
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
「
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
」
で
あ
れ
、
そ
し
て
そ
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
を
持
っ
て
し
て
世
界
に
攻
め
込
ん
で
い

け
、
と
い
う
の
が
田
村
の
主
張
の
根
幹
で
あ
る
。
ま
た
田
村
の
言
説
に
も
、
我
が
国
が
い
か

に
「
閉
鎖
的
」
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

た
だ
、
田
村
の
言
説
の
特
徴
と
し
て
は
、
早
く
世
界
に
出
て
こ
の
動
き
に
乗
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
「
焦
ら
せ
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
田
村
は
自
ら
が
見
聞
き
し
た
、

世
界
の
エ
リ
ー
ト
の
事
情
や
、
あ
る
い
は
海
外
で
活
躍
す
る
日
本
人
の
「
実
態
」
を
し
き
り

に
強
調
す
る
。
田
村
に
と
っ
て
「
世
界
を
迎
え
撃
つ
」
と
は
基
本
的
に
エ
リ
ー
ト
層
に
お
け

る
戦
い
で
あ
り
、
日
本
の
東
京
大
学
や
慶
應
義
塾
な
ど
と
い
っ
た
大
学
で
は
最
早
通
用
し
な

い
、
も
っ
と
上
位
の
大
学
に
留
学
せ
よ
と
し
き
り
に
「
焦
ら
せ
る
」。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会

環
境
下
で
は
、
日
本
人
は
世
界
の
エ
リ
ー
ト
と
フ
ラ
ッ
ト
な
競
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。《
今
の
日
本
国
内
の
教
育
イ
ン
フ
ラ
で
は
、
世
界
で
戦
え
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
日
本
の
受
験
競
争
を
い
か
に
勝
ち
抜
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
世
界
で
は
高
い
評

価
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
中
に
い
て
は
、
い
つ
ま
で
経
っ

て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
は
な
れ
な
い
の
だ
》（
田
村
耕
太
郎[

２
０
１
２]

第
１
章
）
と
ま

で
断
言
す
る
ほ
ど
だ
。

こ
こ
ま
で
谷
本
と
田
村
の
言
説
に
つ
い
て
軽
く
触
れ
て
き
た
。
谷
本
に
し
て
も
田
村
に
し

て
も
、
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
日
本
が
世
界
の
標
準
的
な
考
え
方
や
シ
ス
テ
ム
に
比
べ
て

い
か
に
「
劣
っ
て
」
い
る
、
あ
る
い
は
「
遅
れ
て
」
お
り
、
特
に
エ
リ
ー
ト
層
に
と
っ
て
抑

圧
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
か
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
だ
谷
本
は
「
日
本
」
を
貶
め
る

た
め
な
ら
通
常
の
論
客
な
ら
た
め
ら
う
よ
う
な
罵
詈
雑
言
も
辞
さ
な
い
の
に
対
し
、
田
村
は

ひ
た
す
ら
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
で
押
し
通
そ
う
と
す
る
）。
言
説
の
傾
向
と
し
て
は
大
筋
で
共

通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
客
の
役
割
は
何
か
と
言
う
と
、お
そ
ら
く「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

と
い
う
時
代
を
煽
る
た
め
の
「
ア
イ
ド
ル
」（
偶
像
）
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
２
者
の
言
動
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ア
イ
ド
ル
」
に
必
要
な
の
は
、
日
本
の
現
状

に
対
す
る
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
谷
本
に
し
て
も
田
村
に
し

て
も
、
日
本
の
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
い
い
と
こ
ろ
を
生
か
し
た
り
、
あ
る
い
は
地
道
に
問
題
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〈若者〉をめぐる言説の現在と計量分析 平成日本若者論史 Special3

第
１
部　
「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？

点
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
ス
タ
ン
ス
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
一
足
飛
び
に
「
グ
ロ
ー
バ

ル
」
な
、
あ
る
い
は
「
世
界
を
迎
え
撃
つ
」
た
め
の
考
え
方
を
導
入
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

時
代
の
中
で
い
か
に
「
自
分
」（
言
説
の
受
け
手
）
が
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り

