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は
じ
め
に

　

私
は
〝
犬い

ぬ

牽ひ
き

〞
と
い
う
職
業
を
仕
事
に
し
て
い
ま
す
。

　

犬
牽
と
い
う
言
葉
を
、
今
初
め
て
聞
い
た
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
古
代
か
ら
続
く
日
本
の
伝
統
的
な
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ナ
ー
で
あ
る
犬
牽
は
明
治
時
代

に
絶
滅
し
、
長
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
私
は
近
年
、
一
〇
〇
年
以
上
の
時
を
経
て
、
各
種
の
文
献
を
基
に
し
て
犬
牽
の
文
化
を
復
活
さ

せ
る
こ
と
が
叶
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
現
代
唯
一
の
犬
牽
を
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
本
で
は
犬
牽
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
犬
と
の
関
係
に
悩
ん
で
い
る
人
に
向
け
た
現
代
の
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ
な
犬
と
の
付
き
合
い
方
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
犬
牽
の
思
想
や
歴
史
、
更
に
は
私
が
犬
牽
と
し
て

日
々
思
う
こ
と
な
ど
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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そ
も
そ
も
犬
牽
と
は
、
江
戸
時
代
ま
で
活
躍
し
て
い
た
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ナ
ー
集
団
の
こ
と
で
す
。
江
戸

時
代
に
は
徳
川
家
や
藩
に
仕
え
な
が
ら
〝
鷹た

か

犬い
ぬ

〞
や
〝
芸
能
犬
〞
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

鷹
犬
も
芸
能
犬
も
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
聞
き
馴
染
み
の
な
い
犬
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
軽
く
ご

説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

鷹
犬
は
、
鷹
狩
で
活
躍
す
る
犬
た
ち
の
こ
と
。
鷹
狩
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
と
い

う
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。〝
鷹た

か

匠じ
ょ
う〞

と
呼
ば
れ
る
猛
禽
類
専
門
の
ト
レ
ー
ナ
ー
が
大
鷹
や
隼は

や
ぶ
さな

ど
を
訓

練
し
て
野
に
放
ち
、
雉き

じ

や
鴨か

も

や
鶉う

ず
らな

ど
を
狩
っ
て
も
ら
う
狩
猟
法
で
す
。
こ
の
鷹
狩
で
獲
物
を
探
し
出
し

て
は
隠
れ
家
か
ら
追
い
出
し
、
ま
た
時
に
は
自
ら
捕
ら
え
る
こ
と
を
役
割
と
し
て
い
た
の
が
鷹
犬
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
芸
能
犬
と
は
、
徳
川
家
の
御
宮
参
り
な
ど
祝
い
行
事
に
登
場
す
る
犬
た
ち
の
総
称
で
す
。

　

犬
牽
は
、
そ
ん
な
鷹
犬
や
芸
能
犬
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
ま
さ
し
く
現
代
で
言
う
と
こ
ろ
の
ド
ッ
グ
ト
レ

ー
ナ
ー
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

犬
牽
の
歴
史
は
古
く
、
始
ま
り
は
仁
徳
天
皇
の
時
代
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
百く

だ
ら済

よ
り
や
っ
て
き

た
一
人
の
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ナ
ー
と
一
牙さ

び

（
鷹
犬
の
数
え
方
）
の
鷹
犬
が
、
国
内
に
そ
の
存
在
と
技
術
を
も
た

ら
し
た
の
が
発
端
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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伝
来
後
の
鷹
犬
は
犬
牽
の
前
身
で
あ
る
〝
犬
飼
・
狗
飼
・
犬
養
（
全
て
〝
イ
ヌ
カ
イ
〞
と
読
み
ま
す
）〞
が
担

当
し
て
い
ま
し
た
が
、
詳
細
な
技
術
に
つ
い
て
は
現
代
に
は
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
藪や

ぶ

の
中
で
す
。

　

そ
れ
が
鮮
明
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
、
名
称
が
犬
牽
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
事
細
か
な
内
容
ま
で
も

が
伝
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
逆
算
し
て
彼
ら
が
紡
い
で
き
た
対
応
方
法
や
犬
へ
の
姿
勢
を
見
通
す

