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は
じ
め
に

　

こ
の
本
を
手
に
し
て
い
る
あ
な
た
は
、
今
、
日
本
語
を
読
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
文
を
、
こ
の
ペ
ー
ジ
を
、
読
む
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

あ
な
た
は
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
本
を
読
み
と
お
す
だ
け
の
日
本
語
力
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
価
値
あ
る
こ
と
で
す
。

　

で
も
、
こ
の
よ
う
な
本
を
手
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
何
か
悩
み
を
抱
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

話
し
て
い
て
、
言
い
た
い
こ
と
が
う
ま
く
ま
と
ま
ら
な
い
。「
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と
聞
き
返
さ
れ
る
。

「
話
が
長
い
」
と
言
わ
れ
る
。

　

相
手
の
話
を
聞
い
て
い
て
も
、
よ
く
整
理
で
き
て
い
な
い
気
が
す
る
。
分
か
っ
た
ふ
り
を
し
て
い
る
。

　

文
章
を
読
む
の
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
。
何
度
も
同
じ
と
こ
ろ
を
読
み
直
し
て
し
ま
う
。

　

ま
し
て
、
書
く
の
に
は
も
っ
と
時
間
が
か
か
る
。
一
向
に
、
手
が
動
か
な
い
。
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そ
う
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
触
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
日
々
の
ど
こ
か
で
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

高
校
生
、
い
や
、
大
学
生
ま
で
は
、
そ
の
ま
ま
で
も
よ
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
何
ら
か
の
役
職
を
担
い
、
時
間
的
制
約
の
中
で
一
定
の
「
成
果
」
を
求
め
ら
れ
る
立
場
に
い

る
今
、
何
と
か
し
て
そ
の
感
触
を
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
き
た
い
…
…
そ
う
思
い
始
め
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
で
き
る
な
ら
、
言
葉
を
自
由
に
使
い
こ
な
し
、
人
生
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
――
。

　

こ
の
本
は
、
そ
ん
な
あ
な
た
の
た
め
に
書
か
れ
た
一
冊
で
す
。

　

今
や
、
誰
も
が
書
き
手
・
読
み
手
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
が
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
表
し
て
い
ま
す
。

　

書
き
手
・
読
み
手
に
な
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
「
強
要
さ
れ
る
」
時

代
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
・
発
信
す
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
職
種
で
あ
っ
て
も
生
き
残
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
な
時
代
で
す
。

　

ネ
ッ
ト
上
で
受
発
信
さ
れ
る
の
は
、
書
か
れ
た
文
章
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
音
声
に
よ
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る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
と
り
が
あ
り
ま
す
。
対
話
・
会
話
を
含
む
映
像
を
ネ
ッ
ト
上
で
見
聞
き
す
る
機
会

は
、
と
て
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
書
き
手
・
読
み
手
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
話
し
手
・
聞
き
手
で
あ
る
こ
と
も

同
時
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
、
な
か
な
か
シ
ビ
ア
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

シ
ビ
ア
な
点
は
、
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
不
特
定
多
数
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
す
。

　

物
理
的
に
近
く
に
い
る
特
定
少
数
の
人
々
と
だ
け
つ
な
が
れ
ば
よ
か
っ
た
ア
ナ
ロ
グ
な
時
代
と
は
異
な

り
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
多
数
の
他
人
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

ま
だ
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
質
の
幅
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

受
発
信
さ
れ
る
情
報
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
質
的
に
玉ぎ

ょ
く

石せ
き

混こ
ん

淆こ
う

と
な
り
ま
す
。

　

ツ
イ
ッ
タ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
メ
デ
ィ
ア
で
は
文
章
を
即
時
的
に
読
み
書
き

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
で
は
「
玉
」
よ
り
「
石
」
が
目
立
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
知
っ
た
か

ぶ
り
・
分
か
っ
た
つ
も
り
の
文
章
が
、
あ
ち
こ
ち
に
存
在
す
る
の
で
す
。
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し
か
し
、
多
数
の
他
者
の
中
で
は
、
知
っ
た
か
ぶ
り
・
分
か
っ
た
つ
も
り
が
、
す
ぐ
見
抜
か
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
機
会
が
増
え
る
分
、
ニ
セ
も
の
は
、
気
づ
か
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
書
き
手
・
話
し
手
と
し
て
は
、
こ
れ
は
シ
ビ
ア
で
す
。

