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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
九
巻

三
月
号

失
わ
れ
た
真
の
依
存

真
に

依
存
す
る
も
の
を

失
っ
て

ア
ル
コ
ー
ル
に

性
に

食
に

金
に

力
に

依
存
し
て
い
る

義
を
も
失
う

昔
か
ら

こ
こ
ろ
で
つ
な
が
る

（
仁
）

日
本
人

こ
こ
ろ
失
い

義
を
も
失
う

悪
生
よ
り
善
死

モ
ン
ゴ
ル
の
こ
と
わ
ざ

悪
く
生
き
る
よ
り

善
く
死
ね

味
わ
い
が
深
い
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
五
一
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
七
）

マ
タ
イ
の
福
音
書
の
第
七
章
を
続
け
ま
す
。

一
二

そ
れ
で
、
何
事
で
も
、
自
分
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と

は
、
ほ
か
の
人
に
も
そ
の
よ
う
に
し
な
さ
い
。
こ
れ
が
律
法

で
あ
り
預
言
者
で
す
。

こ
の
「
何
事
で
も
、
自
分
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、
ほ
か

の
人
に
も
そ
の
よ
う
に
し
な
さ
い

」
と
い
う
教
え
の
こ
と
を
、

。

。

、

黄
金
律
と
呼
ん
で
い
ま
す

こ
の
節
の
最
後
に
あ
り
ま
す
よ
う
に

「
こ
れ
が
律
法
で
あ
り
預
言
者
で
す

」
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ

。

の
律
法
で
あ
り
預
言
者
と
い
う
こ
と
ば
は
、
す
で
に
、
第
五
章
七

節
で
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
わ
た
し
が
来
た
の
は
律
法
や

、

預
言
者
を
廃
棄
す
る
た
め
だ
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
廃
棄

、

。
」

、

す
る
た
め
に
で
は
な
く

成
就
す
る
た
め
に
来
た
の
で
す

で

第
七
巻
（
平
成
八
年
）
十
一
月
号
で
解
説
し
ま
し
た
。
そ
こ
も
、

ご
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
こ
で
し
た
律
法
と
預
言
者
の
解

説
を
再
掲
し
て
お
き
ま
す
。

「
律
法
は
、
神
が
、
ご
自
身
の
自
己
表
現
、
ご
自
身
の
意
志
と

し
て
、
人
間
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
要
求
あ
る
い
は
命
令
で
す
。

そ
れ
を
守
る
こ
と
で
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
正
し
く
た
も
た
れ

。

、

、

る
も
の
で
す

ほ
か
の
こ
と
ば
で
言
い
換
え
ま
す
と

神
の
教
え

戒
め
（
戒
律

、
お
き
て
、
さ
と
し
、
命
令
、
定
め
、
さ
ば
き
、

）

道
な
ど
と
言
え
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
有
名
な
モ
ー
セ
の
十
戒

を
は
じ
め
と
し
て
、
い
け
に
え
の
捧
げ
方
、
儀
式
の
と
り
き
め
、

安
息
日
や
祝
祭
日
の
と
り
方
、
食
事
の
仕
方
な
ど
、
極
め
て
多
数

の
律
法
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
律
法
に

従
う
こ
と
が
、
神
の
祝
福
を
受
け
る
道
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
／
次

の
『
預
言
者
』
で
す
が

・
・
・
そ
れ
は
、
律
法
に
従
っ
て
い
る

、

よ
う
な
神
の
言
葉
を
預
か
っ
て
、
つ
ま
り
神
の
信
託
を
受
け
て
、

他
の
人
々
に
知
ら
せ
る
人
で
、
宗
教
的
指
導
者
の
こ
と
を
言
い
ま

す

」
。と

こ
ろ
で
、
仏
教
で
は
、
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
、
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
三
宝
は
、
仏
教
の
教
主
で
あ
る
「
仏
」

と
、
そ
の
教
え
の
「
法
」
と
、
そ
れ
を
奉
ず
る
人
々
の
集
団
で
あ

る
「
僧
」
を
宝
に
た
と
え
た
も
の
で
、
そ
の
三
宝
に
身
を
投
げ
出

し
て
、
信
奉
す
る
こ
と
を
帰
依
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
の
キ
リ
ス
ト

教
で
言
い
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
と
律
法
と
預
言
者
が
三
宝
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
の
専
門
語
と
し
て
、

、

。

律
法
と
預
言
者
は

旧
約
聖
書
全
体
を
さ
す
こ
と
ば
の
よ
う
で
す
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さ
て
、
こ
の
黄
金
律
は
キ
リ
ス
ト
教
を
貫
く
教
え
と
し
て
も
っ

