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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
九
巻

一
月
号

自
由
と
わ
が
ま
ま

自
由
と
わ
が
ま
ま
の

は
き
違
え

と
い
わ
れ
る
が

自
由
は
基
本
的
に

わ
が
ま
ま
を

含
ん
で
い
る

そ
れ
に

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
の
は

伝
統
・
き
ま
り
を
守
る
こ
と

そ
れ
は

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

つ
ま
り
他
己

欲
望
を
抑
え
る

現
代
の
教
育
は

自
分
の
幸
福
の

追
求
ば
か
り
で

自
分
の
欲
望
を

抑
え
る
こ
と
を

教
え
て
い
な
い
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
九
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
五
）

六

聖
な
る
も
の
を
犬
に
与
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
豚
の

前
に
、
真
珠
を
投
げ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
足
で
踏
み

に
じ
り
、
向
き
直
っ
て
あ
な
た
が
た
を
引
き
裂
く
で
し
ょ
う

か
ら
。

こ
の
六
節
も
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
節

が
先
月
号
で
取
り
上
げ
ま
し
た
、
こ
の
前
の
部
分
の
一
節
か
ら
五

節
と
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

前
の
五
つ
の
節
は
「
さ
ば
く
な
」
と
教
え
て
い
る
の
に
、
こ
の
節

で
は
、
人
を
犬
や
豚
に
譬
（
た
と
）
え
た
上
で
、
そ
う
し
た
人
た

ち
に
は
、
聖
な
る
も
の
や
真
珠
の
よ
う
な
価
値
の
高
い
も
の
を
与

え
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
さ
ば
い
て
い
て
、
矛
盾
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
部
分
の
解
説
を
、
他
の
本
で
読
ん
で
み
ま
し

て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
聖
書

の
い
ろ
い
ろ
な
他
の
部
分
を
引
用
し
て
の
、
文
献
的
な
解
説
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば

「
聖
な
る
も
の
」
や
「
真
珠
」
と

、

、
「

」

「

」

、

は
何
な
の
か
と
か

犬

と

豚

は
ど
ん
な
人
た
ち
な
の
か

「
向
き
直
っ
て
あ
な
た
が
た
を
引
き
裂
く
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
す
。

な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
述
べ
て

い
る
よ
う
な
体
験
が
自
分
の
中
に
な
い
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。

、

。

た
だ

言
葉
の
上
で
だ
け
理
解
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す

先
月
号
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
普
通
は
人
は
、
裁
い
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
が
、
裁
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
自
分
へ
の
執
着
を
捨
て
た
人
の
場
合
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は

そ
う
し
た
人
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
裁
い
て
も
よ

い
の
で
す
。
実
際
に
、
聖
書
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
キ
リ

ス
ト
は
い
く
ら
で
も
裁
い
て
い
ま
す
。

で
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
磔
（
は
り
つ
け
）

の
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
処
刑
に
係
わ
っ
た
人
た
ち

が
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
普
通
の
人
た
ち
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
う
な
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、

相
対
な
境
地
に
し
か
な
い
者
を
裁
き
、
そ
う
し
た
人
に
聖
な
る
も

の
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
百
も
承
知
し
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
う
し
た
の
で
す
。

知
っ
て
い
た
の
に
、
そ
う
し
た
の
は
、
な
に
も
普
通
の
人
の
よ
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う
に
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
て
自
分
へ
の
執
着
か
ら
そ

う
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
着
を
捨
て

て
〔
自
分
の
損
得
や
自
分
の
情
動
（
快
・
不
快
、
好
き
・
嫌
い
、

怨
み
・
妬
み
な
ど
）
へ
執
ら
わ
れ
な
い
で

、
他
者
の
幸
せ
の
た

〕

め
に
だ
け
行
動
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、

た
と
え
死
刑
に
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
の
で

す
。
他
者
の
幸
せ
の
た
め
に
、
人
を
裁
き
、
人
に
聖
な
る
も
の
を

与
え
続
け
た
の
で
す
。

で
も
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
解

脱
で
き
る
人
は
、
め
っ
た
に
い
ま
せ
ん
。
こ
の
教
え
は
、
そ
う
し

た
人
の
た
め
に
あ
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
大
多
数
の
人
は
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
か
ら
人
を
裁

き
ま
す
し
、
ま
た
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
か
ら
、
与
え
て
は
な
ら

、

。

、

な
い
人
に

聖
な
る
も
の
を
与
え
た
り
し
ま
す

そ
う
し
ま
す
と

逆
に
自
分
が
裁
か
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
聖
な
る
も
の
を
与
え
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
逆
に
攻
撃
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
そ
う
し
た
人
は
、
自
分

