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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
巻

三
月
号

不
平
等
で
不
自
由

人
間
は

生
ま
れ
な
が
ら
に

不
平
等
で
あ
る

生
ま
れ
な
が
ら
の

容
姿
も

能
力
も

環
境
も

す
べ
て
不
平
等
で
あ
る

人
間
は

生
ま
れ
な
が
ら
に

不
自
由
で
あ
る

生
ま
れ
な
が
ら
に

無
力
で

誰
か
の

援
助
な
し
に
は

決
し
て

生
き
て
い
け
な
い

な
の
に

な
ぜ
人
権
宣
言
は

人
間
が

生
ま
れ
な
が
ら
に

平
等
で

自
由
だ

と
い
う
の
か
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
六
二
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
六
）

現
成
公
案
を
続
け
ま
す
。

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を

な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す

る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ

ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し

て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。
悟
跡
（
ご
じ
ゃ
く
）
の
休
歇
（
き

ゅ
う
か
つ
）
あ
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟
跡
を
長
長
出
（
ち
ょ

う
ち
ょ
う
し
ゅ
つ
）
な
ら
し
む
。

こ
こ
は
、
正
法
眼
蔵
全
体
を
通
じ
て
も
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も

有
名
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

、

。

玉
城
康
四
郎
氏
の
現
代
語
訳
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

、

。

仏
道
を
習
う
と
い
う
こ
と
は

自
己
を
習
う
こ
と
で
あ
る

、

。

自
己
を
習
う
と
い
う
こ
と
は

自
己
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る

自
己
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
環
境
世
界
に
実
証
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
環
境
世
界
に
実
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
の
身
心
も
他
己
の
身
心
も
、
脱
落
し
果
て
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
悟
り
の
痕
跡
も
と
ど
め
な
い
。
し
か
も
、
痕

跡
も
な
い
悟
り
が
、
そ
こ
か
ら
も
限
り
な
く
抜
け
出
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る
言
葉
で
、
難
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
り
そ
う
な
も
の
は

「
自
己
・
他
己

「
万
法
に
証

、

」

」「

」「

」「

」

。

せ
ら
れ
る

悟
跡

休
歇

長
長
出

な
ど
だ
と
思
い
ま
す

私
の
理
論
で
い
つ
も
対
で
出
て
き
ま
す
、
自
己
と
他
己
と
い
う

言
葉
、
そ
の
中
で
も
特
に
他
己
と
い
う
言
葉
は
、
道
元
の
こ
の
部

分
を
読
ん
で
思
い
つ
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
、
こ
の

、

、

部
分
を
読
む
こ
と
が
あ
っ
て

同
じ
言
葉
だ
と
気
付
き
ま
し
た
が

そ
の
当
時
、
い
く
つ
か
の
解
説
書
を
読
ん
で
、
道
元
の
い
う
他
己

と
私
の
い
う
他
己
は
違
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今

回
こ
の
解
説
を
書
く
た
め
に
、
い
く
つ
も
の
解
説
書
を
読
み
な
お

し
て
み
て
、
正
し
く
解
説
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
、
私
の
も
の
と
殆
ど
等

し
い
使
い
方
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
の
自
己
は
、
無
意
識
の
「
生
き
る
力

、
仏
教
で
言
い
ま
す

」

と

「
煩
悩
」
を
根
幹
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
根
幹
と
し
て
、

、

そ
の
上
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
執
着
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で

す
。

そ
れ
は

「
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
」
だ
と
言
え
ま
す
。

、
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仏
道
は
、
解
脱
に
い
た
る
の
が
目
的
で
す
が
、
そ
れ
は
、
自
己

へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
か
ら
言

い
ま
す
と
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
こ
そ
、
も
っ
と
も
警
戒
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
出
て
き
ま
す
自
己
も
、
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
も
っ

て
い
ま
す
。
出
だ
し
に
あ
り
ま
す
「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
ふ
は
、

自
己
を
な
ら
う
也
」
と
い
う
場
合
の
自
己
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
「
自
己
を
な
ら
う
」
と
い
う
場
合
の
「
な
ら
ふ
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

、

（

）

、

そ
れ
は

自
己
へ
の
執
ら
わ
れ

執
着

を
捨
て
る
た
め
に
は

修
行
が
要
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
間
は

「
あ
た
ま
」

、

が
発
達
し
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
「
あ
た
ま
」
で
、
今
日
か
ら
、