と
も
大
切
な
も
の
の
よ
う
で
、
第
二
十
二
章
の
三
十
六
節
か
ら
四

十
節
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
律
法
の
専
門
家

が
イ
エ
ス
に
向
か
っ
て

〔
三
六
「
先
生
。
律
法
の
中
で
、
た
い

、

せ
つ
な
戒
め
は
ど
れ
で
す
か

」
／
三
七

そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は

。

彼
に
言
わ
れ
た

「

心
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
知
力
を

。

『

尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
せ
よ
』
／
三
八

こ
れ

が
た
い
せ
つ
な
第
一
の
戒
め
で
す
。
／
三
九
『
あ
な
た
の
隣
人
を

あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
せ
よ

』
と
い
う
第
二
の
戒
め
も
、
そ

。

れ
と
同
じ
よ
う
に
た
い
せ
つ
で
す
。
／
四
○

律
法
全
体
と
預
言

者
と
が
、
こ
の
二
つ
の
戒
め
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す

〕
。
」

こ
こ
で
も
、
律
法
と
預
言
者
が
出
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
出
て
き
た
「
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で

す
が
、
先
ほ
ど
の
仏
教
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
帰
依
す
る
と

い
う
こ
と
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
や
隣
人
を
信
奉

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
、
現
代
人
に
も
っ
と
も
欠
け
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
「
何
事
で
も
、
自
分
に
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、
ほ
か

の
人
に
も
そ
の
よ
う
に
し
な
さ
い

」
と
い
う
黄
金
律
は
、
何
も

。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
専
売
特
許
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
者
の
調

べ
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
の
言
に
も
見
ら
れ
ま
す

し
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
孔
子
『
論

語
』
の
顔
淵
編
第
十
二
の
二
と
衛
霊
公
編
第
十
五
の
二
四
と
の
中

に
「
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
な
か
れ
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
仏
教
で
は
、
四
無
量
心
（
し
む
り
ょ
う
し
ん
）
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
四
つ
の
は
か
り
し
れ
な
い
利
他
の
心

で
、
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
四
つ
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
心
を
無
量
に

起
こ
し
て
、
無
量
の
人
々
を
悟
り
に
導
く
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
、

慈
と
は
生
け
る
も
の
に
楽
を
与
え
る
こ
と
、
悲
と
は
苦
を
抜
く
こ

と
、
喜
と
は
他
者
の
楽
を
ね
た
ま
な
い
こ
と
、
捨
と
は
好
き
嫌
い

に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
仏
教
に
は
こ
の
他

に
も
、
次
の
よ
う
な
七
仏
通
戒
偈
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
も

ろ
も
ろ
の
悪
を
な
さ
ず
、
す
べ
て
の
善
を
行
い
、
自
ら
の
心
を
浄

め
よ
。
こ
れ
が
諸
仏
の
教
え
で
あ
る

」
と
。
こ
れ
は
、
仏
教
の

。

黄
金
律
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
節
の
教
え
は
、
こ
の
よ
う
に
か
な
り
普
遍
的
な
も
の

で
す
が
、
で
も
、
な
か
な
か
実
践
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
思

え
ま
す
。

た
と
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
の
手
段
と
な
り
得
る
お
金
に
つ
い

て
言
い
ま
す
と
、
お
金
が
欲
し
い
と
思
う
人
は
、
他
者
も
そ
う
思

っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
他
者
に

も
お
金
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

も
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
こ
れ
を
実
行
で
き
れ
ば
、
貪
る
人
は
な
く
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な
っ
て
、
こ
の
世
に
自
然
に
経
済
的
な
平
等
が
実
現
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
も
、
多
く
の
宗
教
家
が
、
大
昔
か
ら
こ
の
教
え
を
説
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
は
な
か
な
か
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で

し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
大
多
数
の
人
が
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
す
。
い
や
、
捨
て
る
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
が
ま
す
ま
す
執
着
を
増
や
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
他
者
の
利
益
は
減
ら
し
て
も
、
自
ら
の
利
益
を
大
き
く
し
よ

う
と
、
一
生
懸
命
は
か
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ

う
す
る
こ
と
が
、
経
済
競
争
に
打
ち
勝
ち
、
世
の
中
に
生
き
残
る

道
だ
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
い
ま
、
日
本
だ
け
で
は
な

く

「
自
由
競
争
の
ア
メ
リ
カ
」
を
筆
頭
に
、
国
際
的
に
み
て
世

、
界
中
が
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
本
当
に
、
こ
う
し

た
ダ
ー
ウ
イ
ン
の
動
物
進
化
の
法
則
だ
と
さ
れ
る
「
適
者
生
存
の

法
則
」
通
り
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
ま
ま
行
け
ば
、
国
際

的
に
み
て
貧
富
の
差
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
行
く
の
で
は
な
い
か