が
不
幸
だ
と
嘆
き
悲
し
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
他
者
を

呪
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
他
者
を
幸
せ
に
す
る
ど
こ

ろ
か
、
逆
に
多
く
の
人
を
引
き
込
ん
で
、
そ
の
人
た
ち
を
不
幸
に

し
て
行
く
の
で
す
。

こ
の
教
え
に
接
し
ま
す
と
、
私
は
、
釈
尊
の
「
待
機
説
法
」
を

思
い
出
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
聞
く
人
（
＝
機
）
の
能
力
や
素
質
に
見
合
っ
た
よ
う

に
、
法
（
＝
教
え
）
を
説
く
べ
き
だ
と
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り

「
人
を
み
て
法
を
説
く
」
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
こ

の
節
で
説
い
て
い
ま
す
よ
う
に
、
法
を
説
い
て
は
な
ら
な
い
人
に

は
説
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
生
ま
れ
た
宿
業
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
人
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
能
力
・
素
質
と
、
生
ま
れ
落
と
さ
れ
た

環
境
と
に
よ
っ
て
、
人
は
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
周
知
の
よ

う
に
、
そ
の
悲
し
み
や
喜
び
は
多
く
の
文
学
作
品
の
主
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
人
の
宿
業
に
応
じ
て
、
聖
な
る
価
値
の
通
用

す
る
人
も
い
ま
す
し
、
全
く
通
じ
な
い
人
も
い
ま
す
。
悲
し
い
か

な
、
い
ま
私
が
身
近
に
接
す
る
わ
が
大
学
の
多
く
の
教
師
が
、
通

じ
な
い
人
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
大
学
で
は
、
自
分

の
損
得
（
よ
い
ポ
ス
ト
に
付
く
こ
と
、
収
入
の
増
額
、
派
閥
の
増

員
な
ど
）
と
自
分
の
好
き
嫌
い
（
う
ら
み
・
ね
た
み
・
に
く
み
・

そ
ね
み
）
に
基
づ
い
て
意
見
表
明
と
投
票
が
な
さ
れ
、
大
学
は
、

一
見
、
民
主
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
完
全
に
衆
愚

。

、

。

政
治
に
陥
っ
て
い
ま
す

私
も

説
く
法
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す

で
も
、
こ
れ
は
、
わ
が
大
学
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
今
の
日
本

（
い
や
世
界
）
の
縮
図
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

自

己

決

定

が

大

切

か

自
己
決
定
が

大
切
と
い
う

で
も

そ
れ
は

自
己
決
定
す
れ
ば

平
気
で

人
を
殺
せ
る

と
い
う
こ
と

教

師

の

こ

こ

ろ

教
育
で

知
能
や
技
能
は

簡
単
に
測
れ
る
が

最
も
重
要
な

こ
こ
ろ
の
成
長
は

測
る
が
わ
の
教
師
の

こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
に

応
じ
て
だ
け

測
る
こ
と
が
で
き
る

個

へ

の

執

着

と

信

仰

人
権
の
主
張
は

個
別
性
の
主
張

気
付
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は

個
に
執
ら
わ
れ
る
と
き

他
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
る

と
い
う
こ
と

業

に

ほ

ん

ろ

う

さ

れ

る

わ
し
が
わ
し
が
と

言
う
人
ほ
ど
が

自
分
の
意
志
を

持
つ
よ
う
だ
け
ど

逆
に
迷
い
の

業
を
背
負
い
て

ほ
ん
ろ
う
さ
れ
て

生
き
て
い
る
だ
け

万

引

き

増

加

自
己
に
閉
じ

規
範
意
識
が

薄
く
な
り

万
引
件
数

年
々
増
加
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友

愛

の

喪

失

自

分

を

超

え

た

も

の

自
由
や
平
等
が

平
等
と
は

な
く
な
る
と

福
沢
諭
吉
も
言
っ
た
よ
う
に

す
ぐ
分
か
る

天
は

人
の
上
に

で
も
友
愛
が

人
を
作
ら
ず

な
く
な
っ
て
も

人
の
下
に

気
付
け
な
い

人
を
作
ら
ず

と
い
う
こ
と

そ
れ
は

自
分
が

そ
れ
は

求
め
る
も
の
で
は
な
く

自
分
を
超
え
た
も
の
の
否
定

与
え
る
も
の
だ
か
ら

聖
人
・
偉
人
の
否
定

自
作
随
筆
選

マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
愛

十
二
月
八
日
（
月
）
の
毎
日
新
聞
に
「
あ
た
た
か
い
心
を
育
て

る
運
動
特
集
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
マ
ザ

ー
・
テ
レ
サ

そ
の
人
と
愛
」
と
題
す
る
、
報
道
写
真
家
・
沖
守

弘
氏
の
記
念
講
演
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
沖
氏
は
、
次
の
よ
う
に
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
話
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