執
着
を
捨
て
よ
う
と
思
え
ば
、
捨
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
修
行
が
要
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、

「

」

、

。

な
ら
う

と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
す

で
は
、
修
行
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
心
理
的
な
状
態
が
、
次
の
「
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、

自
己
を
わ
す
る
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
漢
字
で
表
せ

ば
「
忘
我
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

自
己
の
否
定
で
す
。
意
識
的
な
領
域
に
お
け
る
「
自
己
の
は
か
ら

い
」
の
否
定
で
す
。
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
「
自
我
」
と
「
認

知
」
と
「
感
覚
」
と
「
情
動
」
の
否
定
で
す
。
そ
れ
は
、
何
か
の

情
動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分
）
が
起
こ
る
こ
と
を
抑
え
、
何
か
を

感
じ
よ
う
と
せ
ず
、
何
も
考
え
ず
、
何
も
は
か
ら
わ
な
い
、
と
い

っ
た
状
態
で
す
。
禅
宗
で
い
い
ま
す
と
、
坐
禅
（
瞑
想
）
の
状
態

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
は
、
こ
こ
ま
で
は
、
意
識
で
は
か
ら
っ
て
坐
禅
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
意
識
を
否
定
し
よ
う
と
し
ま
す

「
自
己
を
忘
れ
よ
う

。

と
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
次

の
段
階
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
自
己
を
わ

す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

多
く
の
解
説
書
や
現
代
語
訳
は
気
付
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の

「
自
己
を
わ
す
る
る
」
こ
と
と
「
万
法
に
証
せ
ら
る
る
」
こ
と
と

の
間
に
は
、
実
は
、
断
絶
が
あ
る
の
で
す
。

徹
底
し
て
自
己
を
否
定
す
る
と
き
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
自
己
が

「
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
」
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
れ
は

「
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落

、

せ
し
む
る
」
こ
と
な
の
で
す
。
徹
底
し
て
自
己
を
否
定
し
て
行
く

と
き
、
自
己
の
身
心
も
、
私
の
言
う
の
と
同
じ
「
他
己
」
の
身
心

も
脱
け
落
ち
て
、
自
己
と
他
己
が
一
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
こ
こ
に
初
め
て
真
の
他
己
が
自
分
の
中
に
よ
み
が
え
っ
て

く
る
の
で
す
。
誕
生
の
と
き
に
は
も
っ
て
い
た
、
他
己
の
輝
き
が
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よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
で
す
。

、

「

」

、

そ
う
な
っ
た
と
き

次
の

悟
跡
の
休
歇
あ
る
あ
り

と
な
り

「
休
歇
な
る
悟
跡
を
長
長
出
な
ら
し
む
」
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
最
後
の
部
分
は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
解
脱
に
体
達
し
た
あ
と
の
境
地
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
そ
の
体
験
の
な
い
人
に
と
っ
て
理
解
の
で
き
な
い
こ

と
な
の
で
す
。
す
べ
て
の
解
説
書
が
、
こ
の
体
験
の
な
い
人
が
書

い
た
の
か
、
不
十
分
な
解
説
し
か
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず

「
悟
跡
の
休
歇
あ
る
あ
り
」
で
す
が
、
意
味
は
「
悟
り

、

の
跡
を
と
ど
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
読
む
と
き
、
私
は
既
に
し
ま
し
た
「
法
句
経
」
の
解
説

を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
第
五
巻
六
月
号
と
第
七
巻
十
月
号

で
す
。
ち
な
み
に
、
前
者
で
取
り
上
げ
ま
し
た
偈
は
、
次
の
二
つ

で
す
。（

九
二
）
財
を
蓄
え
る
こ
と
な
く
、
食
物
に
つ
い
て
そ
の
本

性
を
知
り
、
そ
の
人
々
の
解
脱
の
境
地
は
空
に
し
て
無
相
で

、

（

）

。

あ
る
な
ら
ば

か
れ
ら
の
行
く
路

＝
足
跡

は
知
り
難
い

空
飛
ぶ
鳥
の
跡
の
知
り
が
た
い
よ
う
に
。

―
―

（
九
三
）
そ
の
人
の
汚
れ
は
消
え
失
せ
、
食
物
を
む
さ
ぼ
ら

ず
、
そ
の
人
の
解
脱
の
境
地
は
空
に
し
て
無
相
で
あ
る
な
ら

ば
、
か
れ
の
足
跡
は
知
り
難
い
。

空
飛
ぶ
鳥
の
跡
の

―
―

知
り
が
た
い
よ
う
に
。

こ
れ
ら
の
偈
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
解
脱
の
境
地
に
達
し
た

