
特
別
企
画
。若
手
ゼ
ミ
設
立
ま
で

「若
手
哲
学
ゼ
ミ
〓
一五
周
年
に
寄
せ
て

吉
田
　
傑
俊

「若
手
哲
学
ゼ
ミ
」が
二
五
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
、ま
ず

心
か
ら
お
祝
い
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
機
会
に
、
創
立
発
起
人
の
ひ
と
り
と
し
て
私
に
も
、
何
か

「思
い
出
」
を
書
く
よ
う
に
と
の
要
請
が
今
年
度
の
ゼ
ミ
世

話
人
の
方
か
ら
あ
り
ま
し
た
。一一五
年
も
た
て
ば
記
憶
も
薄

れ
て
く
る
の
も
や
む
を
え
な
い
話
で
す
。ゼ
ミ
創
立
時
の
か

す
か
な
記
憶
を
た
ど
り
、
い
く
ら
か
の
私
な
り
の
感
慨
に
も

触
れ
て
、
責
を
ふ
せ
が
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
ゼ
ミ
の
創
立
の
意
図
や
準
備
過
程
に
つ
い
て
は
、創

立
二
五
周
年
の
本
号
に
、
石
井
伸
男
さ
ん
が
「『若
手
ゼ
ミ
』

創
立
の
こ
ろ
」
と
い
う
一文
で
詳
し
ぐ
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
ゼ
ミ
の
最
初
の
「仕

掛
人
」
は
石
井
さ
ん
（当
時
、
都
立
大
院
生
）
と
吉
田
千
秋

さ
ん
（同
、
名
古
屋
大
院
生
）
で
し
た
。
ゼ
ミ
を
全
国
的
な

も
の
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
あ
り
、
お
二
人
か
ら
、
北
海

道
の
村
山
紀
昭
さ
ん
（同
、北
海
道
教
育
大
）、京
都
の
向
井

俊
彦
さ
ん
（同
、
京
大
院
生
）
や
私
（同
、
鹿
児
島
大
）
に

も
話
が
あ
り
、
一九
七
二
年
の
一二
月
暮
れ
に
京
大
前
の
喫

茶
店
「履
々
堂
」
で
、
村
山
さ
ん
を
除
く
四
人
が
会
合
し
た

の
が
出
発
と
な
り
ま
し
た
。
話
の
中
心
は
、
当
然
な
が
ら
、

ゼ
ミ
の
性
格
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
と
いう
こ
と
で

し
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
現
在
も
な
お
こ
の
ゼ
ミ
の

骨
格
を
な
し
て
い
る
は
ず
の
、若
手
哲
学
研
究
者
の
研
究
の

自
由
な
交
流
の
場
と
す
る
こ
と
、ゼ
ミ
の
継
続
は
自
動
的
に

せ
ず
参
加
者
の
意
思
に
よ
っ
て
次
回
開
催
を
決
め
る
こ
と
、

な
ど
を
確
認
し
た
の
で
し
た
。

こ
の
確
認
は
、ま
さ
に
若
手
ゼ
ミ
に
ふ
さ
わ
し
い
「自
由
」

か
つ
「民
主
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
ゼ
ミ
が
今
日
ま
で
継
続

さ
れ
て
い
る
の
も
こ．の
確
認
に
よ
る
も
の
と
、私
自
身
は
確

信
し
て
い
ま
す
。
も
っと
も
、
こ
の
確
認
は
、
長
時
間
の
議

論
の
末
の
も
の
で
し
た
。集
ま
っ
た
四
人
が
主
と
し
て
唯
物

論
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、ゼ
ミ
の
柱
を
唯
物
論
研

究
に
す
れ
ば
と
い
う
意
見
も
出
ま
し
た
。木
枯
らヽ
し
の
吹
く



寒
い
日
の
午
後
、学
生
時
代
に
千
秋
さ
ん
ら
と
研
究
会
の
ね

じ
ろ
と
し
て
よ
く
利
用
し
て
い
た
履
々
堂
で
え
ん
え
ん
と
議

論
し
、さ
ら
に
大
阪
の
私
の
実
家
に
場
所
を
移
し
お
酒
を
酌

み
つ
つ
徹
夜
近
く
ま
で
話
を
継
続
し
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま

