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組織における我々の「声」

二
〇
一
六
年
六
月
十
四
日　

開
催

《「
留
学
生
と
語
る
」
オ
ー
プ
ン
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
》

組
織
に
お
け
る
我
々
の
「
声
」 

Stephen C
roucher

 

（
執
筆
＝
ミ
ラ
ー
成
三
）

■
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
…
…Stephen Croucher

（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ユ
バ
ス
キ
ュ
ラ
大
学
教
授
）

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
…
…
サ
ウ
ク
エ
ン
・
フ
ァ
ン
（
本
学
国

際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教
授
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
所
長
）

今
日
は
特
に
、
異
議
（D

issent

）
と
表
現
の
自
由
と
い
う
概
念
に
焦

点
を
当
て
な
が
ら
、
組
織
に
お
い
て
自
分
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
声
に

出
す
か
に
つ
い
て
話
を
し
よ
う
と
思
う
。
鍵
と
な
る
問
題
は
、「
組
織
へ

の
異
議
（O

rganizational D
issent

）」
と
「
職
場
に
お
け
る
表
現
の

自
由
（W

orkplace Freedom
 of Speech

）」
だ
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
自
分
が
本
当
に
話
し
た
い

こ
と
は
文
化
間
の
相
違
／
類
似
点
に
つ
い
て
、
そ
し
て
文
化
が
我
々
の

「
声
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
で
あ
る
。
組
織
に
お
い

て
、
我
々
は
自
分
の
こ
と
を
表
現
で
き
る
の
か
、
我
々
の
声
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
近
年
多
く
の
研
究
者
や
ジ
ャ
ー

ナ
ル
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
実
は
我
々
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
で
き
る

か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

組
織
へ
の
異
議

ま
ず
は
、
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。「
組
織
へ
の

異
議
」
は
我
々
が
組
織
の
活
動
や
方
針
に
つ
い
て
反
対
の
意
見
や
矛
盾

し
た
意
見
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
否
定
的

な
意
見
や
不
同
意
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
是
非
は
、
様
々
な
文
化

に
よ
っ
て
異
な
る
。
様
々
な
分
野
に
お
け
る
研
究
に
よ
っ
て
、
多
く
の

文
化
に
お
い
て
不
同
意
は
攻
撃
的
で
あ
り
、
し
て
は
い
け
な
い
行
為
と

し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
が
否
定
的
で
、
組
織
に
必
要
の
な
い
人

間
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
「
異
議

（D
issent

）」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、「
異
議
」
を
唱
え
る
者
は
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組
織
に
対
し
て
建
設
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
人
は
あ
る
特
定
の
組
織
が
悪
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
た
だ
単
純
に
そ
の
組
織
の
活
動
や
方
針
が
悪
い
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
人
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は

肯
定
的
な
こ
と
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
組
織
に
よ
い
成
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
が
様
々
な
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
あ
る
行
動
が
「
異
議
」
に
当
て
は
ま
る
か
に
は
い
く
つ
か

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
一
つ
は
、
表
現
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
何
か
に
対
し
て
、
ど
ん
な
に
反
対
の
意
見
を
持
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
を
周
り
に
伝
え
な
け
れ
ば
「
異
議
」
と
は
な
ら
な
い
。

二
つ
目
は
そ
の
意
見
が
、
何
か
と
対
立
、
あ
る
い
は
矛
盾
し
た
意
見
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
に
賛
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
異

議
」
で
は
な
い
。
三
つ
目
は
、
そ
れ
が
組
織
の
方
針
や
慣
習
、
活
動
に

対
す
る
意
見
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
人

に
向
け
て
自
分
の
意
見
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
異
議
」
と
は

な
ら
な
い
。
組
織
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
み
、「
異
議
」
を
唱