と
思
え
ま
す
。
特
に
最
近
の
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ

投
機
（
金
融
）
資
本
の
暴
力
的
行
為
を
見
て
い
ま
す
と
、
そ
う
い

う
思
い
を
強
く
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

商
業
活
動
の
極
意
は
、
自
分
が
儲
け
る
（
利
益
を
得
る
）
以
上

に
、
人
さ
ま
に
も
儲
け
て
頂
く
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
、
こ
の
教
え
に
従
っ
た
商
業
道
徳
の
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
。
客
観
的
に
そ
の
儲
け
を
測
る
こ
と
は
困
難
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
少
な
く
と
も
、
気
持
ち
と
し
て
そ
う
思
う
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
無
制
限
な
自
由
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
の

黄
金
律
と
呼
ば
れ
る
教
え
に
反
し
て
い
ま
す
。
自
由
と
友
愛
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
平
等
の
原
理
な
の
で
す
。
生
ま
れ
て
死
ぬ

こ
と
以
外
に
平
等
が
な
い
と
い
う
、
こ
の
現
実
社
会
を
、
自
己
を

犠
牲
に
し
て
で
も
、
他
者
を
助
け
よ
う
と
す
る
、
こ
の
教
え
に
よ

っ
て
の
み
、
平
等
は
実
現
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
理
論

で
言
え
ば
自
己
（
自
由
）
と
他
己
（
友
愛
）
の
弁
証
法
的
統
合
と

し
て
の
平
等
な
の
で
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
皆
が
自
分
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で

い
い
ま
す
と
、
部
屋
に
こ
も
っ
て
お
祈
り
し
、
自
分
の
中
に
「
神

の
国
」
を
実
感
す
る
こ
と
で
す
。
仏
教
で
い
い
ま
す
と

「
自
ら

、

の
心
を
浄
め

「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

」

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
や
釈
尊
の
教
え
を
、
仰
ぎ
信

じ
て
、
ひ
た
す
ら
、
そ
う
な
ろ
う
と
修
行
し
、
精
進
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ま
、
現
代
社
会
の
生
活
状
況
は
、
そ

う
し
た
動
機
付
け
に
著
し
く
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど

う
も
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
時
の
流
れ
だ
と
は
思
う
の
で
す
が
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