　

一
方
、
読
み
手
・
聞
き
手
と
し
て
は
、
逆
に
そ
う
い
う
ニ
セ
も
の
に
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
、
や
は
り
シ
ビ
ア
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
状
況
を
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
に
は
、
武
器
が
必
要
で
す
。

　

最
も
強
力
な
武
器
。

　

そ
れ
は
、「
言
語
技
術
」
で
す
。「
日
本
語
力
」
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
、
横
浜
市
で
国
語
塾
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

前
職
は
小
学
校
教
師
で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
年
数
を
上
回
り
、
国
語
専
門
で
教
え
て
き
た
期
間

だ
け
で
ま
も
な
く
一
〇
年
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
は
、
小
・
中
・
高
校
生
。
週
に
一
〇
〇
人
近
く
の
生
徒
を
、
日
々
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
塾
は
、
国
語
を
教
え
る
塾
と
い
う
よ
り
も
、
思
考
の
技
術
を
教
え
る
塾
で
す
。

　

日
本
語
に
よ
る
思
考
の
技
術
で
す
。
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単
な
る
「
国
語
科
」
の
枠
を
超
え
て
い
る
た
め
、
中
学
受
験
が
終
わ
っ
て
も
通
い
続
け
る
生
徒
が
、
け

っ
こ
う
い
ま
す
。
大
学
生
に
な
っ
て
も
通
い
続
け
た
い
と
話
し
て
く
れ
た
高
校
生
も
い
ま
す
。

　

実
は
、
こ
こ
が
肝
心
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

生
活
の
幅
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
、
言
葉
の
力
を
高
め
る
こ
と
の
価
値
を
自
ら
実
感
し
始
め
る
。

　

あ
る
い
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
と
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
他
人
の
言
語
技
術
と
自
身
の
言
語
技
術
と

の
差
に
気
づ
き
始
め
る
。

　

言
語
技
術
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
分
か
れ
ば
分
か
る
ほ
ど
、
そ
の
実
感
は
高
ま
る
。

　

そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
証
拠
に
、
最
も
切
実
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
大
人
か
ら
こ
そ
届
き
ま
す
。

　

あ
る
親
御
さ
ん
は
言
い
ま
し
た
。

「
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
私
自
身
が
、
先
生
の
塾
の
生
徒
に
な
っ
て
学
び
た
く
な
り
ま

し
た
」

「
大
人
向
け
の
講
座
を
や
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」

「
私
自
身
が
、
今
、
先
生
の
本
で
学
び
直
す
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

同
様
に
、
こ
う
い
う
声
も
よ
く
届
き
ま
す
。
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「
小
学
生
版
と
書
か
れ
た
問
題
集
で
し
た
が
、
三
〇
代
の
私
に
も
す
ご
く
手
ご
た
え
が
あ
り
ま
し
た
。
大

人
版
を
ぜ
ひ
出
し
て
く
だ
さ
い
」

「
講
師
バ
イ
ト
で
国
語
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
教
材
は
も
う
こ
れ
を
使
う
し
か
な
い
、
と
思
い
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
自
分
が
習
っ
て
い
た
こ
と
、
教
え
て
い
た
こ
と
が
何
だ
っ
た
の
か
と
思
う
く
ら
い
で
す
」

　

本
の
読
者
か
ら
の
感
想
で
す
。

　

そ
ん
な
声
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
大
人
向
け
の
本
を
書
い
た
り
、
大
人
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー

を
開
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
人
材
育
成
に
関
わ
る
大
手
企
業
か
ら
研
修
講
師
と
し
て
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
り
、
理
系
の

大
学
生
向
け
に
講
演
を
し
て
く
れ
と
依
頼
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
私
は
確
信
を
持
ち
ま
し
た
。

　

大
人
こ
そ
が
、
言
語
技
術
の
不
足
を
自
覚
し
、
そ
の
習
得
を
願
っ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
若
者
――
広
い
社
会
に
出
て
、
他
者
と
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
の
能
力

の
必
要
性
を
痛
感
し
始
め
た
方
々
は
、
そ
う
い
う
面
で
か
な
り
の
不
安
を
抱
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
ん
な
方
々
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
学
校
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
名
作
の
数
々
で