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。
ユ
バ
ス

キ
ュ
ラ
大
学
で
は
今
、
学
部
を
合
併
さ
せ
た
り
、
人
を
移
動
さ
せ
た
り

と
、
様
々
な
変
化
が
起
き
て
い
る
。
私
は
い
く
つ
も
の
会
議
で
様
々
な

意
見
に
反
対
し
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
は
事
前
に
謝
罪
を
し
て
き
た
。

ディスカッションリーダーのCroucher 氏

コーディネーターのファン先生
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組織における我々の「声」

「
す
み
ま
せ
ん
、
今
か
ら
ち
ょ
っ
と
ア
メ
リ
カ
人
に
な
っ
て
意
見
を
言
い

ま
す
ね
」
と
い
う
感
じ
だ
。
私
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
同
僚
た
ち
と
は

異
な
る
や
り
方
で
「
異
議
」
を
唱
え
る
の
で
、
事
前
に
こ
う
言
う
こ
と

で
「
失
礼
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
や
り
方
で
反
対

す
る
」
と
伝
え
て
お
く
わ
け
だ
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
私
は

あ
く
ま
で
も
学
校
の
方
針
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
校

長
や
学
長
、
苦
手
な
研
究
者
な
ど
特
定
の
人
に
「
異
議
」
を
唱
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、「
学
長
の
決
定
は
嫌
い

だ
」
と
い
う
こ
と
と
、「
学
長
は
嫌
い
だ
」
と
い
う
こ
と
は
全
く
違
う
こ

と
に
対
し
て
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
思
う
。
そ
れ
が
「
異
議
」

を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。

「
組
織
へ
の
異
議
」
を
唱
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
き
っ
か
け（Trigger-

ing Agent

）が
必
要
と
な
る
。
何
か
し
ら
自
分
が
反
対
し
た
く
な
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
起
こ
る
と
、「
自
分
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に

表
現
す
る
か
」
も
し
く
は
そ
も
そ
も
「
自
分
の
意
見
を
表
現
す
る
か
否

か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
異
議
」
を
ど
の
よ
う
に
発
信
す
る
か
を
選
択
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
個
人
的
要
因
や
関
係
的
な
要
因
、
組
織
的
な
要

因
の
ほ
か
に
文
化
的
な
要
因
な
ど
が
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
私
が
実

際
に
言
わ
れ
た
こ
と
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
私
の
場
合
、
他
人
の

話
を
あ
ま
り
聞
か
ず
に
自
分
の
意
見
を
言
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
個
人
的
な
要
因
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
は
ほ
か
の
人
よ
り
も

自
分
の
意
見
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
文
化
的
な
要
因

も
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
関
係
的
な
要
因
に
は
、
ほ
か
の
人

と
の
関
係
が
ど
れ
だ
け
強
い
か
な
ど
が
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
組
織

的
な
要
因
で
い
え
ば
組
織
が
ど
の
よ
う
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
か
が
関

係
し
て
く
る
。
組
織
が
自
分
の
意
見
を
言
う
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の

か
、
む
し
ろ
尊
重
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
組
織
に
ど
の
く
ら
い
所

属
し
て
い
る
の
か
、
自
分
が
組
織
で
力
を
持
っ
た
人
物
か
ど
う
か
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
も
う
少
し
触
れ
て
い
き
た
い
。
こ
れ

ら
の
要
因
は
、
こ
の
よ
う
に
「
異
議
」
を
発
信
す
る
か
ど
う
か
を
決
定

す
る
の
に
関
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
「
異
議
」
を
発
信
す
る
動
機
を
高
め
る
要
因
も
あ
る
。
例
え
ば

道
徳
的
な
違
反
だ
。
も
し
あ
な
た
が
自
分
の
所
属
す
る
組
織
が
何
ら
か

の
法
を
犯
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
異
議
」
を
唱
え
よ
う
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
お
そ
ら

く
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ノ
ー
デ
ン
に
よ
る
「
異
議
」
な
ど
は
記
憶
に
新
し