が
協
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
の
も
と
で
は
、
日
本
の
現
状
に
対
し

て
は
冷
笑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
常
だ
ろ
う
。

田
村
や
谷
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
、
経
済
観
は
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
」
を
強
調
す
る
論
客
に
お
い
て
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
。
例
と
し
て
大
石
哲
之
の
『
ノ

マ
ド
化
す
る
時
代
』（
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
、
２
０
１
３
年
）
や
、
松

井
博
の
『
企
業
が
「
帝
国
」
化
す
る
』（
ア
ス
キ
ー
新
書
、２
０
１
２
年
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

大
石
は
「
ノ
マ
ド
研
究
所
」
を
主
催
し
て
現
代
に
お
け
る
働
き
方
な
ど
を
研
究
し
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
運
営
し
て
い
る
と
い
う
。
大
石
は
現
代
に
対
し
て
、《
国
と
い
う
も
の
の

意
義
が
薄
れ
、人
は
自
由
に
国
境
を
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。（
略
）
／
一
方
で
、

世
界
中
に
展
開
す
る
資
本
主
義
の
主
役
は
国
で
は
な
く
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
や
、

ア
ッ
プ
ル
、
グ
ー
グ
ル
の
よ
う
な
私
企
業
だ
》（
大
石
哲
之[
２
０
１
３]

プ
ロ
ロ
ー
グ
）
と

い
う
時
代
で
あ
る
と
規
定
し
、
さ
ら
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
国
家
の
終
焉
に
よ
っ
て
多
く
の

人
々
が
「
ハ
イ
パ
ー
ノ
マ
ド
」（
＝
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
リ
ー
ト
）
と
「
下
層
ノ
マ
ド
」
に
分
か

れ
て
い
く
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
競
争
か
ら
降
り
た
存
在
と
し
て
「
起
業
家
ノ

マ
ド
」
ま
で
も
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
書
の
締
め
の
第
７
章
で
は
「
ノ
マ
ド
化
す
る
時
代
を
生

き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
」
な
る
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
れ
も
谷
本
や
田
村
な
ど

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
ッ
プ
ル
本
社
の
シ
ニ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
歴
任

し
た
こ
と
の
あ
る
松
井
に
し
て
も
、
ア
ッ
プ
ル
や
グ
ー
グ
ル
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
い
っ
た
主

要
企
業
の
「
帝
国
」
化
を
示
し
、
最
早
資
本
主
義
を
支
配
す
る
の
は
国
家
で
は
な
く
私
企
業

な
の
だ
と
し
つ
つ
も
、
示
す
の
は
「
ど
う
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
あ
る
種
の
宿
命
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
言
説
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
流
れ
は
最
早
変
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、そ
の
よ
う
な
環
境
下
で
二
極
化
が
進
む
の
も
不
可
避
で
あ
る
、む
し
ろ
そ
れ
に
「
適

用
」
す
る
よ
う
に
自
分
を
変
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
宿
命
論
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
社
会
や
企
業
の
動
き
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

２
．
３ 

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
の
経
営
者
は
な
ぜ
若
者
論
を 

語
る
の
か

谷
村
や
田
村
な
ど
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
気
分
」
の
扇
動
を
軌
を
一
に

し
て
い
る
言
説
と
し
て
、
所
謂
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
さ
れ
る
起
業
の
経
営
者
に
よ
る
若
者

論
を
採
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
は
、
２
０
０
０
年
代
半
ば
頃
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
使
わ
れ

て
い
る
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
違
法
な
こ
と
を
し
て
い
る
企
業
は
も
と
よ

り
、
た
と
い
合
法
で
あ
っ
て
も
残
業
代
を
支
払
わ
な
い
、
過
剰
な
競
争
と
選
別
で
多
く
の
人

が
精
神
を
病
ん
で
辞
め
て
し
ま
う
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
企
業
に
対
し
て
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
呼
ば
れ
る
企
業
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ワ
タ
ミ
や
「
ユ

ニ
ク
ロ
」
の
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ワ
タ
ミ
に
つ
い
て
は
過
去
に
従