人
の
「
足
跡
は
知
り
難
い

空
飛
ぶ
鳥
の
跡
の
知
り
が
た
い
よ

―
―

う
に
」
な
の
で
す
。

実
は
、
こ
こ
が
難
儀
な
と
こ
ろ
で
し
て
、
解
脱
の
境
地
に
達
し

た
足
跡
は
知
り
難
い
わ
け
で
す
か
ら
、
た
と
え
真
の
解
脱
に
達
し

た
人
が
「
私
は
解
脱
に
達
し
て
い
ま
す
」
と
い
っ
て
み
て
も
、
そ

の
跡
が
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
客
観
的
に
証
明
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

そ
こ
が
、
逆
に
、
い
わ
ゆ
る
新
宗
教
の
「
教
祖
」
と
い
う
人
た

ち
に
と
っ
て
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、
解
脱
に
達
し
て
い
な
く

て
も
、
何
か
の
手
段
（
マ
ジ
ッ
ク
の
使
用
や
、
言
葉
巧
み
な
こ
と

や
、
カ
リ
ス
マ
的
な
こ
と
等
）
で
解
脱
に
達
し
て
い
る
と
信
じ
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
教
祖
に
な
り
え
る
わ
け
な
の
で
す
。

し
か
し
、
た
と
え
そ
う
な
っ
て
も
、
そ
ん
な
人
は
、
永
い
間
に

は
化
け
の
皮
が
は
げ
て
、
や
が
て
「
信
」
を
失
っ
て
い
く
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
次
の
「
休
歇
な
る
悟
跡
を
長
長
出
な
ら
し
む
」
部
分

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
悟
り
の
跡
は
止
め
な
い
の
で
す

が
、
悟
っ
た
後
の
行
動
に
は
、
そ
の
真
価
が
出
現
し
て
く
る
の
で

す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
自
分
の
情
動
（
欲
や
喜
怒
哀
楽
や
気
分
）

を
制
し
て
、
他
者
を
尊
重
す
る
こ
と
に
現
れ
ま
す
。
他
者
の
た
め

に
の
み
生
き
る
姿
勢
に
現
れ
出
る
わ
け
な
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