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
企
業
に
お

い
て
社
員
が
法
を
犯
し
て
い
る
組
織
に
対
し
て
「
異
議
」
を
唱
え
た
例

は
他
に
い
く
つ
も
あ
る
。
私
が
今
い
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
大
学
で
は
、

建
物
の
カ
ビ
に
よ
る
空
気
汚
染
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
私
の

い
た
建
物
で
は
半
数
の
ス
タ
ッ
フ
が
呼
吸
問
題
、
ぜ
ん
そ
く
、
ア
レ
ル

ギ
ー
な
ど
の
症
状
を
訴
え
て
大
学
に
「
異
議
」
を
唱
え
た
こ
と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
も
大
学
側
に
「
異
議
」
を
唱
え
た
の
は
外
国
人
職
員
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だ
け
だ
っ
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
職
員
は
「
異
議
」
を
唱
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
と
で
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、『「
異
議
」
を
唱
え
た

と
こ
ろ
で
何
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
』
と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
複

雑
だ
が
「
異
議
」
を
唱
え
る
か
ど
う
か
に
は
、
文
化
的
、
状
況
的
な
要

素
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。「
異
議
」
を
唱
え
る
か
ど

う
か
に
は
、
組
織
な
の
か
他
人
な
の
か
と
い
う
問
題
も
関
わ
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
「
異
議
」
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
所
属
す
る
組
織
の

問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
組
織
に
所
属
す
る
他
の
人
の
問
題
な
の
か
に

よ
っ
て
も
「
異
議
」
を
唱
え
る
か
ど
う
か
は
変
わ
っ
て
く
る
。
自
分
の

上
司
が
自
分
に
と
っ
て
よ
く
な
い
決
定
を
し
よ
う
と
し
て
い
れ
ば
、
例

え
ば
仕
事
の
出
来
る
自
分
で
は
な
く
、
仲
が
い
い
だ
け
の
他
の
人
を
昇

進
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
れ
ば
、「
異
議
」
を
唱
え
よ
う
と
思
い
や
す
い
か

も
し
れ
な
い
。

組
織
内
に
お
け
る
様
々
な
動
機
に
よ
っ
て
「
異
議
」
を
唱
え
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
三
つ
の
タ
イ
プ
の
「
異
議
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
明
確
な
異
議
（Articulated

）」「
潜
在
的
異
議
（Latent

）」「
代
替
的

異
議（D

isplaced

）」
で
あ
る
。「
明
確
な
異
議
」
は
自
分
よ
り
も
上
の

立
場
の
者
、
ま
た
実
際
に
状
況
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
意
見
を

言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
す
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
る
。

ま
ず
自
分
が
、
立
場
が
上
の
者
に
容
易
に
意
見
を
言
え
る
状
況
で
な
く

て
は
い
け
な
い
。
特
定
の
文
化
に
お
い
て
は
上
下
の
立
場
に
大
き
な
権

力
差
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
非
常
に
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
私
が
以
前

イ
ン
ド
の
大
学
で
働
い
て
い
た
と
き
に
、
学
長
と
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
意

見
の
相
違
が
起
き
た
時
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ッ
フ
は
学
長
に
意

見
を
言
う
こ
と
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
理
由
を
聞
い
て
み

る
と
、『
学
長
の
カ
ー
ス
ト
を
知
っ
て
い
る
か
？

自
分
た
ち
の
誰
よ
り

も
高
い
ん
だ
』
と
言
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ー
ス
ト
と
い
う
社
会

的
な
階
級
の
差
に
よ
っ
て
「
異
議
」
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
一
方
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
す
べ
て
の
学
生
が
、
ど
の

よ
う
な
問
題
で
も
学
部
長
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
必
要
が
あ
れ

ば
学
長
と
面
会
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
社
会
階
層
が
と
て
も
フ
ラ
ッ
ト

で
、
快
適
で
い
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
は

い
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
学
長
と
面
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
聞