は
な
く
、
塾
の
読
解
テ
キ
ス
ト
に
羅
列
さ
れ
た
入
試
過
去
問
で
も
な
く
、
複
雑
で
難
解
な
論
理
学
を
紹
介
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し
た
本
で
も
な
い
。

　

私
が
生
徒
に
日
々
教
え
て
い
る
よ
う
な
、
シ
ン
プ
ル
で
奥
深
い
言
語
技
術
。

　

日
本
語
を
的
確
に
使
い
こ
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
を
整
理
す
る
た
め
の
明
快
な
方
法
。

　

そ
れ
こ
そ
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
確
信
の
中
で
、
こ
の
本
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

言
語
技
術
と
は
、
す
な
わ
ち
、
発
信
の
技
術
と
受
信
の
技
術
で
す
。

　

発
信
と
は
、
話
す
こ
と
、
書
く
こ
と
。
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
す
。

　

受
信
と
は
、
読
む
こ
と
、
聞
く
こ
と
。
イ
ン
プ
ッ
ト
で
す
。

　

こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き
に
力
強
い
ス
ピ
ー
チ
を
で
き
る
人
に
出
会
う
と
、
心
ひ
そ
か
に
憧
れ
て
し
ま
う
。

自
分
自
身
も
、
何
と
か
し
て
も
う
一
歩
上
に
進
み
た
い
。

　

手
元
に
届
い
た
メ
ー
ル
が
整
理
さ
れ
て
い
て
分
か
り
や
す
い
と
、
感
心
す
る
と
と
も
に
、
悔
し
く
も
な

る
。
こ
う
い
う
メ
ー
ル
を
書
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
で
も
、
必
要
な
の
は
メ
ー
ル
術
と
い
う
よ
り
、
書

く
力
そ
の
も
の
だ
と
思
う
。
何
と
か
し
て
、
そ
れ
を
学
び
た
い
。

　

も
っ
と
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
、
か
つ
正
確
に
、
書
類
を
、
記
事
を
、
本
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
ら
、
き
っ
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と
人
生
が
豊
か
に
な
る
。
読
む
力
を
、
高
め
て
い
き
た
い
。

　

も
っ
と
相
手
の
話
を
う
ま
く
聞
き
取
れ
る
人
間
に
な
り
た
い
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を

高
め
た
い
。「
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
ひ
と
こ
と
で
ご
ま
か
す
の
は
、
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
に
し
た
い
。

　

あ
な
た
の
そ
ん
な
前
向
き
な
気
持
ち
を
あ
と
押
し
し
て
く
れ
る
も
の
。

　

そ
し
て
、
実
際
に
あ
な
た
を
明
る
い
未
来
へ
と
導
い
て
く
れ
る
、
確
か
な
根
拠
。

　

そ
れ
が
、
言
語
技
術
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
に
何
度
か
登
場
し
た
「
日
本
語
」
と
い
う
言
葉
。「
国
語
」
と
の
違
い
は
、
ど
こ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、「
技
術
」
と
い
う
言
葉
。
技
術
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
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れ
な
い
よ
う
に
す
る
技
術　
195

あ
な
た
だ
け
の
反
対
語
を
生
み
出
す　
202

た
と
え
ば
こ
ん
な
ス
ピ
ー
チ　
215

永
久
に
続
く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン　
219

お
わ
り
に
　
228
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「
国
語
」
と
「
日
本
語
」

　

あ
な
た
は
、
英
語
は
得
意
で
す
か
。

　

得
意
で
す
。
ま
あ
ま
あ
で
す
。
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
。
全
然
ダ
メ
で
す
。

　

ど
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
、
だ
い
た
い
の
答
え
を
出
せ
た
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
、
回
答
可
能
な
問
い
だ

っ
た
は
ず
で
す
。

　

で
は
、
あ
な
た
は
、
日
本
語
が
得
意
で
す
か
。

　

こ
の
問
い
に
は
、
ち
ょ
っ
と
面
食
ら
う
で
し
ょ
う
。

　

得
意
と
か
不
得
意
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
け
ど
…
…
。
ま
あ
、
人
並
み
に
は
使

え
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

　

多
く
の
日
本
人
は
、
こ
の
程
度
の
答
え
し
か
出
せ
な
い
は
ず
で
す
。

　