人

生

は

難

し

い

！

？

自
分
が

ダ
メ
な
人
間
と

思
え
ば

生
き
て
い
け
な
い

で
も

自
分
が

よ
い
人
間
と

思
え
ば

救
わ
れ
な
い

人
生
は

難
し
い
！
？

人

は

相

対

的

な

も

の

私
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は

こ
の
人
以
外
に
は

考
え
ら
れ
な
い

と
い
う
の
は

と
ん
で
も
な
い

思
い
違
い

人
は

い
く
ら
で
も
居
り

み
ん
な
相
対
で

長
所
も
あ
り

欠
点
も
あ
る

損

得

や

選

好

の

抑

制

か
つ
て
は

自
分
の

損
得
や
選
好
を
抑
え
て

人
の
た
め
に

尽
く
す
こ
と
が

美
徳
と
さ
れ
た

民
主
主
義
の
い
ま
で
は

自
分
の

損
得
と
選
好
に
基
づ
い
て

出
世
と
欲
望
を

追
求
す
る
こ
と
が

よ
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る

人
と
の
関
係
は

迷
惑
を
か
け
な
け
れ
ば
よ
い

と
さ
れ
る
だ
け

不

平

等

・

不

自

由

の

体

験

人
間
は

不
平
等

不
自
由
を

体
験
し
た
時
の
み

他
者
の

自
由
を
尊
重
し

平
等
を
は
か
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
で
き
る

説

教

し

た

が

る

自
分
に

説
教
の
資
格
の

な
い
人
ほ
ど

人
さ
ま
に

説
教
し
た
が
る
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学

校

が

崩

壊

す

る

教
員
は

生
徒
に

権
威
を
疑
え

信
じ
る
な

自
分
の
考
え
に

合
わ
ぬ
こ
と
に
は

従
う
な

と
教
え

自
分
で
も

実
践
し
て
い
る

し
か
し

同
時
に

教
員
の
言
う
こ
と
だ
け
は

信
じ
て

従
え

と
も
教
え
て
い
る

こ
ん
な
こ
と
を

す
る
か
ら

若
者
の
こ
こ
ろ
が

荒
れ

学
校
が

崩
壊
し
て
し
ま
う

子

育

て

の

本

の

変

化

子
育
て
の
本
が

変
わ
っ
て
き
た

昔
は

子
ど
も
の
立
場
で

書
か
れ
て
い
た
が

今
は

母
親
の
立
場
で

書
か
れ
て
い
る

権

利

と

義

務

権
利

し
て
も
よ
い
こ
と

義
務

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

ど
ち
ら
も

背
後
に

他
者
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い

ピ

ー

ナ

ッ

ツ

夫

婦

最
近
の
夫
婦
は

ピ
ー
ナ
ッ
ツ

二
人
で
殻
に

閉
じ
こ
も
っ
て
い
る

生

ま

れ

な

が

ら

の

友

愛

人
間
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

友
愛
に
満
ち
て
い
る

ど
ん
な
子
も

愛
く
る
し
い

で
も

そ
れ
が

他
者
を
忘
れ
さ
す

個
人
的
自
由
の

主
張
に
よ
っ
て

失
わ
れ
て
い
く

人
間
は

個
人
と
し
て

生
ま
れ
な
が
ら
に

自
由
で

平
等
だ
と
い
う

思
想
に
よ
っ
て

汚
さ
れ
て
い
く
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自
作
随
筆
選

大
統
領
弾
劾
騒
ぎ

二
月
十
二
日
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
・
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
弾
劾
裁

判
で
、
無
罪
の
判
決
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
中
を
騒
が
せ
ま
し

た
が
、
大
統
領
に
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
、
ほ
っ
と

す
る
結
果
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
騒
ぎ
が
、
実

に
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
、
民
主
主
義
の
行
き
着
く
先
を
示
し
て
い
る

よ
う
で
、
興
味
深
く
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
、
振
り
返
れ

る
と
思
い
ま
す
が
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
「
民
主
主
義
の
行

き
着
く
先
を
示
す
も
の
」
と
し
て
、
以
下
、
検
討
し
て
見
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
民
主
主
義
で
は
、
個
人
の
自
由
が
尊
重
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
必
然
的
に
規
範
意
識
の
希
薄
化
を
も
た
ら
し
ま
す
。

民
主
主
義
で
は
、
多
数
決
で
も
の
ご
と
が
決
定
さ
れ
て
い
き
ま

。

、

、

す

そ
の
場
合

各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
判
断
を
下
す
わ
け
で
す
が

そ
の
判
断
は
、
ど
こ
ま
で
も
一
人
一
人
が
自
分
で
自
主
的
に
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
個
人
の
自
由
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
判
断
の
基
準
が
自
分
自
身
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
外
に
判
断
の
基
準
を
求
め
る
の
が
、
実

は
、
伝
統
や
慣
習
で
あ
っ
た
り
、
規
範
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

、

「

」

。

そ
れ
は

宗
教
的
に
言
い
ま
す
と

聖
な
る
教
え

と
言
え
ま
す

日
常
的
な
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
道
徳
で
あ
り
、
倫
理
で
あ
る
と

言
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
他
己
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
個
人
の
自
由
が
強
調
さ
れ
ま
す
と
、
そ

れ
が
弱
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
行
動
を
見
て
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
、
規

範
性
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
不
邪
淫
戒
を
犯
す
こ
と

も
、
不
妄
語
戒
を
犯
す
こ
と
も
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

ま
た
、
大
統
領
の
罪
状
を
あ
げ
つ
ら
う
方
も
、
自
分
の
こ
と
は

棚
上
げ
に
し
て
、
党
派
的
に
大
統
領
を
弾
劾
し
て
い
る
よ
う
に
思

。

、

、

、

え
る
の
で
す

ア
メ
リ
カ
で
は

何
も

大
統
領
だ
け
で
は
な
く

日
常
的
に
性
を
自
由
に
エ
ン
ジ
ョ
イ
（
フ
リ
ー
・
セ
ッ
ク
ス
を
含

む
）
し
て
い
ま
す
し
、
自
分
の
得
に
な
る
た
め
や
、
損
に
な
ら
な

い
た
め
な
ら
、
平
気
で
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
最
近
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
、