「
私
は
二
つ
の
聖
体
拝
領
を
し
て
い
ま
す

。
聖
体
と
い
い
ま

」

す
の
は
、
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
血
と
肉
を
受
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク

の
儀
式
で
す

「
朝
、
私
は
ミ
サ
の
中
で
主
の
体
を
拝
領
し
、
第

。

２
は
カ
ル
カ
ッ
タ
の
街
の
中
で
貧
し
い
人
々
と
の
出
会
い
を
通
し

て
主
の
体
を
拝
領
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
時
、
街
で
行
き

倒
れ
の
お
ば
あ
さ
ん
に
出
会
い
ま
し
た
。
彼
女
の
体
は
ネ
ズ
ミ
に

か
じ
ら
れ
、
そ
の
傷
口
に
は
ウ
ジ
が
わ
い
て
い
ま
し
た
。
私
が
介

抱
し
て
い
る
と
、
彼
女
は
一
瞬
、
意
識
を
取
り
戻
し
、
か
す
か
な

声
で
『
あ
り
が
と
う
』
と
言
い
、
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。
そ
の

、

、

、

時

私
は

朝
の
ミ
サ
で
司
祭
が
祭
壇
で
聖
体
に
触
れ
る
よ
う
に

主
を
迎
え
、
主
の
体
に
触
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
の
彼
女
の
笑
顔
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は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

・
・
・

貧
し
い
人
は

。
」

「

偉
大
な
人
、
愛
す
べ
き
人
た
ち
で
す
。
私
は
貧
し
い
人
に
物
を
恵

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
、
助
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
彼
ら

か
ら
主
ご
自
身
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す

」
と
。

。

私
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
す
ぐ
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
が
論
文
で
書
き
、
常
に
学
生
に
話
し
て
い

る
こ
と
な
の
で
す
が
、
障
害
児
・
者
は
仏
さ
ま
だ
と
思
う
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

障
害
児
・
者
の
中
で
も
特
に
重
度
の
人
た
ち
は
、
自
ら
ほ
と
ん

ど
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
ら
動
く
こ
と
も
、
食
べ
る

こ
と
も
、
い
や
飲
み
下
す
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人

た
ち
を
お
世
話
さ
せ
て
頂
く
こ
と
は
、
仏
さ
ま
に
ひ
た
す
ら
お
仕

え
す
る
の
と
同
じ
な
の
で
す
。

真
言
密
教
に
は

「
如
来
無
辺
誓
願
仕
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

、

す
。
そ
れ
は
、
如
来
は
無
辺
な
の
で
誓
っ
て
ど
こ
ま
で
も
お
仕
え

し
よ
う
、
と
い
う
意
味
で
す
。

で
は
、
特
に
重
度
の
障
害
児
・
者
が
仏
さ
ま
と
は
、
ど
う
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
人
間
は
、
生
ま
れ
た
と
き
「
自
己
」
と
「
他
己
」
と
が

未
分
化
で
す
が
、
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
重
度
障
害
児
・
者

は
、
そ
の
生
ま
れ
た
と
き
の
統
合
さ
れ
た
状
態
か
ら
ほ
と
ん
ど
発

達
し
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
他
の
統
合
が
保
た
れ
た

、

。

ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
で

仏
さ
ま
と
同
じ
だ
と
い
う
わ
け
で
す

と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
自
他
統
合
に
達
し
て
い
な
い
者
に
と
っ

て
、
重
度
の
障
害
児
・
者
は
、
ど
こ
ま
で
も
お
仕
え
す
る
だ
け
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
を

「
人
間
精
神
学
」
で
言
い
ま
す
と
、
動
物
に
な
い
人

、

間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
は
、
他
者
の
世
話
を
や
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
、
他
者
の
死
を
悲
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
常
に
他
者
と

食
べ
物
を
分
か
ち
合
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
な
ど
、

「

」

。

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ま
す

少
し
難
し
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
そ
れ
は
、
動
物
か
ら
人
間

に
進
化
し
た
時
、
人
間
は
精
神
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
自
己
と
他

己
が
分
化
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

他
者
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
よ
り
人
間
的
な
行
為

を
す
る
こ
と
が
、
人
の
世
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
と
し
て
の
功
徳
を
積
ん
で
い
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
世
話
を
「
さ
せ
て
頂
い
て
あ
り
が