業
員
の
過
労
死
を
め
ぐ
っ
て
幾
度
と
な
く
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
り
、
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ

リ
ン
グ
に
し
て
も
過
剰
な
選
別
に
よ
る
離
職
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
ワ
タ
ミ
会
長
の
渡
邉
美
樹
と
、
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
社
長
兼
会
長
の
柳

井
正
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
系
の
メ
デ
ィ
ア
で
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
発
言
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
発
言
内
容
に
は
、
若
者
論
も
少
な
く
な
い
。
実
を
言
う
と
、
渡
邉
や
柳
井
の
よ
う

な
経
営
者
が
、
自
ら
の
企
業
が
大
き
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ

ス
系
の
メ
デ
ィ
ア
で
若
者
論
の
論
客
と
し
て
発
言
で
き
る
の
に
は
、
前
節
で
採
り
上
げ
た
田

村
や
谷
本
な
ど
を
重
用
す
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
環
境
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま
た
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
で
の
「
新
し
い
働
き
方
」「
新
し
い
生
き

方
」
を
煽
る
「
ア
イ
ド
ル
」
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
柳
井
は
、ネ
ッ
ト
上
を
中
心
に
批
判
を
読
ん
だ
朝
日
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「「
年
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収
１
０
０
万
円
も
仕
方
な
い
」
ユ
ニ
ク
ロ
柳
井
会
長
に
聞
く
」（http://w

w
w

.asahi.com
/

business/update/0423/T
K

Y
201304220465.htm

l

）
に
お
い
て
、
柳
井
は
「
成
長
か
死

か
」
と
い
う
価
値
観
を
提
示
し
て
い
る
。
柳
井
は
自
ら
が
社
長
・
会
長
を
務
め
る
フ
ァ
ー
ス

ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
「
世
界
同
一
賃
金
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
社
の
離

職
率
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
《
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
問
題
だ
。
１
０
年
前
か
ら
社
員
に

も
い
っ
て
き
た
。
将
来
は
、
年
収
１
億
円
か
１
０
０
万
円
に
分
か
れ
て
、
中
間
層
が
減
っ
て

い
く
。
仕
事
を
通
じ
て
付
加
価
値
が
つ
け
ら
れ
な
い
と
、
低
賃
金
で
働
く
途
上
国
の
人
の
賃

金
に
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
の
で
、
年
収
１
０
０
万
円
の
ほ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
仕
方
が
な

い
》
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
柳
井
は
《
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
い
う
の
は
『
Ｇ

ｒ
ｏ
ｗ　
ｏ
ｒ　

Ｄ
ｉ
ｅ
（
グ
ロ
ウ
・
オ
ア
・
ダ
イ
）』（
成
長
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
死
か
）。

非
常
に
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
時
代
だ
。
変
わ
ら
な
け
れ
ば
死
ぬ
、
と
社
員
に
も
い
っ
て
い

る
》
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
対
す
る
認
識
は
、
先
に
挙
げ
た
谷
本
や
田
村
な
ど
と

共
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
世
界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
、
特
に
若
年
層
は
高

い
付
加
価
値
を
つ
け
な
い
と
世
界
で
生
き
て
い
け
な
く
な
る
、
と
い
う
の
は
こ
こ
ま
で
挙
げ

て
き
た
若
年
層
向
け
自
己
啓
発
書
、
ビ
ジ
ネ
ス
書
と
共
通
の
世
界
観
で
あ
る
。「
エ
キ
サ
イ

テ
ィ
ン
グ
」
を
強
調
す
る
の
も
同
様
だ
。

こ
の
よ
う
な
言
説
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
柳
井
は
た
だ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
め
ば
世
界
は

こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
「
事
実
」
を
述
べ
て
い
る
だ
け
だ
、
と
反
論
す
る
向
き
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
反
論
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
め
ば
こ
う
な
る

の
は
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
宿
命
論
を
担
保
と
し
て
、
不
当
に
低
い
賃
金
を
正
当
化
す
る
も

の
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
現
代
の
産
業
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
発
達
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