な
ぜ
、
そ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

簡
単
に
言
え
ば
、「
体
系
的
に
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

英
語
で
は
、
単
語
の
意
味
を
覚
え
、
イ
デ
ィ
オ
ム
を
覚
え
、
一
文
か
ら
二
文
へ
、
二
文
か
ら
三
文
へ
、

そ
し
て
徐
々
に
長
い
文
章
へ
と
移
行
し
な
が
ら
読
み
書
き
を
練
習
し
、
あ
る
い
は
、
同
様
の
ス
テ
ッ
プ
で

英
会
話
を
レ
ッ
ス
ン
し
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
体
系
的
に
学
ん
で
き
ま
し
た
。
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日
本
語
で
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

小
学
生
に
な
る
頃
に
は
、
お
お
ま
か
に
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
お
お
ま
か
に
話
せ
れ

ば
済
む
よ
う
な
国
語
の
授
業
を
受
け
、
お
お
ま
か
な
読
み
書
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

中
学
で
も
、
お
お
ま
か
に
読
み
書
き
が
で
き
れ
ば
曲
が
り
な
り
に
も
授
業
に
つ
い
て
い
け
た
。

　

高
校
時
代
の
受
験
勉
強
は
さ
す
が
に
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
国
語
は
対
策
の
と
り
よ
う
も
な
く
、
結
局

は
お
お
ま
か
な
力
の
ま
ま
受
験
し
、
あ
と
は
運
任
せ
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
も
は
や
「
国
語
科
」
を
学
ぶ
こ
と
も
な
い
大
学
時
代
を
経
て
、
今
に
至
る
。

　

ど
の
段
階
で
も
、
体
系
的
な
日
本
語
の
運
用
法
を
習
得
し
て
こ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
国
文
法
は
習
っ

た
が
、
そ
の
知
識
を
発
揮
し
な
く
て
も
お
お
ま
か
に
話
し
た
り
読
み
書
き
し
た
り
で
き
た
か
ら
、
国
文
法

の
勉
強
は
必
要
性
の
薄
い
単
な
る
苦
行
の
よ
う
な
記
憶
で
し
か
な
い
――
。

　

つ
ま
り
、
日
本
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
、
否
、
国
語
教
育
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
形
」
が
な
い
ま

ま
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

い
つ
の
間
に
か
、
お
お
ま
か
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
通
用
し
て
き
た
。

　

言
語
と
し
て
の
「
形
」
を
、
は
っ
き
り
と
つ
か
ま
え
た
こ
と
が
な
い
。

　

だ
か
ら
、「
日
本
語
が
得
意
」
と
は
ど
う
い
う
状
態
を
指
す
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
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「
形
」
が
あ
れ
ば
、
ど
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
か
、
逆
に
ど
の
部
分
が
整
っ
て
い
る
か
が
見
え
る
の
だ
が
、

そ
れ
が
な
い
か
ら
、
見
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
日
本
語
が
得
意
か
」
と
問
わ
れ
て
初
め
て
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
気
づ
か

さ
れ
る
。

　

こ
れ
が
、
多
く
の
日
本
人
の
現
状
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
こ
う
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
国
語
は
得
意
で
す
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
え
ら
れ
た
ん
だ
け
ど
」

　

こ
こ
で
言
う
国
語
と
は
国
語
科
の
こ
と
。
そ
の
点
数
の
記
憶
を
も
と
に
す
れ
ば
答
え
ら
れ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
国
語
科
の
点
数
が
高
か
っ
た
人
も
、「
日
本
語
が
得
意
だ
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
同
様
に
、
国
語
科
の
点
数
が
低
か
っ
た
人
も
、「
日
本
語
が
苦
手
だ
」
と
断
言
す
る
の
は
、

ど
こ
か
違
和
感
が
残
る
は
ず
で
す
。

　

こ
の
感
覚
は
、「
国
語
」
と
「
日
本
語
」
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

国
語
と
日
本
語
は
、
ど
う
違
う
の
か
。

　

そ
れ
は
、
算
数
と
く
ら
べ
る
こ
と
で
説
明
で
き
ま
す
。
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算
数
は
、
形
あ
る
技
術
を
積
み
重
ね
る
よ
う
に
習
得
し
て
い
き
ま
す
。