と
う
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
世
話
を
さ
れ
る

「

」

。

方
も

し
て
頂
い
て
あ
り
が
と
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す

こ
れ
が
、
前
述
の
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
言
わ
れ
る
、
瀕
死
の
人

を
世
話
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
神
を
頂
く
こ
と
に
な
る
、
心
理
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
。
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親
子
平
等
と
親
殺
し

一
月
九
日
（
金
）
付
け
の
毎
日
新
聞
の
社
会
面
に
「
胸
刺
さ
れ

女
性
死
亡

高
３
の
娘
、
殺
人
容
疑
で
逮
捕

松
山
」
と
い
う
小

さ
な
見
だ
し
で
、
自
分
の
母
親
を
果
物
ナ
イ
フ
で
刺
し
殺
し
た
十

。

。

七
歳
の
高
三
生
の
娘
の
記
事
が
載
り
ま
し
た

松
山
市
で
の
こ
と

ど
ん
な
事
情
だ
っ
た
の
か
、
動
機
な
ど
に
つ
い
て
は
取
調
中
と

の
こ
と
で
す
が
、
最
近
は
、
子
が
親
を
殺
す
事
件
も
、
た
い
し
た

ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
を
持
た
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
昔
だ
と
親
殺
し
は
尊
属
殺
人
と
い
う
こ
と
で
刑
法
上

普
通
の
殺
人
よ
り
も
よ
り
重
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
で
は
、
子
も
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
で
は
親
と
平
等
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
重
い
刑
罰
は
憲
法
違
反
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
す
。
親
も
子
も
法
の
下
に
平
等
な
の
で
す
。

し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
は
平
等
と
い
う
こ
と
ば
を
は
き
違
え
た

結
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
平
等
と
は
、
自
己
主
張
の
た
め
に
あ

る
の
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
、
実
は
、
相
手
を
思
い
や
る
こ
こ
ろ
や
規
則
を
守
る
こ

こ
ろ
（
他
己
）
と
自
己
主
張
す
る
こ
こ
ろ
（
自
己
）
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
と
る
働
き
な
の
で
す
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、

子
ど
も
の
自
由
（
自
己
主
張
）
を
守
る
こ
と
と
、
社
会
の
伝
統
や

秩
序
を
守
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
る
の
が
平
等
で
あ
る
と

言
え
る
の
で
す
。
自
己
と
他
己
を
統
合
し
よ
う
、
等
し
く
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
真
の
平
等
の
意
味
な
の
で
す
。

な
の
に
、
自
己
へ
の
執
着
が
益
々
強
ま
り
、
今
で
も
、
平
等
も

自
己
主
張
の
論
理
に
組
み
込
ま
れ
た
ま
ま
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
な
が
ら
に
身
分
制
度
で
差
別
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、

私
（
我
）
も
あ
な
た
（
汝
）
も
身
分
の
差
な
く
平
等
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
こ
と
に
も
、
説
得
力
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
王
や
貴
族
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
分
で
決
ま
る
こ
と
は
、

社
会
的
伝
統
や
秩
序
が
優
先
し
、
あ
ま
り
に
も
個
人
の
自
由
が
押

し
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
う
し
て
平
等
の
主
張
が
説
得
力
を
も
っ
た
た
め
に
、
平
等
が

自
分
の
自
由
の
主
張
と
同
じ
働
き
を
す
る
も
の
と
思
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
で
も
、
今
で
は
、
個
人
の
自
由
の
主
張
が
行
き
過
ぎ

に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
の
で
、
平
等
の
本
来
の
意
味
を
取
り
戻
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
分
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
自
己
の
働
き
を
抑
え
、

社
会
の
規
範
を
守
り
、
権
威
を
認
め
、
伝
統
を
重
ん
じ
る
他
己
の

働
き
を
重
視
す
る
方
向
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
な
の
で
す
。
社

会
規
範
と
し
て
子
と
親
（
教
師
）
が
同
等
だ
っ
た
ら
、
社
会
か
ら

感
謝
や
恩
義
は
消
え
、
伝
統
は
廃
れ
、
や
が
て
社
会
は
崩
壊
し
て

行
き
ま
す
。
個
人
（
民
主
）
主
義
の
根
本
的
誤
り
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
二
五
）
生
き
も
の
を
殺
す
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
身
を
つ

つ
し
ん
で
い
る
聖
者
は
、
不
死
の
境
地
（
く
に
）
に
お
も
む

く
。
そ
こ
に
至
れ
ば
、
憂
え
る
こ
と
が
な
い
。

さ
し
て
難
し
い
こ
と
ば
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ

の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
殺
す
こ
と
な
く
身
を
つ
つ
し
ん
で
い