起
こ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
特
に
小
売
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
は
ロ
ー
カ
ル
な
住
民
や
来

訪
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
競
争
相
手
は
「
世
界
」
で
は
な
く
店
舗
を
展
開

し
て
い
る
地
域
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
レ
ベ
ル
で
の
競
争
や
、
あ
る
い
は

ロ
ー
カ
ル
の
社
会
・
経
済
的
環
境
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
、
あ

る
い
は
自
分
た
ち
が
若
者
に
与
え
た
い
こ
と
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う

世
界
観
を
も
っ
て
し
て
自
ら
へ
の
批
判
を
か
わ
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
が
若
者
論
と
ど
う
繋
が
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
論
と
、
そ

こ
で
（
特
に
若
年
層
が
）
い
か
に
「
生
き
る
」
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
を
語
る
と
き
に
、

若
年
層
の
「
劣
化
」
が
こ
の
よ
う
な
論
者
に
お
け
る
若
年
層
へ
の
認
識
の
基
底
と
し
て
存
在

す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
柳
井
は
『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
２
０
１
３
年
４
月
15
日

号
に
お
い
て
、《
日
本
の
若
い
人
は
今
後
、
海
外
の
若
い
人
と
競
争
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
も
競
争
相
手
は
先
進
国
だ
け
で
な
く
、新
興
国
の
人
々
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
で
、

旧
来
型
の
制
度
を
守
っ
て
い
て
は
、
や
っ
て
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
》（
ｐ
．
４
３
）

と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
現
代
の
若
年
層
は
海
外
と
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説

い
て
い
る
。

そ
の
際
に
、現
代
の
、例
え
ば「
草
食
系
男
子
」と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な「
甘
っ

た
れ
た
」
も
の
で
は
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
論

客
に
お
い
て
は
都
合
が
い
い
。
先
に
採
り
上
げ
た
谷
本
の
「
世
界
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
若

年
層
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
一
つ
の
変
奏
で
あ
る
と
言
え
る
。「
世
界
と
渡
り
合
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若
者
」
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
を
知
っ
て
、
自
分
を
高
め
て
ほ
し
い
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
若
年
層
向
け
自
己
啓
発
書
や
一
部
の
経
営
者
言
説
が
発
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
言
説
の
、
セ
ラ
ピ
ー
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
劣
化
言
説
の

影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
「
生
き
づ
ら
さ
」
や
「
閉
塞
感
」
を
感
じ
て
い

た
の
は
自
分
が
「
日
本
」
と
い
う
枠
組
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
よ
う
な
枠
組

み
を
取
り
払
え
ば
そ
の
よ
う
な
「
生
き
づ
ら
さ
」
や
「
閉
塞
感
」
を
克
服
で
き
る
、
と
い
う

の
は
あ
る
種
の
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
と
同
様
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
も

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
に
基
づ
く
認
識
を
若
い
世
代
に
植
え
付
け
る
の

は
、
若
年
層
劣
化
言
説
の
内
面
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

近
年
の
自
己
啓
発
言
説
は
、
得
て
し
て
劣
化
言
説
と
親
和
性
が
高
い
。
谷
本
が
「
イ
ギ
リ

ス
で
は
」「
欧
州
で
は
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
の
は
、
彼
女
の
言
説
の
受
け
手
に
と
っ
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第
１
部　
「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？

て
「
日
本
」
と
い
う
社
会
が
自
ら
の
可
能
性
を
抑
圧
す
る
、「
世
界
」
に
比
べ
て
劣
っ
た
存

在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
若
年
層
に
対
し
て
も
、
あ
る
い

は
日
本
社
会
に
対
し
て
も
、
劣
化
言
説
と
は
相
互
不
信
に
よ
っ
て
広
ま
る
言
説
で
あ
る
。
現

代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
系
の
自
己
啓
発
言
説
は
、
若
年
層
と
経
営
者
層
の
相
互
不
信
に
基
づ

き
、
価
値
観
の
空
中
戦
を
行
っ
て
い
る
、
空
疎
な
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。