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

中
で
も
明
和
か
ら
天
明
に
か
け
て
活
躍
し
た
犬
牽
・
水
野
伝
十
郎
が
残
し
た
伝
書
「
鷹た

か

犬い
ぬ

見み

立た
て

仕し

込こ
み
の

様さ
ま

口く

傳で
ん

」（
以
下
「
鷹
犬
見
立
」
と
略
記
）
は
、
別
格
で
す
。
ま
る
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
も
見
て
い
る
か
の

よ
う
な
鮮
や
か
さ
で
、
私
た
ち
に
当
時
の
鷹
犬
と
犬
牽
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

「
鷹
犬
見
立
」
に
目
次
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
区
分
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
多
彩
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

一		

迎
え
入
れ
る
べ
き
犬
の
特
徴

二		

迎
え
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
犬
の
特
徴

三  

犬
の
探
し
方
に
つ
い
て

四  

犬
の
連
れ
帰
り
方
に
つ
い
て
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五  

犬
の
生
活
場
所
に
つ
い
て

六  

迎
え
入
れ
た
犬
の
対
応
方
法

七  

犬
の
食
事
に
つ
い
て

八  

犬
の
便
に
つ
い
て

九  
食
事
の
作
法
に
つ
い
て

一
〇 
犬
の
理
想
的
な
体
格
に
つ
い
て

一
一 

叱
り
方
に
つ
い
て

一
二 

遠
牽
き
の
仕
方
に
つ
い
て

一
三 

夏
場
の
生
活
に
つ
い
て

一
四 

水
場
で
の
対
応
に
つ
い
て

一
五 

犬
の
洗
い
方
に
つ
い
て

一
六 

狩
り
の
仕
込
み
に
つ
い
て

一
七 

鷹
狩
で
の
作
法

　

こ
の
細
か
い
内
容
。
今
の
書
店
に
並
ん
で
い
る
犬
関
連
の
本
と
、
何
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
。
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と
言
い
つ
つ
も
、
そ
ん
な
本
た
ち
と
は
違
う
部
分
が
「
鷹
犬
見
立
」
に
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
犬
の

権
利
を
尊
重
す
る
姿
勢
で
す
。
こ
の
向
き
合
い
方
を
、
私
は
「
鷹
犬
見
立
」
本
文
の
言
葉
を
借
り
て
〝
犬

の
心
の
ま
ま
に
〞
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
犬
牽
は
こ
の
姿
勢
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
犬
に
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー

な
生
活
を
届
け
る
こ
と
を
実
現
し
て
い
た
の
で
し
た
。

　

そ
れ
は
、
犬
を
迎
え
入
れ
る
段
階
か
ら
発
揮
さ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
は
狆ち

ん

な
ど
の
例
外
を
除

け
ば
、
犬
の
繁
殖
や
売
買
自
体
が
と
て
も
稀
な
行
為
で
す
。
そ
の
た
め
犬
牽
は
江
戸
中
に
生
息
し
て
い
た

普
通
の
犬
、
通
称
〝
里さ

と

犬い
ぬ

〞
の
中
か
ら
迎
え
入
れ
る
個
体
を
探
し
出
し
て
い
ま
し
た
。
里
犬
と
は
読
ん
で

字
の
ご
と
く
、
自
由
に
里
を
行
き
来
す
る
犬
た
ち
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
生
息
地
が
村
に
変
わ
れ
ば
〝
村

犬
〞
と
呼
ば
れ
、
町
に
な
れ
ば
〝
町
犬
〞
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
生
活
実
態
は
ど
れ
も
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
。
自
由
に
往
来
を
行
き
来
し
な
が
ら
も
人
々
か
ら
食
べ
物
や
寝
床
が
提
供
さ
れ
る
、
現
代
で

言
う
と
こ
ろ
の
地
域
猫
を
犬
に
置
き
換
え
た
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
そ
ん
な
里
犬
の
中
か
ら
犬
牽
は
、
自

ら
人
間
に
寄
っ
て
来
る
個
体
の
み
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
決
し
て
無
理
矢
理
に