れ
ば
、
不
死
の
境
地
に
お
も
む
く
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
は
憂
い

が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
本
当
だ
、
と
こ
こ
ろ
か
ら
信
じ
ら
れ
る

か
ど
う
か
は
、
別
問
題
で
す
。
実
は
、
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
な
け
れ

ば
、
こ
の
偈
が
分
か
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、
し
た
が
っ
て
、

実
行
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
え
ま
す
。

ま
ず

「
生
き
も
の
を
殺
す
こ
と
な
く
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、

、

い
わ
ゆ
る
不
殺
生
戒
で
す
。
こ
の
不
殺
生
戒
に
は
、
殺
さ
な
い
だ

け
で
は
な
く
、
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解

さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
自
分
で
は
、
こ
の
戒
律
を
守
る
こ
と
は
、
い
と
も
や

さ
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

は
な
か
な
か
守
れ
な
い
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
字
の
通
り
生
き
も
の
を
殺
し
た
り
、
痛
め
つ
け
た
り
し

な
い
こ
と
に
係
わ
ら
な
い
人
は
、
現
代
で
は
皆
無
の
よ
う
に
思
え

ま
す
。
実
は
、
魚
や
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
戒
律
に
反
し
て

い
ま
す
。
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
殺
す
と
は
生
命
を
奪
う
こ
と

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
こ
の
戒
律
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
生
物
を
殺
さ
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す
。
生
物
に
は
、
野
菜

や
麦
や
米
や
大
豆
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
食
べ
て

い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
生
物
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
間

の
生
活
は
他
の
生
物
の
命
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言

え
る
わ
け
で
す
。

私
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
戒
律
を
人
、
生
命
だ
け
で
は
な
く
、
物

に
ま
で
拡
張
し
て
い
ま
す
。
物
に
は
普
通
、
命
が
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
で
も
、
物
も
有
限
な
存
在
で
す
か
ら
、
そ

の
存
在
の
限
度
が
き
た
と
き
が
、
命
が
つ
き
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
思
い
ま
す
と
、
物
に
も
命
の
限
り
が
あ

る
と
言
え
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
物
を
消
費
す
る
こ
と
は
、
物

の
命
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
こ
の
戒
律
は
、
人
を
殺
さ
な
い
こ
と
は
勿

論
、
人
に
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
他
の
生
物
や
物
を

大
切
に
し
、
質
素
倹
約
に
努
め
て
む
だ
に
消
費
し
な
い
こ
と
を
教

え
て
い
る
と
受
け
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
実
に
は
、
い
ま
、
資
源
が
浪
費
さ
れ
、
物
の
尊
厳
が
ふ
み
に

じ
ら
れ
、
も
て
あ
そ
ば
れ
て
い
ま
す
。
単
な
る
好
奇
心
で
、
あ
る
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い
は
科
学
者
が
業
績
を
あ
げ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
企
業
が
利
益

を
あ
げ
る
た
め
に
、
物
が
無
制
限
に
い
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊

の
時
代
は
、
動
物
の
不
殺
生
を
禁
じ
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
今
や
こ
の
教
え
は
物
に
ま
で
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
、
人
間
が
傲
慢
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
人
間
以
外
の
他
の
存
在
で
あ
る
物
や
生
き
物
を
大
切

に
し
な
い
こ
と
は
、
す
ぐ
人
間
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
に
直
結
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
傾
向
は
、
世
界
の
方
々
で
起
こ
っ
て
い
る

残
虐
な
テ
ロ
行
為
を
み
て
も
分
か
り
ま
す
し
、
日
本
で
の
子
ど
も

た
ち
の
暴
力
傾
向
の
増
大
を
見
て
も
分
か
り
ま
す
。
神
戸
で
の
少

年
の
残
虐
な
殺
人
は
さ
て
お
い
て
も
、
学
校
で
は
、
い
じ
め
が
ま

す
ま
す
ひ
ど
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
る
不
登
校
も
増
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
い
ま
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ま
ず
、
物
を
大
切
に
す

る
こ
と
を
教
え
、
そ
う
し
て
、
生
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
人
を

大
切
に
す
る
こ
と
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

さ
て
、
次
の
「
身
を
つ
つ
し
む
」
と
い
う
部
分
に
移
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
不
殺
生
戒
を
含
め
て
全
て
の
戒
律
を

守
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
①
不
殺
生
戒
以
外
の
戒
律
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊

で
い
い
ま
す
と
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
飲

酒
（
ふ
お
ん
じ
ゅ
）
の
五
戒
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
後

の
仏
教
で
は
、
十
戒
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
⑤
以
後
が
変
わ
っ