２
．
４ 

ま
と
め
―
―
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
帝
国

若
年
層
が
「
世
界
を
知
ら
な
い
」
こ
と
を
嘆
き
、「
海
外
に
出
る
こ
と
」
を
積
極
的
に
煽

る
自
己
啓
発
系
の
論
客
、
そ
し
て
「
成
長
か
死
か
」
と
述
べ
る
経
営
者
―
―
。
こ
れ
ら
の
論

客
が
示
す
価
値
観
は
、
近
年
の
若
年
層
劣
化
言
説
、
す
な
わ
ち
現
代
の
若
年
層
は
社
会
や
世

界
で
活
躍
す
る
意
欲
を
失
い
、
内
に
こ
も
っ
た
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
し
か
し
そ

の
よ
う
な
生
き
方
で
は
弱
肉
強
食
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
を
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
言
説
の
上
で
互
い
に
反
射
を
繰
り
返
し
て
、
若
年
層
に
対
す
る
道
徳
的
な
締
め
付
け

を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
第
一
に
、
特
に
商
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
相

手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ま
ず
は
事
業
を
展
開
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
第
二
に
い
く
ら
崇
高
な
理
念
を
掲
げ
て
い
て
も
、
実
現
性
が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
こ

と
、
第
三
に
、
そ
れ
と
同
時
に
身
体
や
精
神
を
病
ん
で
し
ま
っ
て
も
や
は
り
意
味
は
な
い
と

い
う
こ
と
。

そ
し
て
最
後
に
最
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
若
年
層
も
ま
た
国
民
と
し
て
の

権
利
を
持
っ
た
市
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
者
論
に
お
け
る
保
守
派
の
伸
張
か

ら
、
若
年
層
が
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
、
ま
た
柳

井
正
な
ど
の
言
説
に
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
労
働
環
境
に

つ
い
て
、
法
律
の
範
囲
内
で
正
当
に
異
議
を
申
し
立
て
る
の
は
国
民
に
固
有
の
権
利
と
し
て

憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。

こ
こ
で
採
り
上
げ
た
自
己
啓
発
の
書
き
手
の
中
に
は
、
柳
井
の
よ
う
な
言
説
や
、
あ
る
い

は
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
を
問
題
視
す
る
向
き
も
存
在
は
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
示
す

「
解
決
策
」
は
、
そ
れ
こ
そ
谷
本
真
由
美
の
よ
う
に
「
日
本
の
労
働
環
境
は“

ク
ソ”

な
の

だ
か
ら
海
外
に
出
て
自
由
な
働
き
方
を
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
も
の
が
多
い
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
「
解
決
策
」
で
は
、
そ
も
そ
も
の
国
内
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

ま
た
「
変
え
ら
れ
な
い
な
ら
逃
げ
れ
ば
い
い
」
と
い
う
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
は
、「
社

会
や
制
度
は
変
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
強
化
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
次
章
で
採
り
上
げ
る
、「
国
内
で
し
た
た
か
に
生
き
の
び

れ
ば
い
い
」
と
い
う
言
説
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
採
り
上
げ
る
自
己
啓
発
言

説
は
、
社
会
や
経
済
、
制
度
に
対
し
て
ニ
ヒ
ル
な
態
度
を
と
る
と
い
う
点
で
は
強
い
共
通
点

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
本
書
の
最
後
で
見
て
い
く
こ
と

と
し
つ
つ
、
今
度
は
、
本
章
で
採
り
上
げ
た
言
説
と
は
逆
の
方
向
性
を
持
つ
言
説
に
つ
い
て

採
り
上
げ
て
み
よ
う
。



17

17

第３章 「降りる生き方」の罠 ――「新しい時代の正義」の何が危ういのか
３．１ はじめに

第
３
章 

「
降
り
る
生
き
方
」
の
罠 

―
―
「
新
し
い
時
代
の
正
義
」
の
何
が

危
う
い
の
か

３
．
１ 

は
じ
め
に

前
章
で
採
り
上
げ
た
の
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
と
い
う
の
は
特
に
若
い
人
た
ち