　

四
則
計
算
。
面
積
・
体
積
。
確
率
。
最
小
公
倍
数
・
最
大
公
約
数
…
…
等
々
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
、
公
式
す
な
わ
ち
普
遍
的
技
術
が
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
国
語
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
物
語
文
。
説
明
文
。
詩
。
作
文
。
あ
る
い
は
討
論
。

　

そ
れ
ら
は
、
技
術
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
の
「
対
象
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、「
日
本
語
」
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
に
は
、
形
あ
る
技
術
が
あ
り
ま
す
。
算
数
と
同
じ
で
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
内
実
は
あ
と
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
国
語
と
日
本
語
の
違
い
は
、
体
系
的
技
術
の
有
無
で
す
。

　

今
か
ら
で
も
遅
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

体
系
的
な
言
語
が
元
来
持
っ
て
い
る
は
ず
の
「
形
」
を
、
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

か
と
い
っ
て
、
難
し
い
日
本
語
文
法
の
話
を
展
開
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
本
は
、
日
本
語
そ
の
も
の
の
習
得
と
い
う
よ
り
、「
日
本
語
に
よ
る
思
考
の
技
術
」
の
習
得
を
目
指

す
本
で
す
。
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そ
の
意
味
は
、
ま
も
な
く
分
か
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

「
技
術
」
の
反
対
語
は
？

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
何
度
も
、「
技
術
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。

　

技
術
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

あ
る
言
葉
の
意
味
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
方
法
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
具
体
化
す
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
反
対
語
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
、
具
体
化
し
ま
し
ょ
う
。

　

調
理
技
術
。
建
築
技
術
。
医
療
技
術
。
演
奏
技
術
。
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
技
術
。

　

共
通
点
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、「
学
習
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
初
め
て
そ
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
初
心
者
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
技
術
を
学
習
し
、
同
じ
よ
う
に
再
現
す
れ
ば
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
が
、
技
術
で
す
。

　

さ
て
、
次
に
反
対
語
を
考
え
ま
す
。

　

技
術
の
反
対
語
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。
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反
対
語
と
い
う
も
の
は
、
対
比
の
観
点
（
軸
）
を
何
に
す
る
か
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
想
定
可
能
で
す

が
、
こ
こ
で
は
、「
芸
術
」
と
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

技
術
…
…
真
似
で
き
る

　
　

芸
術
…
…
真
似
で
き
な
い

　

真
似
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
、
対
比
の
観
点
と
な
り
ま
す
。

「
イ
チ
ロ
ー
の
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
芸
術
的
だ
」
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、「
真
似
で
き
な
い
ほ
ど
の
レ
ベ

ル
に
達
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
必
ず
し
も
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
も
の
で

あ
る
必
要
は
な
く
、「
う
ち
の
二
歳
の
息
子
が
描
い
た
絵
、
芸
術
的
な
の
よ
」
と
言
う
と
き
の
よ
う
に
、
ハ

イ
レ
ベ
ル
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
と
に
か
く
真
似
で
き
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
き
に

も
、
芸
術
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
先
の
「
学
習
で
き
る
」
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
学
ぶ
」
の
語
源
は
、「
真
似
ぶ
」
で
す
。

　

学
習
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
似
で
き
る
と
い
う
意
味
と
同
じ
で
す
。
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そ
ん
な
わ
け
で
、
一
つ
の
結
論
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

　

真
似
で
き
る
。
再
現
で
き
る
。
そ
れ
が
、
技
術
と
い
う
も
の
の
本
質
な
の
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
技
術
と
は
、「
型
」「
方
法
」
な
ど
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
話
を
言
語
に
戻
し
ま
す
。

　

言
語
技
術
。
そ
れ
は
、
真
似
で
き
る
技
術
で
す
。

　

真
似
で
き
る
。
学
習
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
真
似
で
き
る
も
の
は
、「
使
う
」
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
学
校
の
国
語
科
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

毎
日
の
よ
う
に
国
語
の
授
業
が
あ
っ
た
。
で
も
、
何
を
学
ん
だ
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
真
似
で
き
る
技

術
を
身
に
つ
け
た
覚
え
も
な
い
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
何
か
を
成
し
遂
げ
た
記
憶
も
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。

　