。

、

、

、

て
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す

⑤
不
綺
語

⑥
不
悪
口

⑦
不
両
舌

⑧
不
慳
貪
、
⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
、
で
す
。

い
ま
の
日
本
で
は
、
十
戒
は
言
う
に
及
ば
ず
、
五
戒
す
ら
ほ
と

ん
ど
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
に
顕
著
に
現
れ

て
い
ま
す
。
不
殺
生
戒
は
先
に
見
た
と
お
り
で
す
が
、
不
偸
盗
戒

も
先
月
号
の
随
筆
で
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
子
ど
も
が

平
気
で
万
引
き
を
し
て
い
ま
す
。
盗
み
傾
向
は
日
本
人
一
般
に
は

び
こ
っ
て
い
ま
す
。
規
範
意
識
（
他
己
）
が
希
薄
に
な
っ
て
き
た

。

。

と
い
う
こ
と
で
す

不
邪
淫
戒
も
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

最
近
、
女
子
中
学
生
や
女
子
高
校
生
の
援
助
交
際
が
話
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
不
邪
淫
戒
の
乱
れ
が
基
本
に
あ
る
か
ら

で
す
。
不
妄
語
戒
も
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

が
平
気
で
嘘
を
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
ど
お
ど
せ
ず
、

平
然
と
嘘
が
言
え
る
こ
と
が
、
カ
ッ
コ
い
い
こ
と
に
な
っ
て
さ
え

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
不
飲
酒
戒
は
、
禁
煙
も
含
め
て
、
子
ど

も
こ
そ
守
る
べ
き
戒
律
で
す
が
、
自
動
販
売
機
の
普
及
に
つ
れ
て

子
ど
も
の
喫
煙
・
飲
酒
は
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
や
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
が
増
え
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

、

、

、

ま
た

先
日

シ
ン
ナ
ー
常
習
青
年
が
幼
い
子
ど
も
を
刺
し
殺
し

そ
れ
を
か
ば
っ
た
母
親
に
重
症
を
負
わ
せ
ま
し
た
。
中
高
生
の
麻

薬
汚
染
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
こ
の
戒
律
に
含
ま
れ
ま

す
。
な
お
、
大
人
で
は
、
酔
う
の
で
は
な
く
、
薬
程
度
に
飲
む
お
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酒
は
、
こ
の
戒
律
に
は
含
ま
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
戒
律
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
不
死
の
境
地
に
至
り
、
憂

い
が
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
現
代
人
は
そ
う
信
じ
る
こ
と

。

、

、

が
と
て
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す

皆
さ
ん
は

ど
う
か
信
じ
て

こ
れ
だ
け
し
た
ら
ど
う
な
る
か
、
な
ど
と
は
か
ら
わ
ず
、
ひ
た
す

ら
毎
日
、
ど
こ
ま
で
も
精
進
を
重
ね
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
二
二
六
）
ひ
と
が
つ
ね
に
目
ざ
め
て
い
て
、
昼
も
夜
も
つ

と
め
学
び
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
得
よ
う
と
め
ざ
し
て
い
る
な

ら
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
汚
れ
は
消
え
失
せ
る
。

こ
の
偈
は
、
け
っ
こ
う
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
「
ひ
と
が

つ
ね
に
目
ざ
め
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
文
字

通
り
、
寝
な
い
で
い
つ
も
目
を
さ
ま
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
つ
ね
に
覚
醒
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

。

、

。

す

覚
醒
と
は

目
的
に
向
か
っ
て
常
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
で
す

と
い
う
こ
と
は
、
目
的
以
外
の
行
動
、
つ
ま
り
余
技
を
し
な
く
て

も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
余
技
を
し
な
い
で
目

的
の
行
動
だ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
に
あ

り
ま
す
よ
う
に

「
昼
も
夜
も
つ
と
め
学
ぶ
」
こ
と
が
で
き
る
と

、

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

、

、

、

惰
眠
を
戒
め

気
晴
ら
し
を
戒
め

勿
論
の
こ
と
戒
律
を
守
り

ひ
た
す
ら
毎
日
、
精
進
を
重
ね
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
宿
業
か
ら
な

し
た
執
ら
わ
れ
の
汚
れ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
「
あ
た
ま
」
と
「
か
ら
だ
」
と
「
こ

こ
ろ
」
を
統
合
し
て
、
聖
人
の
教
え
に
則
（
の
っ
と
）
り
、
聖
人

を
こ
こ
ろ
に
描
い
て
、
そ
う
な
ろ
う
と
念
じ
、
ひ
た
す
ら
毎
日
修

行
す
る
と
き
、
無
意
識
に
あ
る
生
命
蔵
識
（
煩
悩
・
精
髄
）
と
如

来
蔵
識
と
が
統
合
さ
れ
て
、
自
他
一
如
の
世
界
が
出
現
す
る
の
で

す
。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
汚
れ
は
仏
の
光
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
、