に
と
っ
て
、
こ
の
上
な
く
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
社
会
な
ん
だ
！
」
と
い
う
こ
と
を
煽
り
、

そ
し
て
彼
ら
の
示
す
「
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
な
動
き
に
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
を
収
め

よ
と
す
る
言
説
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
社
会
観
、
経
済
観
が
極
め
て
単
純
で
宿
命

論
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
ま
た
彼
ら
の
主
張
す
る
「
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
な
動
き
の
裏

で
、
国
内
の
問
題
が
覆
い
隠
さ
れ
る
の
も
ま
た
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
そ
の
追

求
は
措
い
て
お
く
。

本
章
で
採
り
上
げ
る
の
は
、
前
章
で
採
り
上
げ
た
言
説
と
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
な
、
日

本
の
国
内
と
い
う
枠
組
み
で
「
し
た
た
か
に
」
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
ら
の
言
説
も
、
現
代
の
日
本
社
会
の
「
閉
塞
感
」
や
「
生
き
づ
ら
さ
」
を
問
題
視
す
る

と
い
う
点
で
は
前
章
で
採
り
上
げ
た
言
説
と
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
日
本
の
「
閉
塞
感
」

な
ど
に
対
し
て
、「
若
者
の
新
し
い
考
え
方
・
想
像
力
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
レ

イ
ク
ス
ル
ー
を
求
め
る
と
い
う
構
造
も
同
一
だ
。
違
う
の
は
そ
れ
を
い
か
に
し
て
実
現
す
る

か
と
い
う
と
こ
ろ
く
ら
い
で
し
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
言
説
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
前
章
で
採
り
上
げ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
系
の
言
説

よ
り
も
、
世
代
間
闘
争
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
縮
小
す
る
経
済

の
中
で
し
た
た
か
に
生
き
る
」
系
の
言
説
は
、
デ
フ
レ
や
不
況
が
長
期
化
す
る
中
で
、
上
の

世
代
の
よ
う
な「
一
つ
の
会
社
に
長
く
勤
め
る
」と
い
う
生
き
方
は
も
う
通
用
し
な
い
の
だ
、

こ
れ
か
ら
は
働
く
場
所
や
価
値
観
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
さ
ら
に
は
経
済
と
い
う
考
え
方
か
ら

自
由
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
世
代

間
闘
争
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
し
ま
う
の
も
必
然
と
言
え
る
。

「
競
争
が
嫌
な
ら
、
競
争
か
ら
降
り
れ
ば
い
い
」
―
―
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
一
見
す

る
と
過
酷
な
労
働
環
境
な
ど
で
苦
し
ん
で
い
る
若
年
層
を
「
救
済
」
す
る
言
葉
と
し
て
響
く

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
前
章
で
採
り
上
げ
た
言
説
と
同
様
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
色
の
強
い
社
会
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
ら
の
示
す
「
新
し
い
生
き
方
」
の
た

め
に
必
要
な
経
済
的
、
社
会
的
資
本
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
何
ら
解
答
を
提
示
し
て
い
な
い

と
い
う
点
で
は
、
先
に
挙
げ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
言
説
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
さ
ら
に
言

う
と
、
若
者
擁
護
論
の
形
で
示
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
言
説
も
ま
た
、
１
９
９
０
年
代
終
わ
り
頃

～
２
０
０
０
年
代
の
若
年
層
叩
き
の
流
れ
と
不
可
分
で
は
な
い
。
本
章
で
示
し
た
い
の
は
、

若
年
層
に
対
し
て
一
定
の
「
属
性
」「
心
性
」
を
決
め
つ
け
、
そ
れ
を
元
に
し
て
「
新
し
い

可
能
性
」
を
持
ち
上
げ
る
と
い
う
若
者
論
の
空
疎
さ
で
も
あ
る
。

３
．
２ 

現
代
の
「
降
り
る
」
生
き
方
の
流
れ

現
代
の
消
費
社
会
が
示
す
よ
う
な
経
済
至
上
主
義
の
価
値
観
が
人
心
を
荒
廃
さ
せ
た
、
と

い
う
言
説
は
、
最
近
に
な
っ
て
突
如
と
し
て
降
っ
て
わ
い
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
バ
ブ
ル
期
に
は
、
中
野
孝
次
の
『
清
貧
の
思
想
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
り
、