す
。
そ
の
後
も
、
先
の
五
名
が
呼
び
か
け
文
の
作
成
や
配
布

に
取
り
組
み
、翌
年
七
月
の
湯
川
原
で
の
第
一回
ゼ
ミ
を
迎

え
た
の
で
し
た
（ズ
ム場
へ
向
か
う
バ
ス
の
停
留
所
で
、
は
じ

め
て
会
っ
た
は
ず
の
中
村
行
秀
さ
ん
に
「あ
あ
、
あ
な
た
が

吉
田
さ
ん
で
し
た
か
」と
い
ま
も
変
わ
ら
ぬ
気
さ
く
な
調
子

で
話
し
か
け
ら
れ
た
と
き
、ヽ
」の
ゼ
ミ
は
た
ぶ
ん
成
功
す
る

な
と
感
じ
た
の
を
妙
に
覚
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
先
に
あ
る
よ
う
に
こ
の
ゼ
ミ
の
発
案
者
は
石
井
、

吉
田
千
秋
の
両
氏
で
す
が
、そ
れ
は
両
氏
が
か
つ
て
あ
る
雑

誌
に
「日
本
哲
学
会
」
に
つ
い
て
の
学
会
展
望
（一九
七
一

年
）
を
書
い
た
の
が
機
縁
で
し
た
。
い
ま
念
の
た
め
頁
を
め

く
っ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
〔
学
会

の
現
状
は
「解
釈
主
義
の
横
行
、
『反
乱
』
の
哲
学
と
現
状
離

脱
、
夢
想
の
哲
学
へ
の
二
極
分
解
傾
向
」
な
ど
「哲
学
の
現

実
化
」
に
は
ほ
ど
遠
い
。
ゆ
え
に
、
「マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
」

や
、
「と
り
わ
け
全
国
の
若
手
哲
学
研
究
者
は
哲
学
会
の
老

化
現
象
を
打
開
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
る
」
と
。若
手
ゼ
ミ

は
、少
な
く
と
も
そ
の
発
足
の
契
機
と
し
て
は
、
こ
の
コ
ン

テ
キ
ス
ト
を
背
景
に
し
た
と
思
い
ま
す
。あ
れ
か
ら
四
半
世

紀
、
問
題
は
、
日
本
の
哲
学
会
が
進
展
し
た
か
否
か
で
す
。

規
準
を
高
く
す
れ
ば
い
ま
だ
悲
観
的
な
見
方
が
多
数
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
私
個
人
と
し
て
は
、全
体
と
し
て
は
少
し
ず

つ
で
あ
れ
進
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
いう
印
象
を
持
ち
ま

す
ら
た
と
え
ば
、
現
在
の
「唯
物
論
研
究
協
会
」
の
中
心
的

メ
ン
バ
ー
と
し
て
、さ
ら
に
は
少
数
で
す
が
「日
本
哲
学
会
」

の
委
員
と
し
て
も
、若
手
ゼ
ミ
出
身
者
の
多
く
が
す
で
に
中

堅
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
自
身
も
含
む
こ

う
し
た
人
た
ち
が
、哲
学
研
究
に
必
須
な
自
由
と
民
主
の
精

神
を
こ
の
ゼ
ミ
で
養
った
こ
と
は
否
定
し
え
な
いと
こ
ろ
で

す
。
し
た
が
つ
て
、若
手
ゼ
ミ
は
日
本
の
哲
学
会
の
進
展
に

当
初
の
予
想
以
上
に
貢
献
し
て
き
た
し
今
後
も
し
て
ゆ
く
だ

ろ
う
と
い
う
の
が
、私
の
小
さ
く
な
い
実
感
で
あ
り
大
き
な

期
待
で
も
あ
り
ま
す
。（よ

し
だ
　
す
ぐ
と
し
　
法
政
大
学
）