自
然
と
そ
の
人
が
輝
い
て
く
る
の
で
す
。

そ
の
状
態
を
こ
と
ば
で
表
せ
ば
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
言
え
の
で

す
。
日
本
語
で
は
涅
槃
寂
静
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
解
脱
の

境
地
、
不
死
の
境
地
、
無
為
而
無
不
為
の
境
地
、
無
知
の
知
の
境

地
、
な
ど
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
も
、
こ
の
境
地
の
内
実
は
、
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
で
す
。
こ
と
ば
で
表
し
ま
す
と
、
そ
の
こ
と
ば
に
執

ら
わ
れ
が
で
き
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
光
を
感
じ
る
と

言
い
ま
す
と
、
ヨ
ー
ガ
や
瞑
想
を
し
て
い
る
時
、
妄
想
や
幻
覚
と

し
て
光
が
見
え
て
も
、
そ
れ
を
解
脱
の
境
地
だ
と
考
え
て
し
ま
う

か
ら
で
す
。
よ
い
実
例
が
あ
り
ま
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
で
、
空
中

遊
泳
が
で
き
る
こ
と
が
解
脱
の
証
拠
だ
と
さ
れ
て
、
坐
禅
の
姿
勢

で
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ぶ
と
い
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

間
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
体
験
で
は
、
修
法
し
て
い
て
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台
座
に
坐
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
自
分
の
境
地
の
内
実
と
し
て
、

空
中
に
浮
い
て
い
る
と
実
感
で
き
る
だ
け
な
の
で
す
。

（
二
二
七
）
ア
ト
ゥ
ラ
よ
。
こ
れ
は
昔
に
も
言
う
こ
と
で
あ

り
、
い
ま
に
始
ま
る
こ
と
で
も
な
い
。
沈
黙
し
て
い
る
者
も

非
難
さ
れ
、
多
く
語
る
者
も
非
難
さ
れ
、
す
こ
し
く
語
る
者

も
非
難
さ
れ
る
。
世
に
非
難
さ
れ
な
い
者
は
い
な
い
。

出
だ
し
の
「
ア
ト
ゥ
ラ
」
は
、
人
の
名
前
で
、
呼
び
か
け
の
こ

と
ば
で
す
。
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
中
村
元
先
生
の
『
真
理
の

こ
と
ば

感
興
の
こ
と
ば

（
岩
波
文
庫
）
の
注
釈
（
一
一
三
～

』

一
一
四
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

ア
ト
ゥ
ラ
は
「
北
方
イ
ン
ド
の
サ
ー
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
ー
市
の
在
俗

信
者
で
あ
っ
た
が
、
五
百
人
の
信
者
に
囲
ま
れ
て
、
レ
ー
ヴ
ッ
タ

長
老
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
教
え
を
聞
こ
う
と
し
た
が
、
こ
の
長
老

は
、
ひ
と
り
静
か
に
瞑
想
に
耽
っ
て
い
た
た
め
に
、
何
も
説
い
て

く
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
憤
っ
て
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
長
老

の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
ら
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
関
す
る
論
議
を
や
た
ら

に
聞
か
さ
れ
た

『
こ
ん
な
難
解
な
話
を
聞
い
て
何
の
役
に
立
つ

。

か
？
』
と
憤
っ
て
、
ア
ト
ゥ
ラ
は
次
に
ア
ー
ナ
ン
ダ
長
老
の
と
こ

ろ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
が
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
教
え
を
説
い
て
く

れ
た
。
そ
こ
で
や
は
り
憤
っ
て
、
最
後
に
祇
園
精
舎
に
ま
し
ま
す

釈
尊
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
こ
の
詩
を
語
っ
た

の
だ
と
い
う

」
。

こ
の
引
用
の
中
で
カ
タ
カ
ナ
書
き
し
て
あ
る
の
は
、
ア
ビ
ダ
ル

マ
を
除
い
て
は
す
べ
て
固
有
名
詞
で
す
。
地
名
と
人
名
で
す
。
ま

た
、
長
老
と
付
い
て
い
ま
す
の
は
、
釈
尊
の
高
弟
で
す
。

さ
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
す
が
、
こ
れ
は

「
釈
尊
の
悟
り
の
法

、

に
関
す
る
」
理
解
や
分
析
や
解
釈
な
ど
の
研
究
で
、
一
般
に
は
、

「
論
」
あ
る
い
は
「
論
書
」
と
呼
ば
れ
、
と
て
も
難
し
い
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
論
を
集
め
た
も
の
を
「
論
蔵
」
と
言
い
ま

