
【
歩
キ
目
デ
ス
は
見
た
！
】

　

社
会
デ
ビ
ュ
ー
の
つ

も
り
で
書
い
た「
ま
ち

の
デ
ザ
イ
ン
」の
刊
行

か
ら
、気
が
付
け
ば
幾

星
霜
、既
に
四
半
世
紀
近
く
の
時
が
流
れ
た
。筆

者
が
生
ま
れ
た
町
八
幡
浜
に
題
材
を
取
り
、地
域

が
育
ん
だ
歴
史
を
通
し
て
の
目
線
で
、当
時
確
か

に
存
在
し
て
い
た
そ
れ
ら
デ
ザ
イ
ン
を
追
っ
た
一

冊
。当
然
の
帰
結
と
し
て
、こ
れ
ま
で
の
間
に
今
は

無
き
失
わ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
も
数
知
れ
ず
。経
済
活

動
の
み
な
ら
ず
の
社
会
変
化
の
中
で
、そ
の
変
貌

は
著
し
い
。こ
の
本
で
取
り
上
げ
た
52
件
の
そ
れ

ら
の
う
ち
、既
に
約
３
分
の
１
近
く
が
消
滅
し
て

い
る
。い
く
つ
か
を
振
り
返
り
た
い
。

【
森
菊
商
店
の
フ
グ
の
看
板
】

　

こ
の
愛
す
べ
き
看
板
が
建
物
ご
と
こ
の
町
か

ら
消
え
た
の
が
平
成
30
年
。
か
つ
て
は
旧
港

（
現
在
の
市
役
所
が
建
つ
場
所
）
に
面
し
て
、

森
菊
商
店
と
い
う
妻
入
り
漆
喰
造
り
二
階
建

て
の
商
家
建
築
が
あ
り
、
看
板
は
そ
の
正
面
真

ん
中
で
見
事
な
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
こ
の
何

と
も
言
え
な
い
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
な
手
作
り
看
板

は
、
全
国
の
名
だ
た
る
看
板
が
載
る
「
看
板
物

語
」(

平
林
規
好
著
・
１
９
８
９
刊)

と
い
う
本

に
も
登
場
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
文
字
看
板
の
上

に
大
き
な
フ
グ
が
悠
然
と
泳
い
で
い
る
。
よ
く

見
れ
ば
、
フ
グ
の
胸
び
れ
は
立
体
だ
し
風
雨

に
さ
ら
さ
れ
続
け
た
せ
い
か
、
そ
の
ブ
ル
ー
の

色
合
い
も
絶
妙
な
ト
ー
ン
を
醸
し
て
い
る
。
よ

く
観
察
し
て
作
ら
れ
た
も
の
か
姿
形
は
リ
ア
ル

で
、
大
き
さ
は
両
手
を
広
げ
た
く
ら
い
、
幅
一

間
（
約
２
ｍ
弱
）
ほ
ど
も
あ
ろ
う
か
。
製
作
者

は
“
伊
予
フ
グ
”
育
て
の
親
と
も
呼
ば
れ
た
森

田
菊
太
郎
。
な
の
で
看
板
に
は
「
元
祖
ふ
ぐ
料

理
」
と
左
に
、
右
に
は
「
手
造
ふ
ぐ
ち
ょ
う
ち

ん
」
と
も
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
の
レ

タ
リ
ン
グ
文
字
な
ど
と
違
い
、
店
名
、
電
話
番

号
に
至
る
ま
で
全
て
手
描
き
、
味
が
あ
る
。
そ

う
だ
こ
こ
は
フ
グ
料
理
屋
、
味
が
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
き
っ
と
手
先
の
器
用
な
料
理
人
だ
っ

た
に
違
い
な
く
、
そ
ん
な
市
井
の
マ
エ
ス
ト
ロ

が
気
合
で
作
っ
た
大
き
な
フ
グ
看
板
。
直
ぐ
目

の
前
の
海
に
チ
ャ
ポ
ン
と
跳
び
出
す
の
で
は
な

い
か
と
思
え
そ
う
な
、
そ
ん
な
港
町
の
心
意
気

が
伝
わ
る
意
気
の
い
い
時
代
が
、
確
か
に
こ
の

町
に
あ
っ
た
の
だ
。

【
坂
本
歯
科
醫
院
の
看
板
】

　

歯
科
と
し
て
の
役
割
を
終
え
空
き
家
と
な
っ

て
久
し
い
が
、
嬉
し
い
事
に
ま
だ
こ
ち
ら
の
看

板
は
健
在
で
あ
る
。
た
だ
、
古
民
家
再
生
の
道
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を
探
り
活
用
を
考
え
な
い
と
、
こ
れ
と
て
存
続