親

と

子

は

同

等

親
と
子
が

同
等
に
な
っ
て

「
子
の
親
殺
し
」
が

ニ
ュ
ー
ス
の
価
値
を

失
っ
た

子
の
教
育
を

誰
が
す
る
の

頼

り

に

な

る

も

の

人
ほ
ど

頼
れ
る
も
の
は
な
い
が

人
ほ
ど

頼
り
に
な
ら
な
い
も
の
も
な

い

完

全

に

成

る

人
格
の
完
成
と
は

不
完
全
な
人
間
が

完
全
に
成
る

と
い
う
こ
と

完
全
に
成
る
と
は

自
己
と
他
己
が

無
意
識
で
統
合
さ
れ
る

と
い
う
こ
と

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

の

有

効

性

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が

有
効
な
の
は

他
己
が
あ
る
と
き
だ
け

な
ぜ
な
ら

他
己
が
あ
れ
ば

他
者
に
定
位
し
て
い
て

人
に
聞
い
て
も
ら
え
ば

気
が
晴
れ
る
か
ら

で
も

他
己
が
な
い
い
ま

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も

役
に

人

間

だ

け

が

他
者
に
よ
っ
て

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
で
き
る
の
は

人
間
だ
け

だ
か
ら

人
間
だ
け
が

自
分
を
犠
牲
に
し
て
も

他
者
に

や
さ
し
く
で
き
る

で
も

い
ま
そ
れ
さ
え
が

問
わ
れ
て
い
る
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条

件

付

き

善

人

酒
を
飲
ま
な
け
れ
ば

よ
い
人
な
の
だ
が

女
に
さ
え
手
を
だ
さ
な
け
れ

ばよ
い
人
な
の
だ
が

ギ
ャ
ン
ブ
ル
さ
え
し
な
け
れ

ばよ
い
人
な
の
だ
が

怒
ら
な
け
れ
ば

よ
い
人
な
の
だ
が

達

磨

と

地

蔵

の

絵

達
磨
さ
ん
の
絵
は

厳
し
さ
の
世
界

お
地
蔵
さ
ん
の
絵
は

優
し
さ
の
世
界

業

の

大

海

の

な

か

自
分
で
は

意
志
し
て
生
き
た

人
生
も

大
き
な
業
の

海
の
な
か

も
が
き
も
が
き
て

人
さ
ま
に

た
だ
迷
惑
を

か
け
て
来
た
だ
け

認

識

と

対

応

い
ま

現
状
認
識
が

正
し
く
で
き
る
人
は

い
て
も

対
応
策
が

正
し
く
で
き
る
人
は

い
な
い

他

律

性

と

客

体

性

い
ま
教
育
は

自
立
性
・
主
体
性
を

も
つ
こ
と
だ
け
を

大
切
に
し
て
い
る

そ
れ
と
同
じ
ほ
ど

他
律
性
・
客
体
性
が

大
切
な
こ
と
を

忘
れ
て
い
る

自

立

と

孤

立

自
立
ば
か
り
が

強
調
さ
れ
る

障
害
児
教
育

自
立
は

孤
立
を
含
む
こ
と
に

気
付
い
て
い
る
の
か

羅

針

盤

を

失

っ

た

船

権
威
を
否
定
し

自
ら
の
判
断
の
み
に

依
存
す
る

民
主
主
義

羅
針
盤
を
失
っ
て

大
海
を
渡
る
船
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自
作
随
筆
選

米
国
式
人
権
観

一
月
十
五
日
（
木
）
付
け
毎
日
新
聞
の
「
海
外
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト

の
目
」
と
い
う
欄
に
「
お
か
し
な
米
国
式
人
権
観
」
と
い
う
見
出

し
で
、
台
湾
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
徐
宗
懋
と
い
う
人
の
記
事
が

載
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
人
権
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
の
で
、

す
ぐ
読
ん
で
み
ま
し
た
。
そ
の
内
容
が
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と

と
極
め
て
近
い
も
の
で
し
た
の
で
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
ま
だ
記
憶
に
残
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
私
も

台
湾
も
随
分
治
安
が
悪
く
な
っ
た
も
の
だ
と
認
識
を
新
た
に
し
た

の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
故
梶
原
一
騎
氏
の
娘
の
白
暁
燕
さ
ん
が
三

。

、

人
の
犯
罪
者
に
誘
拐
殺
害
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
で
す

徐
氏
は

そ
れ
を
め
ぐ
る
、
台
湾
の
社
会
情
勢
や
、
そ
う
し
た
事
件
を
生
み

出
す
に
至
っ
た
人
々
の
意
識
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
の
で
す
。

台
湾
は
、
米
国
の
民
主
主
義
の
優
等
生
と
し
て
国
際
的
に
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
こ
の
事
件
は
ま
さ
に
米
国
製
の

刑
事
映
画
と
同
じ
よ
う
に
強
力
な
銃
器
を
も
ち
、
平
然
と
罪
の
な

い
女
性
や
子
ど
も
を
殺
害
す
る
事
件
そ
の
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

、

、

、

台
湾
で
は

こ
の
二
年

人
権
の
観
念
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が

そ
れ
は
、
直
観
的
に
「
個
人
の
自
由
」
と

「
国
家
が
個
人
の
自

、

由
を
侵
犯
す
る
こ
と
を
絶
対
に
許
さ
な
い
」
と
い
う
米
国
人
の
基

準
を
導
入
し
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
意
識
の
下

で
は

「
国
家
を
厳
し
く
監
督
す
る
こ
と
」
は
、
個
人
の
「
人
権

、

保
障
」
の
前
提
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
り

ま
す
と
、
国
家
の
欠
点
や
行
き
過
ぎ
た
行
為
を
非
難
す
れ
ば
、
だ

れ
で
も
人
権
と
い
う
面
で
共
感
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
犯
罪
の
よ
う
な
こ
と
で
も
、
人
間
が
係

わ
っ
た
何
か
悪
い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
個
人
で
は
な

く
、
国
家
や
社
会
が
悪
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

犯
罪
で
言
い
ま
す
と
、
犯
人
が
そ
う
し
た
犯
罪
を
犯
す
に
は
、
犯

、

、

、

、

人
が
成
長
す
る
過
程
で
社
会

つ
ま
り
家
庭

学
校

地
域
社
会

警
察
な
ど
で
い
か
に
差
別
的
待
遇
を
受
け
た
か
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
価
値
観
の
結
果
、
暴
行
略
奪
犯
は
「
社
会
の
病
人
」

と
な
り
、
必
要
な
の
は
理
解
と
温
か
い
思
い
や
り
と
治
療
で
あ
っ

て
、
厳
し
い
懲
罰
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
不
幸
な
の
は
、
被
害
者
よ
り
加
害
者
の
人
権
に
多
く
の
関

心
が
集
ま
り
、
悪
人
で
あ
る
ほ
う
が
善
人
で
あ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
だ
、
と
さ
れ
る
い
う
わ
け
で
す
。

日
本
が
、
こ
の
論
理
を
ど
れ
ほ
ど
逃
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
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ま
た
、
い
ま
日
本
人
で
こ
れ
だ
け
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
る
人

が
何
人
い
る
で
し
ょ
う
か
。
難
し
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
こ
の

価
値
観
は
、
日
本
国
憲
法
に
も
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
例

え
ば
、
憲
法
第
十
一
条
か
ら
十
三
条
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
が
、