一
方
、
塾
の
国
語
の
授
業
で
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
文
章
を
読
み
、
問
い
を
解
い
た
だ
け
。

　

実
は
、
生
徒
だ
け
で
な
く
先
生
た
ち
も
、
困
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

国
語
力
を
つ
け
た
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。

　

学
校
や
塾
の
先
生
に
対
し
て
そ
う
相
談
し
て
も
、
返
っ
て
く
る
答
え
は
、
お
決
ま
り
の
も
の
ば
か
り
で
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し
た
。

「
と
に
か
く
、
本
を
読
み
な
さ
い
。
読
書
量
が
足
り
な
い
か
ら
で
き
な
い
ん
で
す
。
読
み
続
け
れ
ば
、
そ

の
う
ち
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」

「
国
語
力
っ
て
い
う
の
は
、
感
覚
的
な
も
の
だ
か
ら
ね
。
結
局
、
た
く
さ
ん
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ

と
。
量
を
増
や
す
こ
と
。
そ
う
や
っ
て
、
セ
ン
ス
を
磨
く
し
か
な
い
よ
」

「
国
語
で
点
数
を
取
り
た
い
な
ら
、
ま
ず
漢
字
を
頑
張
り
な
さ
い
。
え
？　

読
解
力
？　

そ
れ
は
、
新
聞

を
読
む
と
か
本
を
読
む
と
か
し
て
、
幅
広
い
知
識
を
吸
収
す
る
し
か
な
い
よ
」

　

こ
う
い
う
セ
リ
フ
か
ら
分
か
る
の
は
、
教
師
た
ち
で
す
ら
言
語
技
術
に
対
す
る
意
識
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

内
心
で
は
解
決
策
を
持
た
ず
困
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

教
師
が
持
っ
て
い
な
い
意
識
を
、
生
徒
が
持
て
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

教
師
が
持
っ
て
い
な
い
解
決
策
を
、
生
徒
が
獲
得
で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
セ
ン
ス
」
に
サ
ヨ
ナ
ラ

　

国
語
力
に
つ
い
て
世
間
で
語
ら
れ
る
と
き
に
頻
出
す
る
「
セ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
。

　

そ
の
正
体
は
、
先
に
述
べ
た
「
芸
術
」
な
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
技
術
と
芸
術
の
違
い
を
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

学
校
教
育
に
お
け
る
国
語
の
授
業
で
は
、「
内
容
」
が
重
視
さ
れ
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
を
、「
形
式
」
重
視
に
切
り
替
え
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

内
容
と
は
、「
何
を
読
む
か
・
何
を
書
く
か
・
何
を
話
す
か
・
何
を
聞
く
か
」。

　

形
式
と
は
、「
ど
う
読
む
か
・
ど
う
書
く
か
・
ど
う
話
す
か
・
ど
う
聞
く
か
」。

　

た
と
え
ば
、
小
学
校
の
国
語
授
業
で
、
名
作
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
読
ん
だ
と
し
ま
す
。

　

そ
の
と
き
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
登
場
人
物
「
ご
ん
」
や
「
兵ひ

ょ
う

十じ
ゅ
う」

の
心
情
の
推
察
で
あ
り
、
そ
の
先

に
あ
る
の
は
、
作
品
全
体
を
総
合
的
・
感
覚
的
に
「
味
わ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

〈
技
術
〉 

〈
芸
術
〉

真
似
で
き
る 

真
似
で
き
な
い

形
式
的 

内
容
的

理
性
的 

感
覚
的

分
析
的 

総
合
的
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心
情
の
推
察
そ
れ
自
体
は
有
益
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
作
業
を
と
お
し
て
、
そ
の
推
察
の
「
技

術
」
自
体
を
学
ぶ
方
向
へ
と
授
業
が
進
ん
で
い
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
す
。
結
局
は
、「
い
い
お
話

だ
っ
た
ね
え
」
で
終
わ
る
の
で
す
。

　

中
学
・
高
校
と
進
む
に
つ
れ
、
説
明
的
文
章
、
特
に
評
論
文
の
比
重
が
増
え
ま
す
が
、
そ
れ
と
て
、
内

容
重
視
で
す
。
人
間
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
章
な
ら
ば
、
人
間
関
係
構
築
に
お
け
る
価
値
観
を
教