か
れ
る
と
、
ほ
ぼ
不
可
能
だ
ろ
う
。
表
向
き
は
フ
ラ
ッ
ト
だ
と
主
張
し

て
い
る
が
、
実
際
は
隠
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、

人
々
が
思
う
よ
り
も
「
異
議
」
を
唱
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
多
く
の
文
化
、
特
に
東
ア
ジ
ア
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
々

が
権
力
の
高
い
者
を
不
可
侵
的
に
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
権

力
が
高
い
者
は
正
し
い
の
で
、
そ
の
決
定
に
疑
問
を
持
っ
て
は
い
け
な

い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
文
化
に
お
い

て
は
「
明
確
な
異
議
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
私
た
ち
が

行
っ
た
中
国
で
の
調
査
で
は
、
外
国
企
業
、
民
間
企
業
、
国
営
企
業
を

調
査
し
た
が
、
自
分
よ
り
立
場
が
上
の
者
に
対
す
る
「
異
議
」
は
ほ
と

ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
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組織における我々の「声」

「
潜
在
的
異
議
」
は
横
向
き
、
す
な
わ
ち
自
分
と
同
じ
階
級
や
立
場
の

者
に（
組
織
に
対
す
る
）意
見
を
言
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
分
と

同
じ
立
場
に
い
る
ほ
か
の
人
た
ち
に
は
、
何
か
を
変
え
る
力
は
な
い
。

し
か
し
、
自
分
の
感
情
を
た
め
込
ま
ず
に
外
に
出
す
非
常
に
よ
い
方
法

で
あ
る
。
心
理
学
的
な
研
究
に
お
い
て
も
、
感
情
な
ど
を
解
放
で
き
る

能
力
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
や
韓
国
、
中
国
に
限
ら
ず
、
欧
米

な
ど
に
お
い
て
も
、
孤
独
な
立
場
に
あ
る
者
は
自
殺
率
が
高
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
「
潜
在
的
異
議
」
は
自
ら
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
す
る
一
つ
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
潜
在
的
異
議
」
は

ゴ
シ
ッ
プ
と
は
異
な
る
こ
と
も
重
要
だ
。
ゴ
シ
ッ
プ
は
特
定
の
人
物
に

つ
い
て
話
す
こ
と
だ
が
、「
潜
在
的
異
議
」
は
方
針
や
慣
習
、
活
動
に
対

す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

「
代
替
的
異
議
」
は
、
家
族
や
友
人
の
よ
う
な
組
織
の
外
部
の
人
間
に

（
組
織
に
対
す
る
）「
異
議
」
を
唱
え
る
行
為
で
あ
る
。
我
々
が
行
っ
た

調
査
に
よ
る
と
東
ア
ジ
ア
、
特
に
韓
国
や
中
国
に
お
い
て
は
、
若
者
が

こ
の
「
代
替
的
異
議
」
を
そ
れ
ほ
ど
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
た
ち
の
家
族
に
心
配
を
か
け
た
く
な
い
た
め
で

あ
り
、
特
に
初
め
て
の
就
職
で
あ
る
場
合
に
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
一

方
で
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、「
代
替
的
異
議
」
は
非
常
に
好
ま
れ
て
い

る
。
私
も
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
い
つ
も
父
に
話
し
て
い
る
。
父
が
自

分
の
同
僚
に
つ
い
て
、
自
分
よ
り
も
覚
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
く
ら
い

だ
。

こ
こ
か
ら
は
「
異
議
」
に
関
わ
る
概
念
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て