捕
ら
え
て
、
連
れ
て
帰
る
よ
う
な
手
段
は
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
段
階
か
ら
、
人
間
で
は
な
く
犬
が
主
体
の
関
係
性
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

迎
え
入
れ
た
後
も
、
そ
の
姿
勢
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鷹
犬
や
芸
能
犬
は
理
不
尽
な
𠮟
責
に
晒さ

ら

さ
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れ
る
こ
と
な
く
野
外
で
好
き
な
だ
け
活
動
を
行
い
、
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
叶
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

犬
の
権
利
を
尊
重
し
野
性
の
本
能
を
発
散
さ
せ
る
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
な
生
活
を
犬
に
提
供
す

る
。
そ
れ
が
犬
牽
の
対
応
指
針
で
あ
り
、
心
得
で
し
た
。

　

そ
の
心
得
の
面
影
は
江
戸
時
代
以
前
、
彼
ら
が
犬
飼
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
犬
飼
は
川
を
怖
が
る
鷹
犬
を
無
理
矢
理
に
引
っ
張
っ
て
渡
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
犬
を
背
負
っ
て
犬
が
濡
れ
な
い
よ
う
に
川
に
入
る
と
い
う
対
応
を
し
て
い
ま
し
た
。
犬
の
意
思
を
尊

重
す
る
姿
勢
は
、
ま
さ
に
動
物
愛
護
の
精
神
を
先
取
り
し
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
先
進
的
な
心
得
を
備
え
て
い
た
犬
牽
た
ち
も
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
と
共
に
歴
史
の
表
舞
台
か

ら
消
え
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
幕
府
や
藩
と
い
う
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
失
っ
た
鷹
狩
関
係
者
た

ち
は
、
軒
並
み
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
ま
ま
日
本
の
鷹
狩
文
化
も
幕
を
閉
じ
る
か
と
思

わ
れ
ま
し
た
が
、
鷹
匠
は
宮
内
省
か
ら
古
技
保
存
の
名
目
で
再
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
件
落

着
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
犬
牽
た
ち
は
鷹
匠
と
は
異
な
り
再
雇
用
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
て
犬
牽
の
伝
承
は
途
絶
え
、
そ
の
存
在
は
彼
ら
の
考
え
方
と
も
ど
も
、
日
本
社
会
か
ら
忘
れ
去
ら
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れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
彼
ら
の
技
術
や
心
得
が
記
さ
れ
た
伝
書
は
人
知
れ
ず
現
代
ま
で
残
り
続
け
て
い
き
ま
す
。
そ

の
中
の
一
冊
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
保
管
さ
れ
て
い
た
「
鷹
犬
見
立
」
と
出
あ
っ
た
の
が
、
大
学
生
の
頃
の

私
で
し
た
。
私
は
「
鷹
犬
見
立
」
に
目
を
通
す
や
否
や
、
現
代
日
本
で
常
識
と
さ
れ
る
犬
と
の
向
き
合
い

方
と
は
一
八
〇
度
異
な
る
向
き
合
い
方
を
し
て
い
た
犬
牽
に
、
非
常
な
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
。

「
鷹
犬
見
立
」
の
最
後
に
は
、
私
の
未
来
を
決
定
す
る
一
言
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
こ
の
伝
承
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
俗
文
（
日
常
用
語
）
と
か
な
書
き
を
用
い
て
こ
れ
を
記
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
乞
い
願
わ
く
は
、
今
後
こ
の
術
を
行
う
人
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
望
む
」

　

私
は
「
鷹
犬
見
立
」
を
読
み
終
わ
っ
た
瞬
間
、
彼
ら
が
放
っ
た
バ
ト
ン
が
自
分
の
手
の
ひ
ら
に
滑
り
落

ち
て
き
た
と
感
じ
た
の
で
す
。
勝
手
な
話
で
す
が
、
ず
っ
し
り
と
し
た
重
み
を
、
確
か
に
手
の
ひ
ら
に
感

じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
私
は
と
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
「
鷹
犬
見
立
」
を
筆
頭
に
収
集
し
た
伝
書
を
基