ち
な
み
に
、
憲
法
第
十
三
条
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
「
す
べ
て
国
民

は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
自
由
、
生
命
及
び
幸
福
追
求
に

対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限

り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す

る

」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
政
上
最
大
の
尊
重
を
払

。
う
べ
き
対
象
が
、
個
人
の
権
利
（
人
権
）
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

私
も
、
い
ま
世
界
中
に
、
は
び
こ
っ
て
い
る
個
人
主
義
・
民
主

主
義
が
、
自
己
肥
大
社
会
を
招
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
何
度
も
指

。

。

摘
し
て
き
ま
し
た

そ
の
思
想
の
集
約
さ
れ
た
も
の
が
憲
法
で
す

国
政
の
上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
の
は
、
個
人
の
権
利

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
権
利
に
対
応
さ
せ
て
言
い
ま
す
と
、
個

。

、

、

人
の
義
務
も
そ
う
な
の
で
す

そ
し
て

何
よ
り
も
大
切
な
の
は

権
利
（
自
己
）
と
義
務
（
他
己
）
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
一
月
号
の

「
後
記
」
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
自
由
（
自
己
）
と
友
愛
（
他

己
）
と
そ
の
平
等
（
統
合
）
が
大
切
な
の
で
す
。
最
も
大
切
な
も

の
を
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
平
等
（
自
己
に
執
ら
わ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
真
の
平
等
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
つ
も
書
き
ま
す
よ
う
に
、
い
ま
、
人
々
か
ら
友
愛
が
な
く
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
友
愛
は
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
た
愛
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
を
捨
て
た
愛
で
す
。
実
は
、
い
ま
、
自
己
に

執
ら
わ
れ
た
愛
と
自
己
を
捨
て
た
愛
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
自
己
に
執
ら
わ
れ
た
愛
を
自
己
を
捨
て
た
愛
の
よ
う
に

思
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
自
己
肥
大

の
結
果
と
言
え
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
人
々
は
愛
を
欲
し
が
っ
て
い
ま
す
。
自
分
は
与
え

な
い
の
を
棚
に
上
げ
て
、
い
や
そ
ん
な
人
ほ
ど
、
愛
に
飢
え
、
愛

を
欲
し
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
た

愛
で
も
、
真
の
自
己
を
捨
て
た
愛
の
よ
う
に
思
っ
て
、
そ
れ
を
無

条
件
に
尊
い
も
の
と
す
る
の
で
す
。

こ
の
傾
向
を
逃
れ
る
道
は
、
ま
ず
、
憲
法
第
十
三
条
に
あ
り
ま

す
よ
う
に

「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」
と
い
う
消
極
的

、

な
「
他
己
」
の
規
定
を
改
め
る
こ
と
で
す
。
も
っ
と
他
者
に
対
す

る
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
重
視
し
、
公
共
の
福
祉
へ
の
貢
献
を
重

視
す
る
よ
う
に
改
め
る
べ
き
で
す
。
ま
た
、
平
等
概
念
を
、
自
己

の
自
由
を
主
張
す
る
た
め
の
手
段
の
よ
う
に
扱
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
世
に
お
け
る
各
人
の
完
全
な
社
会
的
・
経
済
的
平
等
や

幸
福
の
平
等
は
、
自
由
の
完
全
な
喪
失
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
誰
で
も
が
、
人
間
的
（
人
格
の
）
完
成
に
至
る
修
行
を
す

る
自
由
が
最
高
の
自
由
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
保
障
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
が
、
自
己
中
心
性
を
免
れ
る
道
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
六
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
二
八
）
た
だ
謗
（
そ
し
）
ら
れ
る
だ
け
の
人
、
ま
た
た

だ
褒
め
ら
れ
る
だ
け
の
人
は
、
過
去
に
も
い
な
か
っ
た
し
、

未
来
に
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
も
い
な
い
。

難
し
い
こ
と
ば
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
謗
ら
れ
る
だ
け
の
人
も

褒
め
ら
れ
る
だ
け
の
人
も
、
過
去
か
ら
未
来
に
渡
っ
て
、
ど
ん
な

時
に
も
存
在
し
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

で
も
、
謗
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
人
に
と
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
こ
の

偈
が
慰
め
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
い
ま
褒
め
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
人
は
、
い
い
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
戒
め
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
間
は
、
絶
対
者
（
宇
宙
根
源
の
原
理
）
を
自
己
の
中
に
体
験

し
な
い
か
ぎ
り
、
外
界
（
世
間
）
に
心
理
的
に
定
位
し
て
い
な
い

、

、

。

と

あ
た
か
も
根
無
し
草
の
よ
う
に

不
安
定
に
な
っ
て
き
ま
す

日
常
生
活
で
も
、
と
て
も
不
安
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
情
緒