い
き
た
い
。
ま
ず
は
論
争
性（Argum

entativeness

）だ
。
人
が
論
争

的
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
を
好
む
か
ど
う
か
も
、

「
異
議
」
を
唱
え
る
か
ど
う
か
に
関
わ
っ
て
く
る
。
論
争
的
と
い
う
こ
と

は
、
攻
撃
的（Aggressive

）と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
「
異
議
」
を
唱
え
る
こ
と
は
「
そ
の
人
」
を
攻
撃
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
燃
え
尽
き
症
候
群
（Burn O

ut

）
や
情
緒
的
消

耗
感
（Em

otional Exhaustion

）
な
ど
は
過
労
死
に
結
び
付
く
問
題

だ
。
脱
人
格
化
（D

epersonalization

）
は
企
業
な
ど
か
ら
個
人
と
し

て
見
ら
れ
ず
、
数
字（
例
え
ば
一
〇
〇
人
中
の
一
人
）と
し
て
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
起
き
て
い
る
と
き
に
「
異
議
」
を
唱
え
な
い

場
合
は
、
韓
国
、
日
本
、
中
国
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

イ
ン
ド
な
ど
で
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
、
い
ず

れ
も
権
力
差
が
比
較
的
大
き
い
地
域
で
あ
る
。

組
織
へ
の
忠
誠
心
（O

rganizational Loyalty

）
に
つ
い
て
も
触
れ

て
お
こ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
東
ア
ジ
ア
の
国
で
は
多
く
の
人
々
が

企
業
に
対
す
る
忠
誠
心
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
多
く

の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
実
際
は
忠
誠
心
と
い
う
よ
り
も
、
職
を
失

う
こ
と
へ
の
恐
れ
や
、
他
に
で
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
言
う
忠
誠
（Loyalty

）
と
は
本
来
組
織
と
個

人
お
互
い
が
お
互
い
に
報
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
み
ら
れ
る

の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
一
部
、
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ウ
ル
グ
ア
イ
や
チ
リ
な
ど
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
一
部
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
国
で
は
多
く
の
場
合
、
早
い
定
年
や
長
い
休
暇
、
父

母
に
同
等
の
育
児
休
暇
制
度
な
ど
様
々
な
保
障
が
あ
り
、
過
労
死
な
ど

は
あ
ま
り
な
い
。「
仕
事
が
好
き
だ
」、「
企
業
の
た
め
に
働
く
ぞ
」
と
い

う
よ
う
な
気
持
ち
と
「
忠
誠
心
」
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
忠
誠
心
が

あ
る
人
ほ
ど
組
織
を
守
る
た
め
に
「
異
議
」
を
多
く
唱
え
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
。
組
織
に
お
け
る
人
間
関
係
も
「
異
議
」
を
唱
え
る

か
ど
う
か
に
関
わ
っ
て
く
る
。
よ
い
人
間
関
係
を
築
い
て
い
る
人
ほ
ど
、

そ
の
人
た
ち
を
守
る
た
め
に
「
異
議
」
を
唱
え
る
か
ら
だ
。
私
が
大
学

に
お
け
る
カ
ビ
の
問
題
で
「
異
議
」
を
唱
え
た
の
も
、
友
人
が
そ
の
せ

い
で
大
学
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
。
組
織

で
の
満
足
度
も
重
要
で
あ
る
。
満
足
度
が
高
い
ほ
ど
、
環
境
が
悪
く
な

る
こ
と
を
嫌
っ
て
、「
異
議
」
を
唱
え
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

職
場
に
お
け
る
表
現
の
自
由

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
話
に
移
り
た
い
と
思
う
。「
異
議
」
を
唱
え
る
こ

と
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
が
「
職
場
に
お
け
る
表
現
の
自
由

（W
orkplace Freedom

 of Speech

）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
組
織
に
所

属
す
る
人
々
が
、
罰
則
な
ど
に
お
び
え
る
こ
と
な
く
自
分
の
意
見
や
考

え
を
言
う
事
を
、
そ
の
組
織
が
ど
の
程
度
認
め
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

「
表
現
の
自
由
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
組
織
に
お
い
て
は
、「
そ
れ
は
馬