は
難
し
い
。
こ
う
し
て
町
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
、
何
の
変
哲
も
無
い
街
区
と
化
し
て
ゆ

く
。

　

さ
て
、こ
の
レ
ト
ロ
看
板
の
作
者
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
本
格
的
な
、で
も
地
域
で
は
無
名
な
マ

エ
ス
ト
ロ
の
作
に
な
る
。そ
の
名
は
坂
本
榮
太
郎

（
１
９
１
３-

２
０
０
７
）さ
ん
、珠
玉
の
ブ
ロ
ン

ズ
製
具
象
作
品
を
作
ら
れ
て
い
た
彫
塑
家
。氏
の

姉
シ
ノ
ブ
さ

ん
が
戦
後
間

も
な
く
八
幡

浜
で
歯
科
を

開
業
さ
れ
た

際
、宇
和
檜
の
一
枚
板
で
製
作
さ
れ
た
の
が
こ
の
看

板
で
あ
る
。絶
妙
な
間
隔
で
篆
書
を
陽
刻
し
た
表

側
と
、裏
側
は
大
洲
大
禅
寺
の
河
野
玄
要
和
尚
に

よ
る
草
書
体
を
陰
刻
に
さ
れ
た
。な
の
で
板
の
厚

み
は
二
寸
も
あ
る
。篆
書
は
、古
代
中
国
の
象
形

文
字
が
ル
ー
ツ
だ
か
ら
特
に“
歯
並
び
”の
イ
イ
仕

立
て
と
な
っ
て
い
る
気
も
す
る
。お
向
か
い
に
あ
る

本
町
教
会
と
和
洋
で
対
峙
し
て
、町
な
か
に
こ
れ

ほ
ど
し
っ
く
り
と
溶
け
込
ん
だ
看
板
を
私
は
他
に

知
ら
な
い
。作
者
の
人
と
な
り
も
気
に
な
る
と
こ

ろ
。

　
【
坂
本
榮
太
郎
氏
ア
ト
リ
エ
】

　

氏
の
ア
ト
リ
エ
が

八
幡
浜
の
広
瀬
に
あ

り
、間
も
な
く
見
納

め
と
な
る
。そ
の
晩

年
に
な
っ
て
抑
え
が

た
き
創
作
意
欲
に
か

ら
れ
た
榮
太
郎
先
生

は
、大
洲
市
役
所
を
退
職
さ
れ
た
後
、昭
和
49
年

61
歳
の
時
こ
こ
に
ア
ト
リ
エ
を
建
て
、大
洲
渡
場

の
住
居
か
ら
熱
心
に
通
わ
れ
た
。若
き
頃
、東
京

美
術
学
校
彫
塑
家
に
入
学
さ
れ
、当
時
の
教
授
陣

は
建
畠
大
夢
、朝
倉
文
夫
、北
村
西
望
ら
錚
々
た

る
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

地
域
で
無
名
と
前
述
し
た
が
、晩
年
の
創
作

活
動
に
加
え
、作
品
発
表
は
東
京
の
み
で
数
回
グ

ル
ー
プ
展
、個
展
を
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
無

理
も
な
い
。没
後
、一
度
き
り
松
山
で
遺
作
展
が
開

催
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
た
め
、八
幡
浜
で
も
知
る

人
は
少
な
い
。た
だ
、橙（
だ
い
だ
い
）、ム
ク
ロ
ジ

な
ど
身
近
な
果
実
や
種
子
を
題
材
に
、そ
の
具
象

の
神
髄
に
迫
ろ
う
と
し
た
作
品
の
数
々
は
、一
度

目
に
し
た
ら
き
っ
と
魅
了
さ
れ
る
。少
な
く
と
も

筆
者
は
そ
う
だ
っ
た
。何
故
そ
の
形
が
そ
こ
に
そ

う
し
て
あ
る
の
か
、そ
の
自
然
の
摂
理
、神
業
と
も

思
え
る
あ
り
の
ま
ま
の
形
が
見
せ
る
奥
深
さ
に
、

慈
愛
あ
る
先
生
の
語
り
口
を
聴
く
に
つ
け
、私
も

惹
き
込
ま
れ
た
。ご
自
身
が“
ル
ソ
ー
の
庭
”だ
と

丹
精
し
嬉
し
そ
う

に
自
慢
さ
れ
て
い

た
風
景
も
今
は
無

い
が
、そ
の
作
品
群

は
残
さ
れ
て
い
る
。

い
つ
の
日
か
、多
く

の
方
々
に
そ
れ
ら

至
高
の
具
象
の
美

を
堪
能
し

て
ほ
し
い

も
の
で
あ

る
。

遺作展の際パンフに
使用された写真
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