す
が
、
こ
れ
に
経
を
集
め
た
「
経
蔵
」
と
、
律
（
戒
律
）
を
集
め

た
「
律
蔵
」
を
加
え
て
三
蔵
と
呼
び
、
仏
教
文
献
の
総
称
と
し
て

い
ま
す
。

こ
の
偈
は
、
前
述
の
引
用
の
よ
う
に
、
批
判
す
る
人
へ
の
戒
め

な
の
で
す
が
、
逆
の
立
場
で
、
批
判
さ
れ
る
人
へ
の
慰
め
と
も
と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
な
ど
も
、
釈
尊
や
老
子
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
キ
リ
ス
ト
の
教
え

に
基
づ
い
て
意
見
を
言
い
ま
す
が
、
大
学
で
は
ほ
と
ん
ど
通
用
し

ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
、
非
難
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
実
に
、
こ
の
偈

の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
、
身
を
持
っ
て
体
験
し
て
い
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
の
生
き
方
が
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
も
う
少
し
ま
し
な
、
割
れ
て
い
な
い
壺
に
水
を

酌
み
た
い
と
は
思
い
ま
す
が
。
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後
記

一
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
年
早
々
、
年
賀

状
を
頂
き
ま
し
た
方
々
に
、
誌
面
を
お
借
り
し
て
、
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
な
た
さ
ま
に
も
、
失

礼
を
し
て
い
ま
す
。
お
許
し
下
さ
い
。

二
、
十
二
月
二
十
五
日
に
、
全
国
自
由
同
和
会
徳
島
県
連
阿
波
麻

植
名
西
郡
連
合
会
主
催
の
郡
連
理
事
お
よ
び
各
町
村
教
育
長
と
の

協
議
研
修
会
で
人
権
に
つ
い
て
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

三
、
話
の
内
容
で
す
が
、
文
部
省
が
二
十
二
日
に
発
表
し
た
「
生

徒
指
導
の
諸
問
題
調
査
」
の
内
容
を
報
じ
た
十
二
月
二
十
三
日
付

け
の
毎
日
新
聞
を
材
料
に
し
て

「
釈
尊
の
こ
と
ば
」
で
も
述
べ

、

ま
し
た
、
い
ま
の
中
学
生
、
高
校
生
の
諸
問
題
を
話
し
ま
し
た
。

四

「
自
作
随
筆
選
」
で
親
殺
し
の
記
事
を
題
材
に
自
由
と
平
等

、
の
こ
と
を
、
少
し
難
し
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
取
り
上
げ
ま

し
た
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
昨
年
の
十
一
月
号
の
「
後
記
」
で
も

書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ま
、
人
権
と
は
何
か
、
私
な
り
に
考
え

て
み
た
い
と
思
い
、
憲
法
の
本
を
読
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。

五
、
確
か
、
自
由
や
平
等
な
ど
に
つ
い
て
は
既
に
書
い
た
こ
と
が

、

『

』

。

あ
る
と
思
い

過
去
の

こ
こ
ろ
の
と
も

を
探
し
て
み
ま
し
た

と
り
あ
え
ず
、
三
つ
見
つ
か
り
ま
し
た
。
①
（
平
成
四
年
）
第
三

巻
十
月
号
「
自
由
・
平
等
・
友
愛

、
②
（
平
成
五
年
）
第
四
巻

」

七
月
号
「
人
間
は
人
間
み
ん
な
同
じ

、
③
同
九
月
号
「
ア
メ
リ

」

カ
の
堕
落
」
で
す
。
お
持
ち
の
方
は
、
理
解
の
助
け
に
な
る
と
思

い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

六
、
随
筆
の
補
足
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
考
え
て
い
る

こ
と
を
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
、
随
筆
で
も
書
き
ま
し
た
が
、
自
由
と
平
等
は
人
権
の
主
張
で

は
、
常
に
、
い
っ
し
ょ
に
出
て
き
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
標

語
と
さ
れ
た
自
由
・
平
等
・
友
愛
の
、
自
由
は
「
自
己

、
友
愛

」

は
「
他
己

、
平
等
は
そ
の
統
合
な
の
で
す
。
友
愛
と
い
う
言
葉

」

は
、
法
律
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
で
、
憲
法
で
は
、
公
共
の
福
祉

、

。

、

、

に
反
し
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す

し
か
し

そ
の
概
念
は

平
等
と
同
様
、
明
確
さ
を
欠
い
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
九
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
十
七
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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