鹿
な
決
定
だ
」
と
い
う
よ
う
な
「
異
議
」
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
を
問
題
行
動
と
さ
れ
な
い
わ
け
だ
。
何
が
き
っ
か
け
で
免
職
さ
れ
る

か
分
か
ら
な
い
以
上
、
こ
れ
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
難
し
い
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
「
職
場
に
お
け
る
表
現
の
自
由
」
が
保

障
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

「
表
現
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、「
異
議
」
を
唱
え
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
面
で
利
益
が
あ
る
。
一
つ

は
そ
の
組
織
に
よ
り
参
加
し
や
す
く
な
る
こ
と
だ
。「
表
現
の
自
由
」
が

保
障
さ
れ
て
「
異
議
」
が
唱
え
や
す
い
ほ
ど
、
よ
り
そ
の
組
織
に
身
を

置
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
満
足
で
き
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
調
査
で
も
、

こ
の
よ
う
な
企
業
で
は
社
員
が
よ
り
よ
い
仕
事
、
つ
ま
り
長
い
時
間
で

は
な
く
高
い
質
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
企
業

の
生
産
性
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
満
足
度
が
高
い

た
め
に
、
離
職
率
も
低
い
。
上
司
や
同
僚
な
ど
と
、
お
互
い
に
意
見
を

言
う
事
が
出
来
れ
ば
信
頼
関
係
も
生
ま
れ
や
す
い
。
信
頼
関
係
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
よ
い
職
場
環
境
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
れ
も
利
益
の
一
つ
だ
ろ
う
。

他
に
も
「
表
現
の
自
由
」
と
そ
の
利
益
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が

さ
れ
て
い
る
。
組
織
が
よ
い
決
定
を
下
せ
る
か
ど
う
か
に
も
、
そ
の
組

織
に
お
け
る
表
現
の
自
由
度
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
表
現

の
自
由
度
が
低
い
大
学
で
は
、
悪
い
決
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
、
学
生
の
希
望
す
る
就
職
率
も
低
く
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
少
な
い
。

学
部
や
学
生
の
満
足
度
は
低
く
、
退
学
や
留
年
す
る
学
生
も
増
加
す
る
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組織における我々の「声」

傾
向
に
あ
る
。
企
業
の
世
界
に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
で
あ
れ
ば
株
が

売
却
さ
れ
た
り
、
企
業
の
利
益
が
下
が
っ
た
り
、
社
員
の
転
職
率
が
高

く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
。
組
織
が
よ
り
よ
い
決
定
を
す
る
こ
と
は

様
々
な
面
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

ま
と
め

こ
こ
で
少
し
ま
と
め
て
い
こ
う
。
自
分
の
意
見
を
声
に
出
す
、
と
い

う
能
力
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
総
体
的
に
、
組
織
に
対
す
る
よ
り
高

い
満
足
度
や
、
よ
り
よ
い
職
場
環
境
を
築
く
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
だ
。

し
か
し
現
実
に
は
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
違
う

行
動
を
行
っ
て
い
る
。
い
ま
多
く
の
研
究
が
こ
の
組
織
環
境
に
目
を
向

け
始
め
て
い
る
が
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
の
組
織
に
お
け
る
調
査

は
多
く
は
な
い
。
私
の
知
る
限
り
、
こ
こ
五
年
ほ
ど
で
、
科
学
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
で
組
織
に
お
け
る
「
異
議
」
と
「
表
現
の
自
由
」
を
分
析
し

て
い
る
研
究
は
一
〇
件
に
満
た
な
い
。
一
方
で
こ
れ
ら
の
少
な
い
研
究

の
な
か
で
も
東
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
「
異
議
」
自
体
が
少
な
か
っ

た
り
、
ま
た
「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
た
。

し
か
し
こ
の
「
出
た
杭
」
は
、
長
い
目
で
見
れ
ば
組
織
に
と
っ
て
よ
い

結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て
い
る
。

後半のグループディスカッションの様子

学生の質問に答えるCroucher 氏