的
に
傷
つ
い
た
り
、
怒
っ
た
り
し
た
く
な
る
も
の
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
身
近
な
人
の
誰
か
か
ら
冷
た
く
さ
れ
た
り
、
い
ま

学
校
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
い
じ
め
ら
れ
た
り
、
馬

鹿
に
さ
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
と
、
私
の
モ
デ
ル

で
い
い
ま
す
と

「
自
己
」
が
弱
っ
て
き
ま
す
。
自
己
は
生
き
る

、

力
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
な
り
ま
す
と
、
未
来
に
希
望
を
も
っ
て
、
何
か
生
産
的
な
こ
と

を
す
る
の
で
は
な
く
、
刹
那
的
に
な
っ
て
消
費
的
な
楽
し
み
に
耽

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
食
べ
る
こ
と
、
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
こ
と
、
ス

ポ
ー
ツ
を
見
て
勝
利
感
に
浸
っ
た
り
、
ゲ
ー
ム
や
映
画
の
よ
う
な

受
け
身
的
な
娯
楽
に
浸
っ
た
り
す
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。

そ
う
い
う
人
は
、
そ
う
し
た
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
て
、

そ
の
苦
し
み
が
逆
に
栄
養
と
思
っ
て
、
真
に
頼
り
に
な
る
、
神
や

仏
に
祈
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

逆
に
、
い
つ
も
褒
め
ら
れ
て
ば
か
り
い
ま
す
と
、
自
己
肥
大
に

、

。

、

陥
り

相
対
的
に
他
己
が
萎
縮
し
て
き
ま
す

そ
う
な
り
ま
す
と

や
は
り
、
外
界
に
社
会
的
に
定
位
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
人
を
平

気
で
無
視
し
た
り
、
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
な
の
に
、
外
界
に
定
位
で
き
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
人
か
ら
馬

鹿
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
か
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
か
、
と
て
も
気
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
常
に
相
手
の
気
持
ち
を
確
認
し
て
い
な
い
と
不
安
に
な
り
ま

す
。
そ
う
し
て
い
な
い
と
、
被
害
妄
想
的
に
な
っ
て
き
ま
す
。
誰

か
が
、
悪
意
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
不
安
に
な
る
の

で
す
。

で
す
か
ら
、
褒
め
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
人
は
、
い
つ
か
褒
め
ら
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れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
不
安
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、

孤
独
を
か
こ
つ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人

こ
そ
、
自
分
に
注
意
し
て
く
れ
る
人
や
、
褒
め
た
り
し
な
い
人
を

こ
そ
、
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
二
二
九
）
も
し
も
心
あ
る
人
が
日
に
日
に
考
察
し
て
「
こ

の
人
は
賢
明
で
あ
り
、
行
な
い
に
欠
点
が
無
く
、
知
慧
と
徳

行
と
を
身
に
そ
な
え
て
い
る
」
と
い
っ
て
称
賛
す
る
な
ら

ば
、

（
二
三
〇
）
そ
の
人
を
誰
が
非
難
し
得
る
だ
ろ
う
か
？

か

れ
は
ジ
ャ
ン
ブ
ー
ナ
ダ
河
か
ら
得
ら
れ
る
黄
金
で
つ
く
っ
た

金
貨
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
神
々
も
か
れ
を
称
讃
す
る
。

梵
天
で
さ
え
も
か
れ
を
称
讃
す
る
。

こ
れ
ら
の
偈
は
、
結
構
、
難
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
偈
の
骨

、「

『

』

、

子
は

心
あ
る
人
が

こ
の
人
は
善
い
人
だ

と
称
讃
す
れ
ば

そ
の
人
を
誰
も
非
難
し
え
ず
、
神
々
も
梵
天
も
称
讃
す
る
」
と
い

う
も
の
で
す
。

で
は
、
ま
ず
「
心
あ
る
人
」
と
は
、
ど
ん
な
人
な
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
人
が
称
讃
す
れ
ば
、
神
々
や
梵
天
も
称
讃
す
る
わ
け
で

す
か
ら
、
こ
の
人
は
、
神
々
や
梵
天
と
同
じ
よ
う
に
、
絶
対
な
人

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
心
あ
る
人
と
は
、
絶
対
な
境
地
に
達
し
た
人

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
で
い
え
ば
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
至

っ
た
人
で
す
。

そ
う
い
う
人
が
、
毎
日
ま
い
に
ち
考
え
て
、
善
い
人
と
判
断
す

。

、

、

る
わ
け
で
す

で
は

善
い
人
と
は
ど
ん
な
人
か
と
い
い
ま
す
と

「
賢
明
で
あ
り
、
行
い
に
欠
点
が
無
く
、
智
慧
と
徳
行
と
を
身
に

そ
な
え
て
い
る
」
人
と
い
う
こ
と
で
す
。

賢
明
と
は
、
私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と

「
自
我

人
格
（
た

、

―

ま
し
い

」
の
働
き
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
為
す
こ
と
が
、
善
な

）

の
か
悪
な
の
か
が
分
か
り
、
常
に
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
、
行
為
の
目
的
が
善
く
、
行
為
が
統
合
さ
れ
て
い