盤
と
し
た
犬
牽
復
元
研
究
を
行
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
成
果
を
基
に
再
興
犬
牽
流
派
〝
山や

ま

政ま
さ

流
〞
を
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旗
揚
げ
し
、
研
究
及
び
広
報
活
動
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
で
は
日
々
山
政
流
が
行
っ
て
い
る
犬
と
の
向
き
合
い
方
、
そ
の
主
流
を
お
伝
え
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

犬
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
方
に
は
、
目
の
前
の
犬
が
犬
と
し
て
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
い
け
る
よ
う
な

生
活
の
ア
イ
デ
ア
を
、
犬
と
共
に
暮
ら
し
て
い
な
い
方
に
は
、
犬
牽
の
姿
を
通
し
て
人
間
中
心
主
義
と
は

異
な
る
世
界
の
見
え
方
を
お
届
け
で
き
た
ら
幸
い
で
す
。
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犬
牽
と
の
出
あ
い

　

本
題
に
入
る
前
に
、
な
ぜ
私
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
犬
牽
に
出
あ
う
こ
と
で
き
た
の
か
、
ま
た

現
代
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
か
、
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
姿
を
通
し
て
、
犬

牽
式
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
現
代
に
必
要
な
理
由
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

犬
牽
に
な
る
前
の
私
は
、
実
は
鷹
匠
の
弟
子
で
し
た
。
諏
訪
流
放
鷹
術
保
存
会
と
い
う
団
体
で
、
鷹
匠

と
な
る
べ
く
〝
鷹
匠
捕
（
鷹
匠
を
補
佐
す
る
役
割
）〞
と
し
て
修
行
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。

　

き
っ
か
け
は
和
光
学
園
和
光
高
等
学
校
在
学
時
、
偶
然
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
師
匠
の
姿
を
観
た
こ
と
で
す
。

大
鷹
や
隼
を
〝
据す

え
て
い
る
〞
つ
ま
り
猛
禽
類
を
拳
に
乗
せ
て
い
る
状
態
の
師
匠
や
姉
弟
子
、
兄
弟
子
た

ち
の
姿
を
観
て
、
不
思
議
と
目
が
離
せ
な
く
な
る
く
ら
い
惹ひ

か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
番
組
が
終
わ
っ
た
瞬

間
に
は
、
無
意
識
に
保
存
会
の
門
を
叩
い
て
い
た
の
で
す
。

　

私
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
犬
に
囲
ま
れ
、
幼
少
期
か
ら
動
物
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
し
か
観
な
い
と
い
う
変

わ
っ
た
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
か
、
幼
稚
園
児
時
代
の
夢
は
ペ
ン
ギ
ン
や

シ
マ
ウ
マ
や
ラ
イ
オ
ン
に
な
る
と
い
う
も
の
。
根
っ
こ
の
部
分
は
今
も
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
ど
こ

か
人
間
と
い
う
存
在
で
あ
る
自
分
に
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
結
局
、
こ
の
時
の
夢
は
時
間
と
共
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に
潰つ

い

え
、
い
つ
の
間
に
か
動
物
園
の
飼
育
係
や
ブ
リ
ー
ダ
ー
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
自
分
に

と
っ
て
、
鷹
と
共
に
生
き
る
鷹
匠
の
姿
は
非
常
に
魅
力
的
な
存
在
に
映
っ
た
の
で
す
。

　

無
事
に
諏
訪
流
で
の
弟
子
入
り
が
許
さ
れ
る
と
、
私
は
師
匠
宅
に
住
み
込
み
弟
子
と
し
て
入
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
鷹
と
隼
、
鷂

は
い
た
かと

共
に
訓
練
と
鷹
狩
に
向
き
合
う
日
々
が
始
ま
り
ま
す
。
い
つ
か

鷹
匠
に
な
る
べ
く
、
奥
多
摩
の
山
奥
で
娯
楽
も
な
く
真
摯
に
向
き
合
っ
た
経
験
は
、
今
も
犬
に
対
す
る
姿

勢
の
根
本
と
し
て
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
私
も
大
学
生
に
な
る
と
、
実
地
訓
練
ば
か
り
で
な
く
学
問
と
し
て
の
鷹
狩
に
も
強
い
興
味
を
抱