ゴ
ー
ド
ン
・
タ
ロ
ッ
ク
、
加
藤
寛
共
著
の
『
行
き
づ
ま
る
民
主
主

義

（
勁
草
書
房
刊
）
を
読
み
、
驚
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
経

』

済
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
行
動
で
も
、
倫
理
・
道
徳
よ
り
、

選
好
（
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
の
訳
で
、
好
き
嫌
い
で
選
ぶ
こ
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と
を
意
味
し
ま
す
）
と
損
得
勘
定
で
行
動
（
＝
合
理
的
に
行
動
）

す
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
、
よ
り
現
実
の
行
動
分
析
で
役
に
立
つ
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
氏
も

タ
ロ
ッ
ク
氏
も
ア
メ
リ
カ
人
で
、
前
者
は
ノ
ー
ベ
ル
（
経
済
学
）

賞
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
の
主
張
に
よ
り
ま
す
と
、
政
治
家
は
倫
理
・
道
徳
で
は
な

く
て
、
自
分
が
再
度
選
挙
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
最
大
の
動
機
と
し

て
行
動
し
ま
す
し
、
官
僚
は
自
分
の
出
世
と
自
己
部
局
の
拡
大
を

最
大
の
動
機
と
し
て
行
動
す
る
と
し
ま
す
。
ま
た
、
国
民
は
、
自

分
の
損
得
や
選
好
で
政
治
家
に
投
票
す
る
と
す
る
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
い
ま
、
ア
メ
リ
カ
人
は

（
否
、
日
本
人
こ
そ
と

、

言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
選
好
と
損
得
勘
定
で
し
か
、
行

動
し
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私
が
勤
務
す
る
大
学

は
、
正
に
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
し
、
本
大
学
で
起
こ
っ
た
訴
訟
事

件
を
見
ま
し
て
も
、
大
学
人
だ
け
で
は
な
く
、
弁
護
士
も
裁
判
官

、

。

も
人
事
院
の
役
人
も
み
な

そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す

い
ま
、
教
育
現
場
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
、
学
級
崩
壊
、

い
じ
め
、
不
登
校
、
非
行
の
低
年
齢
化
と
凶
悪
化
な
ど
が
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て

「
こ
こ
ろ
の
教
育
」
が
叫
ば
れ
、
そ
の
中
で
は
、
規

、

範
性
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
に
規
範
意
識
を
形

成
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
前
述
の
よ
う
に
、

大
人
こ
そ
、
規
範
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
子

ど
も
た
ち
の
荒
れ
の
責
任
の
大
半
は
、
い
ま
の
（
大
人
た
ち
の
）

民
主
主
義
の
行
き
過
ぎ
に
あ
る
の
で
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
弾

劾
裁
判
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
モ
ニ
カ
・
ル
イ
ン
ス
キ
ー
嬢
は
、
ス
タ
ー
独
立
検
察
官

と
の
司
法
取
引
か
ら
か
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
と
の
性
交
渉
の
内

容
に
つ
い
て
、
こ
と
細
か
く
自
白
し
て
い
ま
す
。
大
統
領
の
精
液

の
つ
い
た
自
分
の
ド
レ
ス
ま
で
証
拠
と
し
て
提
出
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
か
狂
っ
て
い
ま
す
。
自
分
を
守
る
こ
と
が
そ
ん
な
に
大
切
な

の
で
し
ょ
う
か
。
納
得
し
て
し
た
性
交
渉
の
内
容
な
ぞ
、
人
に
話

す
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
。
罪
を
隠
す
こ
と
が

よ
い
こ
と
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
世

間
を
惑
わ
せ
、
大
統
領
の
権
威
も
尊
厳
も
失
わ
せ
る
こ
と
に
思
い

至
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、
そ
れ
が
、
民
主
主
義
と

い
う
も
の
の
よ
う
で
す
。
誰
で
も
が
、
互
い
に
平
等
・
対
等
・
同

等
な
の
で
す
。
人
は
自
己
に
閉
じ
、
す
べ
て
の
権
威
が
否
定
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
政
治
家
と
し
て
、
う
ま
く
や
る
人
は
、
仁
・
義