て
、
行
為
に
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
人
は
、
多

く
は
い
ま
為
し
て
い
る
こ
と
が
、
善
い
こ
と
な
の
か
悪
い
こ
と
な

の
か
さ
え
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
善
い
こ
と
を
行
っ
て

、

。

、

、

い
る
と
思
っ
て

悪
を
為
し
て
い
る
の
で
す

例
え
ば

先
日
も

心
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
、
テ
レ
ビ
討
論
を
視
聴
し
ま
し

た
が
、
文
部
大
臣
を
含
め
て
討
論
者
み
ん
な
が
、
善
い
こ
と
を
言

っ
て
い
る
つ
も
り
で
、
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。

次
の
「
行
い
に
欠
点
が
無
い
」
と
は
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
、
賢

明
で
あ
る
結
果
と
し
て
、
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
し
て
い
る
こ
と

を
い
っ
て
い
ま
す
。

次
の
「
智
慧
と
徳
行
を
身
に
そ
な
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
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す
が
、
徳
行
と
い
う
こ
と
ば
が
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
、
お
分
か

り
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
功
徳
の
あ
る
行
法
の
こ
と
で
す
。
行
法
で
、
最
も
大

切
な
の
が
、
次
の
三
つ
か
ら
な
る
三
学
で
す
。
つ
ま
り
「
戒
律
」

を
守
っ
て
、
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
し

「
禅
定
」
に
よ
っ
て
精

、

神
統
一
を
し
て
、
思
い
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
し

「
智
慧
」
を
得

、

て
、
物
事
の
真
実
の
す
が
た
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
を
含
ん
で
い
て
、
も
う
少
し
徳
目
の
多
い
も
の
に
、

。

、

、

、

、

六
波
羅
蜜
が
あ
り
ま
す

そ
れ
は

①
布
施

②
持
戒

③
忍
辱

、

、

、

。

、

、

④
精
進

⑤
禅
定

⑥
智
慧

の
六
つ
で
す

②
持
戒

⑤
禅
定

⑥
智
慧
は
す
で
に
三
学
に
あ
り
ま
し
た
。

①
の
布
施
で
す
が
、
こ
れ
は
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を

他
者
に
施
し
与
え
る
こ
と
で
す
。
で
も
、
現
実
の
生
活
で
は
、
人

さ
ま
に
物
を
差
し
上
げ
る
と
き
は
、
私
た
ち
は
、
何
が
し
か
の
反

対
給
付
と
し
て
す
る
の
が
普
通
で
す
。
お
礼
と
し
て
、
あ
る
い
は

お
返
し
と
し
て
、
贈
り
物
を
し
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
で
い
う
布
施

は
、
そ
う
し
た
反
対
給
付
を
伴
い
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
、
相
手
の

こ
と
だ
け
を
思
っ
て
す
る
も
の
で
す
。
よ
く
お
寺
や
神
社
に
、
幾

ら
寄
進
（
お
布
施
）
し
た
と
、
石
な
ど
に
名
前
と
金
額
を
彫
り
つ

け
た
り
し
て
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
そ
れ
は
お
布
施
で
は
な
く
、