師
が
熱
心
に
説
明
し
て
終
わ
る
。
こ
れ
は
、
道
徳
の
授
業
で
す
。
何
ら
か
の
生
物
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
文
章
な
ら
ば
、
そ
の
生
物
に
つ
い
て
の
理
科
的
知
識
を
整
理
す
る
作
業
に
時
間
を
取
ら
れ
て
終
わ

る
。
こ
れ
は
理
科
の
授
業
で
す
。
情
報
化
社
会
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
章
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
情
勢
に

つ
い
て
調
べ
た
り
学
ん
だ
り
し
て
終
わ
る
。
こ
れ
は
社
会
科
の
授
業
で
す
。

　

ど
ん
な
文
章
を
読
も
う
と
も
、
そ
こ
に
共
通
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
言
語
技
術
を
抽
出
し
て
一
般
化
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
場
面
に
適
用
可
能
な
言
語
技
術
を
、
明
確
に
、
輪
郭
を
示

し
な
が
ら
生
徒
に
与
え
て
く
れ
る
先
生
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　

以
上
は
「
読
み
」
に
つ
い
て
で
す
が
、「
書
き
」
で
も
全
く
同
じ
で
す
。

　

教
師
た
ち
は
、
文
章
の
書
き
方
を
教
え
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
書
か
れ
た
文
章
を
全
体
的
・

総
合
的
に
判
断
し
、
そ
の
内
容
の
良
し
悪
し
を
語
る
だ
け
で
す
。
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「
き
み
の
文
章
の
内
容
に
は
あ
ま
り
納
得
で
き
な
い
が
、
形
式
は
整
っ
て
い
る
ね
。
こ
の
部
分
と
こ
の
部

分
の
接
続
語
の
使
い
方
が
素
晴
ら
し
い
ね
」

　

こ
ん
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
、
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ど
ん
な
に
形
と
し
て
う
ま
く
書
け
て
い
て
も
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
全
体
と
し
て
ダ
メ
な
ら
、
ダ
メ

な
ん
だ
よ
」

　

こ
う
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
、
多
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
芸
術
性
。

　

生
徒
が
書
い
た
文
章
の
芸
術
性
。

　

そ
の
芸
術
性
を
、
総
合
的
・
感
覚
的
に
高
め
て
い
こ
う
。

　

そ
ん
な
無
茶
な
要
求
を
す
る
の
が
、
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
ん
な
教
育
し
か
受
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
人
々
が
、
大
人
に
な
り
、「
国
語
と
い
う
の
は
結

局
は
セ
ン
ス
だ
よ
ね
」
な
ど
と
、
わ
け
知
り
顔
で
語
る
の
で
す
。

　

そ
ん
な
、
不
透
明
で
手
ご
た
え
の
な
い
国
語
と
は
、
サ
ヨ
ナ
ラ
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
本
は
、
ク
リ
ア
で
手
ご
た
え
の
あ
る
国
語
、
真
似
し
て
使
う
こ
と
の
で
き
る
形
あ
る
国
語
を
、
あ

な
た
に
提
供
し
ま
す
。
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そ
れ
は
、
国
語
科
の
領
域
を
超
え
た
、「
日
本
語
に
よ
る
思
考
の
技
術
」
の
世
界
で
す
。

「
型
」
が
個
性
を
引
き
出
す

　

こ
こ
ま
で
を
お
読
み
に
な
り
、
あ
な
た
は
、
こ
う
感
じ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
い
や
、
芸
術
も
大
切
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

　

そ
れ
は
そ
う
で
す
。

　

ど
ん
な
バ
ッ
タ
ー
も
、
イ
チ
ロ
ー
の
よ
う
な
芸
術
的
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
し
た
い
は
ず
で
す
。

　

大
切
な
の
は
、
順
序
で
す
。

　

ま
ず
技
術
。
そ
の
先
に
、
芸
術
。
こ
れ
が
、
正
し
い
順
序
で
す
。

　

イ
チ
ロ
ー
だ
っ
て
、
過
去
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
地
道
な
技
術
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
だ
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
先
で
初
め
て
、
あ
の
芸
術
的
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　