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
和
光
大
学
で
神
話
学
者
で
あ
る
松
村
一
男
教
授
を
師
と
仰
ぎ
な
が
ら
、

鷹
狩
文
化
研
究
を
開
始
し
ま
し
た
。
国
内
の
鷹
匠
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
や
文
化
や
信
仰
を
抱
い
て
い
た
の

か
、
そ
れ
だ
け
な
く
英
語
圏
の
鷹
匠
で
あ
るfalconer

が
関
係
す
る
神
話
・
伝
説
・
説
話
・
古
典
小
説
・

古
典
戯
曲
な
ど
も
研
究
対
象
に
含
み
な
が
ら
、
広
範
囲
に
わ
た
る
猛
禽
類
と
人
類
の
関
係
史
を
探
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

そ
の
最
中
に
、
私
は
犬
牽
と
い
う
職
業
を
小
耳
に
挟
ん
だ
の
で
す
。
既
に
伝
承
は
途
絶
え
て
い
る
が
、

昔
は
鷹
犬
の
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ナ
ー
が
い
た
と
。
鷹
匠
と
関
係
す
る
全
て
を
知
っ
て
お
き
た
い
、
そ
ん
な
子

ど
も
っ
ぽ
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
て
い
た
当
時
の
私
は
、
早
速
犬
牽
の
情
報
収
集
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
さ
か
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そ
の
時
は
、
将
来
生
業
に
す
る
な
ど
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

　

そ
し
て
「
鷹
犬
見
立
」
と
出
あ
っ
た
の
で
す
。

「
鷹
犬
見
立
」
は
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
完
成
し
た
、『
鷹
術
秘
事
口
訣
伝
』（
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
一
六

三
／
一
二
三
七
）
と
い
う
全
八
冊
の
鷹
狩
の
伝
書
に
お
け
る
、
附
録
の
一
冊
で
す
（
全
八
冊
の
う
ち
内
三
冊
附
録

で
附
録
三
巻
目
は
紛
失
状
態
）。
そ
の
た
め
正
式
名
称
は
「
鷹
術
秘
事
口
訣
傳
附
録　

鷹
犬
見
立
仕
込
様
口
傳
」

と
い
う
大
変
長
い
名
称
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『
鷹
術
秘
事
口
訣
伝
』
を
ま
と
め
た
の
は
、
当
時
松
江
藩
で
鷹
匠
と
し
て
活
動
し
て
い
た
酒
井
真
十
郎
周

成
（
？
〜
文
政
九
年
（
一
八
二
六
））
で
し
た
。
酒
井
は
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
鷹
の
飼
育
方
法
を
書
き
残
す

一
方
で
、
鷹
狩
関
係
者
に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
「
鷹
犬
見
立
」
は
犬
牽
本
人

が
書
い
た
伝
書
で
は
な
く
、
鷹
匠
で
あ
る
酒
井
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
誕
生
し
た
一
冊
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
酒
井
が
犬
牽
編
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
相
手
と
し
て
選
ん
だ
人
物
こ
そ
、
私
が
師
匠
と
呼
ば
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
水
野
伝
十
郎
そ
の
人
で
し
た
。
水
野
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
か
ら
天
明
七
年
（
一
七
八

七
）
ま
で
、
雑
司
谷
御
鷹
部
屋
（
鷹
匠
や
犬
牽
な
ど
の
鷹
狩
関
係
者
が
勤
め
る
建
物
）
に
所
属
し
て
い
た
犬
牽
。
ち

な
み
に
犬
牽
は
、
家
系
内
で
技
術
や
文
化
が
継
承
さ
れ
る
の
が
基
本
。
そ
の
た
め
水
野
の
兄
で
あ
る
金
十

郎
も
、
同
様
に
犬
牽
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
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水
野
に
酒
井
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
の
は
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
夏
の
こ
と
。
水
野
は
優
れ
た
犬

牽
で
し
た
が
、
持
病
の
た
め
既
に
仕
事
か
ら
は
退
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
酒
井
は
翌
年
ま
で
数
十
回