・
礼
に
欠
け
、
た
だ
、
狡
猾
な
智
に
長
け
て
、
計
算
高
く
、
ず
る

賢
く
、
わ
る
賢
い
、
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
大
統
領
弾
劾
裁
判
事
件
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
行

き
づ
ま
り
と
、
末
路
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
の

で
す
が
。
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サ
ル
と
ヒ
ト

二
月
十
四
日
、
犬
山
モ
ン
キ
ー
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
た
時
、
各

サ
ル
の
檻
の
前
に
、
そ
の
種
の
説
明
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た

ン
パ
ン
ジ
ー
の
大
き
な
放
し
飼
い
の
囲
い
の
前
に
「
ヒ
ト
」

い
た
説
明
板
の
檻
が
あ
り
、
一
方
が
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い

た
。
多
分
、
人
が
入
っ
て
み
な
さ
い
、
と
い
う
遊
び
だ
と
思

す
。
そ
の
説
明
板
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

身
体
・
し
っ
ぽ
が
な
く
、
か
ら
だ
の
毛
は
少
な
い
。

・
器
用
な
前
足
と
大
き
な
脳
を
持
つ
。

・
二
本
足
で
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
歩
き
、
サ
ル
の
仲
間

の
く
せ
に
木
登
り
が
へ
た
。

食
性
・
な
ん
で
も
よ
く
食
べ
る
雑
食
性
だ
が
、
一
頭
ご
と
の

好
き
嫌
い
は
多
い
。

・
食
べ
物
を
い
ろ
い
ろ
加
工
し
た
り
、
貯
め
こ
ん
だ
り

す
る
。

習
性
・
好
奇
心
が
強
く
、
遊
び
好
き
。
危
険
な
目
に
あ
っ
て

も
、
な
か
な
か
こ
り
な
い
。

・
大
き
な
複
雑
な
群
れ
を
つ
く
っ
て
生
活
し
、
音
声
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
さ
か
ん
で
あ
る
。

・

文
字
」
や
「
絵
」
な
ど
を
通
じ
て
情
報
を
や
り
と

「り
し
、
い
つ
も
仲
間
と
ふ
れ
合
う
こ
と
を
も
と
め
て

い
る
。

・
し
ば
し
ば
、
い
さ
か
い
を
お
こ
し
、
仲
間
同
士
で
殺

し
合
い
を
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

・
本
能
だ
け
で
は
う
ま
く
生
き
ら
れ
ず
大
人
に
な
る
ま

で
に
身
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
と
て
も

多
い
。

・
優
れ
た
知
能
を
も
ち
、
大
き
な
可
能
性
を
ひ
め
て
い

る
が
、
失
敗
し
た
と
き
に
ま
わ
り
に
与
え
る
影
響
も

大
き
い
。
そ
れ
を
忘
れ
た
と
き
地
球
上
で
も
っ
と
も

危
険
な
動
物
と
な
る
。

こ
の
看
板
に
は
、
こ
れ
を
書
い
た
人
の
人
間
の
見
方
が
よ
く
出

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
身
体
や
食
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
も
よ

い
と
思
い
ま
す
が
、
習
性
に
つ
い
て
は
、
人
間
を
動
物
の
延
長
線

上
に
捉
え
て
い
る
み
た
い
で
、
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
是

非
、
人
間
が
サ
ル
と
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ

「
断
絶
」
を
書
い

、

て
欲
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ヒ
ト
が
「
人
を
求
め
・

愛
す
る
力
」
や
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
他
者
を
「
選
好
や
損
得
」
抜
き
で
、
助
け
、

世
話
し
、
分
け
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
七
八
）―

法
句
経
解
説
―

第
二
〇
章

道

（
二
七
三
）
も
ろ
も
ろ
の
道
の
う
ち
で
は
〔
八
つ
の
部
分
よ

り
な
る
正
し
い
道
〕
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
も
ろ
も
ろ
の

真
理
の
う
ち
で
は
〔
四
つ
の
句

（
＝
四
諦
（
し
た
い

）

〕

）

が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
も
ろ
も
ろ
の
徳
の
う
ち
で
は
〔
欲

情
を
離
れ
る
こ
と
〕
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
人
々
の
う
ち

で
は
〔
眼
（
ま
な
こ
）
あ
る
人

（
＝
ブ
ッ
ダ
）
が
最
も
す

〕

ぐ
れ
て
い
る
。

こ
の
偈
は
、
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
も
の
と
言
え
ま

す
。
八
つ
の
部
分
よ
り
な
る
正
し
い
道
＝
八
正
道
と
、
四
諦
と
、

、

、

。

情
欲
を
離
れ
る
こ
と
と

ブ
ッ
ダ

と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す

八
正
道
と
四
諦
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
第
二
巻
三
月
号
（
八