ど
ん
な
分
野
で
あ
れ
、
最
初
か
ら
芸
術
の
領
域
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
そ
の
分
野
の
裾
野
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
、「
技
術
」
の
段
階
を
経
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
芸
術
」
を
備
え
た
プ
ロ
の
顔
を
し
て
登
場
す
る
人
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

最
も
分
か
り
や
す
い
の
は
、「
芸
能
人
」
で
す
。
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語
義
か
ら
す
れ
ば
、「
芸
能
」
と
は
「
芸
術
を
使
い
こ
な
す
能
力
」
で
す
。
こ
こ
で
言
う
芸
術
と
は
、
真

似
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
達
し
た
技
術
の
総
体
を
意
味
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
技
術
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ち
ょ
っ
と
個
性
的
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
、「
芸
能
人
」
と
し
て
世
に
出
て
く
る
人
が
い
ま
す
。

　

彼
ら
は
、
し
ば
ら
く
の
間
は
流
行
語
大
賞
を
取
っ
た
り
し
て
ち
や
ほ
や
さ
れ
ま
す
が
、
い
つ
の
間
に
か

消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
技
術
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
の
、
末
路
で
す
。

　

今
、「
個
性
的
」
と
書
き
ま
し
た
。

　

個
性
と
は
、「
他
と
違
う
性
質
」
の
こ
と
で
す
。

　

芸
術
の
領
域
に
達
し
た
「
本
物
」
の
人
た
ち
は
、
皆
、
個
性
的
で
す
。

　

真
似
に
真
似
を
重
ね
、
技
術
を
積
み
上
げ
た
か
ら
こ
そ
、
真
似
で
き
な
い
個
性
を
体
得
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
逆
説
的
で
す
が
、
論
理
的
で
す
。

　

す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
個
性
で
目
立
ち
た
い
だ
け
な
ら
ば
、
言
語
技
術
を
学
ぶ
必
要
も
あ
り
ま

せ
ん
。
思
い
つ
き
の
言
葉
で
、
思
い
つ
き
の
文
章
を
綴つ

づ

る
な
ど
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
他
者
か
ら
真
に
評
価
さ
れ
た
い
の
な
ら
ば
、
ま
ず
は
、
真
似
す
る
こ
と
で
す
。
技
術
の
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
を
、
こ
れ
で
も
か
と
い
う
く
ら
い
に
積
む
こ
と
で
す
。
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型
・
方
法
・
技
術
は
、
個
性
を
つ
ぶ
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
個
性
を
引
き
出
す
も
の
な
の
で
す
。

　

折
し
も
、
教
育
界
で
は
「
人
間
力
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
跋ば

っ

扈こ

し
始
め
て
い
ま
す
。

　

目
に
見
え
な
い
無
形
の
「
力
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
意
図
的
に
高
め
ら
れ
る
能
力
で

あ
る
か
の
ご
と
く
、
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

人
間
力
な
ど
と
い
う
、
包
括
的
で
曖あ

い

昧ま
い

な
「
芸
術
」
の
領
域
を
、
最
初
か
ら
目
指
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

分
析
的
で
明
確
な
「
技
術
」
の
領
域
か
ら
、
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

も
し
「
人
間
力
」
な
る
も
の
が
上
が
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
う
い
っ
た
技
術
の
積
み

重
ね
の
先
で
し
か
、
起
こ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
意
図
的
に
獲
得
可
能
な
能
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
道

に
、
一
歩
一
歩
技
術
を
磨
く
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
「
人
間
力
」
が
高
く
な
っ
た
と
周
り
に
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
程
度
の
話
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
前
置
き
は
こ
の
く
ら
い
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

い
よ
い
よ
、
そ
の
「
技
術
」
の
内
実
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。

　

向
学
心
の
あ
る
あ
な
た
は
、
必
ず
変
化
・
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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努
力
が
正
当
に
報
わ
れ
る
領
域
。
そ
れ
が
、
言
語
技
術
な
の
で
す
。
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「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

イ ベ ン ト

ニッポンのスタートアップ

ジセダイジェネレーションズU-25

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

3年後に再会することを約束して行う、

未来アポ付きスタートアップインタビュー！

彼らはどうやって「闘う相手」を見つけたのか
。

各界の超新星に、その軌跡と未来を聴く。

君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/special/startup/
http://ji-sedai.jp/special/generations/
http://ji-sedai.jp/
http://ji-sedai.jp/
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