名
誉
や
自
己
宣
伝
の
反
対
給
付
を
含
む
、
日
常
的
な
取
引
の
よ
う

に
思
い
ま
す
。
も
う
す
で
に
、
名
誉
と
い
う
現
実
の
利
得
を
頂
い

て
い
る
か
ら
で
す
。
真
の
お
布
施
の
心
は
、
自
己
完
成
の
た
め
に

さ
せ
て
頂
い
て
有
り
難
い
と
い
う
行
為
な
の
で
す
。
利
得
は
自
分

の
た
め
の
自
己
完
成
な
の
で
す
。

こ
の
お
布
施
に
は
、
三
施
と
い
い
、
物
資
を
与
え
る
財
施
、
教

え
を
説
き
与
え
る
法
施
、
怖
れ
を
と
り
除
い
て
や
る
無
畏
施
が
あ

。

、

、

、

り
ま
す

ま
た

何
が
な
く
て
も
で
き
る

無
財
の
七
施
と
し
て

①
眼
施
（
げ
ん
せ

、
②
和
顔
施
（
わ
げ
ん
せ

、
③
言
辞
施

）

）

（
ご
ん
じ
せ

、
④
身
施
（
し
ん
せ

、
⑤
心
施
（
し
ん
せ

、
⑥

）

）

）

床
座
施
（
し
ょ
う
ざ
せ

、
⑦
房
舎
施
（
ぼ
う
し
ゃ
せ
）
が
あ
り

）

ま
す
。
①
は
人
に
目
を
掛
け
る
こ
と
（
い
ま
、
親
が
子
に
目
を
か

け
な
く
な
っ
て
い
ま
す

、
②
は
笑
顔
を
た
や
さ
な
い
こ
と
、
③

）

は
や
さ
し
い
こ
と
ば
掛
け
を
た
や
さ
な
い
こ
と
、
④
は
労
働
の
サ

ー
ビ
ス
を
す
る
こ
と
、
⑤
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
も
つ

こ
と
で
、
た
と
え
ば
人
に
や
さ
し
い
思
い
や
り
を
も
つ
こ
と
、
⑥

と
⑦
は
修
行
者
に
床
や
宿
を
貸
す
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は

誰
で
も
で
き
ま
す
。
大
き
く
書
い
て
張
り
付
け
、
毎
日
実
行
で
き

る
よ
う
に
、
努
力
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

あ
と
、
忍
辱
と
精
進
で
す
が
、
ひ
た
す
ら
、
耐
え
て
努
力
す
る

。

、

、

こ
と
で
す

こ
う
し
た
徳
を

あ
た
ま
で
理
解
す
る
の
で
は
な
く

身
に
つ
け
て
い
る
人
を
、
善
い
人
と
評
価
で
き
る
人
は
、
そ
の
人

自
身
が
そ
う
な
っ
て
い
る
人
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
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後
記

一
、
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
桜
の
花
も
早
そ
う
で

す
。
ま
た
、
雨
も
よ
く
降
り
、
讃
岐
の
池
は
ど
こ
も
満
水
で
す
。

二
、
と
こ
ろ
で
、
わ
が
家
の
風
呂
は
、
灯
油
バ
ー
ナ
ー
と
物
を
燃

や
す
の
と
両
用
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
日
、
し
い
た
け
農
家
で
ほ

だ
木
の
廃
棄
品
を
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。
品
物
で
多
少
、
お
礼
を

さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
無
料
で
下
さ
い
ま
す
。
頂
い
た
も
の
を
チ

エ
ン
ソ
ー
で
三
つ
に
切
っ
て
、
ま
さ
か
り
で
割
り
、
風
呂
で
焚
い

て
い
ま
す
。
火
力
が
強
く
、
と
て
も
よ
く
燃
え
ま
す
。

三
、
鳴
門
教
育
大
学
に
も
、
兵
庫
教
育
大
学
連
合
大
学
院
に
参
加

す
る
こ
と
で
、
博
士
課
程
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
学
院

の
研
究
紀
要
が
、
あ
る
講
座
が
主
体
と
な
っ
て
こ
の
ほ
ど
発
刊
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
誌
名
は
『
教
育
実
践
学
研
究
』

で
す
。
そ
の
掲
載
論
文
の
募
集
が
あ
り
ま
し
た
。
審
査
が
あ
る
そ

う
で
す
の
で
、
掲
載
さ
れ
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
論
文

を
書
き
ま
し
た
。
題
名
は
「
こ
こ
ろ
の
教
育
論

自
己
・
他
己
双

―

対
理
論
に
よ
る
立
論

」
で
す
。

―

四
、
ご
存
じ
の
通
り
、
文
部
省
の
中
央
教
育
審
議
会
に
「
幼
児
期

か
ら
の
心
の
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会
」
が
で
き
、
二

月
三
日
に
中
間
報
告
の
骨
子
案
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
論
文

で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い

ま
す
。
そ
の
骨
子
案
の
概
要
は
、
大
抵
の
新
聞
は
二
月
四
日
に
取

り
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま

す
が
、
私
は
全
文
を
取
り
寄
せ
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。

六
、
全
体
と
し
て
の
感
想
は
、
私
が
評
価
で
き
る
よ
う
な
現
状
認

識
も
対
策
も
な
い
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
た
こ

と
を
ま
と
め
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
現
代
の
大
人
た

ち
の
倫
理
や
道
徳
の
み
だ
れ
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
崩
壊
、
な
ど

の
指
摘
は
、
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
校
を
「
心
を

育
て
る
場
と
し
て
見
直
そ
う
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
こ

れ
ま
で
学
校
が
教
育
の
本
質
で
あ
る
「
こ
こ
ろ
」
を
お
ろ
そ
か
に

し
て
き
た
証
を
、
文
部
省
自
ら
が
暴
露
し
て
い
ま
す
。

七
、
ご
希
望
で
、
論
文
と
骨
子
案
の
コ
ピ
ー
を
お
送
り
し
ま
す
。

月
刊

平
成
十
年
三
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

三
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
十
九
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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