あ
る
い
は
経
済
成
長
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
伝
統
的
な
価
値
観
の
見
直
し
か
ら
、
新
渡
戸
稲
造

の『
武
士
道
』が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
作
家
や
思
想
家
、

哲
学
者
か
ら
も
現
代
の
経
済
的
な
価
値
観
が
日
本
人
の
感
覚
を
失
わ
せ
た
と
か
、
あ
る
い
は

考
え
る
こ
と
を
放
棄
さ
せ
て
い
る
と
い
う
言
説
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
代
表
例
と
し

て
は
、
山
折
哲
雄
、
鷲
田
清
一
、
暉
峻
淑
子
、
中
島
義
道
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
論
客
の
多
く
は
比
較
的
高
齢
で
あ
る
。

現
代
の
「
降
り
る
生
き
方
」
系
の
特
徴
的
な
点
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
批
判
に
基
づ

く
、「
経
済
か
ら
自
由
に
な
る
べ
き
」
と
主
張
す
る
言
説
が
若
い
世
代
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
降
り
る
生
き
方
」
を
説
く
若
い
世
代
の
論
客
に
お
い
て
ほ
と
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第
１
部　
「
働
き
方
」
を
変
え
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
？

ん
ど
共
通
し
て
い
る
の
は
、
額
に
汗
し
て
経
済
成
長
に
与
し
て
き
た
上
の
世
代
の
生
き
方

は
、
経
済
の
停
滞
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
し
ま
っ
た
現
代
に
お
い
て
は
通
用
し
な
い
も
の
で
あ

り
、
不
況
に
よ
る
社
会
の
崩
壊
を
目
の
当
た
り
に
し
（
１
９
７
０
年
代
生
ま
れ
の
論
客
）、

あ
る
い
は
不
況
と
共
に
育
っ
て
き
た
（
１
９
８
０
年
代
以
降
生
ま
れ
の
論
客
）
自
分
た
ち
の

提
示
す
る
生
き
方
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お
い
て
必
要
に
な
る
の
だ
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
ノ
マ
ド
・
ト
ー
キ
ョ
ー
」
な
る
生
き
方
を
実
践
し
、
提
示
し
て

い
る
米
田
智
彦
は
、
著
書
『
僕
ら
の
時
代
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、

２
０
１
３
年
）
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、《
約
二
〇
年
も
続
く
経
済
の
停
滞
、
日
本
企

業
の
凋
落
…
…
そ
こ
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
の
事
故
。
日
本
社
会
が
大
き
な

時
代
の
転
換
期
に
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
／
「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

は
い
か
な
い
」
―
―
誰
も
が
そ
う
強
く
感
じ
、
二
十
世
紀
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
は
違
っ
た
多

様
性
に
富
ん
だ
自
由
や
幸
福
の
形
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
》（
米
田
智
彦[

２
０
１
３]

「
は

じ
め
に
」）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
認
識
は
、
前
章
で
採
り
上
げ
た
グ
ロ
ー
バ

ル
化
論
者
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

米
田
が
提
示
す
る
「
ノ
マ
ド
・
ト
ー
キ
ョ
ー
」
は
、《
本
来
の
「
遊
牧
民
」
の
意
味
に
近
い
、

定
住
所
を
持
た
な
い
「
ノ
マ
ド
ラ
イ
フ
」》（
米
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」）
と
説
明
し
て
い
る
。

米
田
は
《
東
京
を
ま
る
ご
と
シ
ェ
ア
し
て
旅
す
る
よ
う
に
暮
ら
す
》（
米
田
前
掲
「
は
じ
め

に
」）と
い
う
生
き
方
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、新
し
い
考
え
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

こ
の
経
験
が
僕
の
人
生
に
新
し
い
風
を
吹
か
せ
、
ル
ー
テ
ィ
ン
な
生
活
の
中
に
埋
没

し
、
次
第
に
新
鮮
さ
を
失
い
か
け
て
い
た
東
京
と
い
う
街
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
が
ら