に
わ
た
り
、
彼
の
元
に
話
を
聞
き
に
訪
れ
ま
す
。
水
野
の
技
術
や
犬
牽
と
し
て
の
姿
勢
に
相
当
惚
れ
込
ん

で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
酒
井
の
熱
心
な
姿
勢
の
お
か
げ
で
、
犬
の
選
別
方
法
か
ら
普
段
の
接
し
方
に

つ
い
て
、
食
事
の
内
容
、
外
歩
き
の
総
距
離
、
鷹
狩
で
は
ど
う
動
く
べ
き
か
、
更
に
は
水
浴
び
の
仕
方
な

ど
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
鷹
犬
へ
の
伝
統
的
な
向
き
合
い
方
の
記
録
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

「
鷹
犬
見
立
」
の
現
代
語
訳
を
開
始
す
る
と
、
私
の
目
の
前
に
鷹
犬
と
水
野
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
よ
う

な
、
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
錯
覚
に
囚
わ
れ
る
ほ
ど
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
鷹
匠
で
あ
る
酒

井
に
対
す
る
口
伝
と
い
う
構
成
も
、
当
時
の
私
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
何
よ
り
と
こ
と
ん
犬
の
権
利
を
尊
重
す
る
彼
ら
の
姿
勢
に
、
自
己
を
消
し
て
ま
る
で
犬

と
溶
け
合
う
そ
の
姿
に
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
人
間
と
の
間
に

強
制
的
な
関
係
性
が
生
じ
る
鷹
と
の
向
き
合
い
方
に
悩
ん
で
い
た
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
一
種
の
啓
示
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
鷹
犬
見
立
」
を
読
み
終
え
る
時
分
に
は
、
私
の
進
路
は
鷹
匠
で
は
な
く
犬
牽
へ
と
変
わ
っ
て

い
た
の
で
す
。
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現
代
を
生
き
る
犬
牽
の
役
割

　

犬
牽
が
ど
れ
ほ
ど
犬
の
権
利
を
尊
重
し
て
い
た
の
か
、
も
う
少
し
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
引
綱
、
リ
ー
ド
に
つ
い
て
で
す
。
犬
牽
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
鷹
犬
を
狩
場
で
ノ
ー
リ
ー
ド

に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
逆
に
海
外
で
活
躍
す
る
鷹
犬
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
引
綱
を
付
け

な
い
状
態
で
鷹
狩
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
そ
ち
ら
の
方
が
、
確
か
に
狩
り
の
成
功
率
は
上
が
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
の
た
め
に
は
鷹
犬
に
鷹
を
襲
わ
な
い
よ
う
訓
練
を
受
け
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
獲
物
は
狙
う
の
に
鷹
は
狙
っ
て
は
い
け
な
い
、
更
に
言
え
ば
獲
物
も
直
接
嚙
ん
で
は
い
け
な
い
な
ど
、

そ
ん
な
あ
る
種
人
間
的
な
判
断
を
犬
に
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
訓
練
は
国
内
外
問
わ
ず
、

時
に
厳
し
い
体
罰
を
以
て
行
わ
れ
ま
す
。
犬
牽
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
訓
練
は
、
犬
の
権
利
を
阻
害
す
る

行
為
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
海
外
の
影
響
を
受
け
て
国
内
で
ノ
ー
リ
ー
ド
式
が
考
案
さ
れ
た
際
も
、

広
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
犬
牽
た
ち
は
厳
し
い
訓
練
を
排
除
し
鷹
犬
に
は
野
性
の
本
能
を
活
か

し
た
活
動
を
行
っ
て
も
ら
う
、
自
分
た
ち
が
引
綱
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
は
回
避
す
る
。
鷹
狩

の
成
果
よ
り
も
犬
の
権
利
を
尊
重
す
る
、
そ
れ
が
犬
牽
で
し
た
。

　

私
は
そ
ん
な
犬
牽
の
姿
に
感
銘
を
受
け
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
文
化
が
二
度
と
途
絶
え
な
い
よ
う
、

現
代
へ
の
適
応
が
不
可
欠
だ
と
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
般
家
庭
で
暮
ら
す
犬
た
ち
に
も
応
用
で
き
る

20



よ
う
変
更
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
犬
牽
た
ち
が
代
々
守
っ
て
き
た
基
盤
は
維
持
し
つ
つ
、
今
の
都

市
や
法
律
に
ど
う
し
て
も
合
わ
な
い
箇
所
に
関
し
て
は
で
き
る
限
り
原
形
を
保
ち
つ
つ
実
行
で
き
る
よ
う

に
変
更
を
加
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
、
現
代
の
犬
牽
流
派
で
あ
る
山
政
流
で
す
。

　

ち
な
み
に
〝
山
政
〞
と
は
、
私
の
実
家
の
屋
号
で
す
。
本
来
の
復
元
な
ら
ば
、
師
匠
た
ち
の
名
称
を
名

乗
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
に
は
ま
だ
そ
の
実
力
も
器
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
最
大
限
の

責
任
を
表
現
す
る
形
で
、
自
ら
の
屋
号
を
看
板
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
で
も
い
つ
の
日
か
、
偉
大
な

先
人
た
ち
の
名
を
襲
名
で
き
た
ら
と
想
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
。

　

話
を
戻
す
と
、
現
代
の
一
般
的
な
ド
ッ
グ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
犬
が
言
う
こ
と
を

聞
か
な
い
か
ら
叩
い
た
り
、
声
を
上
げ
た
り
、
引
綱
を
強
く
牽
い
た
り
と
、
結
局
人
間
の
た
め
に
犬
の
心

を
改
造
す
る
行
為
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
人
間
の
た
め
に
犬
が
持
つ
犬
と
し
て

生
き
る
権
利
を
曲
げ
さ
せ
る
行
為
と
同
一
な
の
で
す
。

　

犬
の
本
能
を
曲
げ
続
け
た
先
に
待
つ
の
は
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
本
能
の
暴
発
で
す
。
吠
え
癖
や
咬
み
癖

が
強
く
な
る
ほ
か
、
神
経
質
な
性
格
の
悪
化
や
気
力
低
下
な
ど
心
身
へ
の
影
響
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

大
切
な
の
は
、
犬
を
人
間
に
な
ぞ
ら
え
て
扱
わ
ず
、
犬
と
し
て
対
応
を
心
掛
け
る
こ
と
で
す
。
擬
人
化
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し
て
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
ど
こ
ま
で
も
野
性
の
存
在
で
あ
り
、
自
然
と
地
続
き
の
生
き
物
な

の
で
す
。
江
戸
時
代
の
狆
が
鷹
犬
と
し
て
鷹
狩
に
参
加
し
た
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
愛

玩
犬
と
言
わ
れ
る
犬
た
ち
も
根
本
は
獲
物
を
殺
し
て
、
自
然
界
を
生
き
抜
く
た
め
の
力
が
備
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
忘
れ
て
、
犬
は
私
た
ち
と
同
じ
だ
、
同
じ
よ
う
に
生
き
た
い
は
ず
だ
、
そ
う
擬
人
化
し
た
対

応
を
行
う
こ
と
で
軋
轢
が
、
ス
ト
レ
ス
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
犬
の
意
思
を
尊
重

す
る
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
姿
勢
は
同
時
に
私
た
ち
人
間
を
助
け
る
こ
と
に
も
繫
が
り
ま
す
。
犬
と
い
う
自
然
と
繫
が
っ
た
存

在
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
で
、
犬
の
野
性
の
息
吹
が
引
綱
を
通
じ
て
あ
な
た
に
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
本
来
人
間
も
備
え
て
い
た
は
ず
の
本
能
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
自

己
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
、
現
代
人
に
欠
落
し
て
い
る
要
素
を
、
犬
は
た
っ
ぷ
り
と
与
え
て

く
れ
る
の
で
す
。

　

で
は
い
よ
い
よ
、
皆
さ
ん
と
共
に
暮
ら
す
犬
た
ち
の
生
活
が
よ
り
良
く
な
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ
う
、「
鷹

犬
見
立
仕
込
様
口
傳
」
を
読
ん
で
犬
牽
の
生
き
方
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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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!!!

「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。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

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！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