り
と
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
思
い
切
っ
て
「
所
有
」
と
い
う
固
定
観
念
を
捨
て
た
こ
と

で
、
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
働
き
方
や
暮
ら
し
方
に
対
す
る
考
え
方
が

大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。（
米
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」）

こ
の
よ
う
な
《「
所
有
」
と
い
う
固
定
観
念
を
捨
て
》
る
と
い
う
考
え
方
が
前
面
に
出
る

の
は
、決
し
て
米
田
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。た
だ
米
田
に
関
し
て
言
う
と
、

米
田
は
同
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
「
セ
ル
フ
」
す
な
わ
ち
《
自
己
の
「
多
面
性
」
の
デ
ザ
イ

ン
》、「
ワ
ー
ク
」
す
な
わ
ち
《「
つ
な
が
り
」
を
生
む
働
き
方
の
デ
ザ
イ
ン
》、
そ
し
て
「
リ

ビ
ン
グ
」
す
な
わ
ち
《「
多
拠
点
」
の
住
環
境
の
デ
ザ
イ
ン
》
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
そ

れ
ぞ
れ
米
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」）。

米
田
の
考
え
方
の
根
幹
を
な
す
の
は
「
シ
ェ
ア
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
米

田
は
東
京
を
旅
し
な
が
ら
生
き
て
い
こ
う
と
し
た
と
き
に
『
シ
ェ
ア
―
―
〈
共
有
〉
か
ら
ビ

ジ
ネ
ス
を
生
み
出
す
新
戦
略
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
と
い
う
書
籍
に
出
会
い
、
以
降
住
環
境
か

ら
モ
ノ
に
至
る
ま
で
様
々
な
も
の
を
「
シ
ェ
ア
」
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
だ
（
米
田
前
掲
第
１
章
）。

米
田
の
「
シ
ェ
ア
ラ
イ
フ
」
を
担
保
す
る
の
は
主
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
と
さ
れ
て
い

る
。
米
田
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
《「
家
と
家
財
を
捨
て
て
、
東
京
を
旅
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

始
め
ま
す
」と
一
方
的
に
宣
言
》（
米
田
前
掲
第
１
章
）し
た
こ
と
に
対
し
て
毎
日
反
応
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
「
つ
な
が
る
」
こ
と
に
よ
り
生
き
方

を
実
践
し
て
き
た
と
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
な
い
し
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
担
保
と
し
た
「
新
し
い
生
き
方
」

を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
は
、
２
０
１
２
年
半
ば
頃
に
話
題
に
な
っ
た
、
ｐ
ｈ
ａ
『
ニ
ー
ト

の
歩
き
方
』（
技
術
評
論
社
、
２
０
１
２
年
）
も
こ
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
ｐ
ｈ
ａ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
細
か
い
仕
事
や
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
の
経

営
な
ど
を
し
て
い
る
と
い
う
。
ｐ
ｈ
ａ
は
同
書
の
目
的
に
つ
い
て
、《
働
か
な
く
て
も
そ
れ

ほ
ど
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
ず
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
の
が
本
当
に
豊
か
な
社
会
》（
ｐ
ｈ
ａ

[
２
０
１
２]

ｐ
．
１
３
）
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

ｐ
ｈ
ａ
の
言
説
に
お
い
て
は
、
既
存
の
「
ニ
ー
ト
」
バ
ッ
シ
ン
グ
が
、
上
の
世
代
が
形
成

し
て
き
た
社
会
の
「
常
識
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
い
う
認
識
を

表
明
し
て
お
り
（《
自
分
が
若
か
っ
た
頃
の
常
識
で
世
界
を
見
て
し
ま
う
上
の
世
代
は
、
全

く
違
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
今
の
若
者
に
も
「
頑
張
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
」「
そ
う
や
っ

て
み
ん
や
や
っ
て
き
た
ん
だ
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。
で
も
今
と
昔
で
は
状
況
が
違
う
。
昔
の