正
道
に
つ
い
て
）
と
第
八
巻
二
月
号
で
（
両
方
に
つ
い
て
）
述
べ

ま
し
た
。
お
持
ち
の
方
は
、
取
り
出
し
て
復
習
し
て
頂
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
お
申
し
つ
け
頂
け
れ
ば
、
お

送
り
い
た
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は

「
欲
情
を
離
れ
る
こ
と
」
と
「
眼
あ

、

る
人
＝
ブ
ッ
ダ
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
欲
情
を
離
れ
る
こ
と
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
中
国
で
い
う
仁

の
教
え
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
仁
は
、
自
己
を
制
し
て
、
他
者
を

尊
重
す
る
こ
と
で
す
。
自
己
を
制
す
る
と
は
、
自
己
の
情
動
で
あ

る
、
①
欲
望
、
②
情
緒
、
③
気
分
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
で
す
。
①
欲
望
に
は
、
主
に
、
食
欲
と
性
欲
と
優
越
欲
が
あ
り

ま
す
。
②
情
緒
に
は
、
快
苦
喜
怒
哀
楽
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
③
気

分
は
、
特
定
の
対
象
が
な
く
、
落
ち
込
ん
だ
り
、
高
揚
し
た
り
、

と
い
っ
た
、
比
較
的
長
く
続
く
精
神
の
基
調
で
す
。

仁
は
、
徳
と
し
て
こ
う
し
た
情
動
を
制
す
る
こ
と
を
要
求
し
ま

す
が
、
仁
と
仏
教
の
教
え
と
の
違
い
は
、
仁
は
意
識
し
て
そ
う
す

る
こ
と
を
求
め
ま
す
が
、
仏
教
は
こ
こ
ろ
を
磨
い
た
結
果
と
し
て

そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。

実
は
、
理
性
（
自
我
－
人
格
と
認
知
－
言
語
）
で
、
ど
ん
な
に

意
識
し
て
情
動
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
も
、
情
動
は
勝
手
に
動
い

て
し
ま
う
の
で
す
。
情
動
は
、
こ
こ
ろ
を
磨
く
修
行
を
す
る
と
き

の
み
、
制
御
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

次
に
、
ブ
ッ
ダ
で
す
が
、
こ
れ
は
、
悟
り
を
開
い
た
人
と
い
う

意
味
で
、
釈
尊
だ
け
を
言
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ブ
ッ
ダ
が

「
眼
（
ま
な
こ
）
あ
る
人
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ

、

。

、

（

）

、

と
な
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
は

解
脱
し
た

悟
っ
た

人
に
は

こ
こ
ろ
の
眼
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
眼
と
い
う
こ
と
で
、
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そ
の
心
境
を
い
い
ま
す
と

「
見
る
こ
と
無
く
て
、
見
ざ
る
も
の

、

無
し
（
無
見
而
無
不
見

」
と
い
う
こ
と
で
す
。

）

（
二
七
四
）
こ
れ
こ
そ
道
で
あ
る

（
真
理
を
）
見
る
は
た

。

ら
き
を
清
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
他
に
道
は
無
い
。
汝
ら
は

こ
の
道
を
実
践
せ
よ
。
こ
れ
こ
そ
悪
魔
を
迷
わ
し
て
（
打
ち

ひ
し
ぐ
）
も
の
で
あ
る
。

出
だ
し
に
あ
り
ま
す
「
こ
れ
こ
そ
道
で
あ
る
」
の
こ
れ
こ
そ
と

は
、
何
を
受
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
多
分
、
前
の
偈
（
二
七

三
）
の
出
だ
し
に

「
も
ろ
も
ろ
の
道
の
う
ち
で
は
〔
八
つ
の
部

、

分
よ
り
な
る
正
し
い
道
〕
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
し

た
の
で
、
そ
の
「
八
つ
の
部
分
よ
り
な
る
正
し
い
道
」
を
受
け
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
八
正
道
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
釈
尊
が
最
初
期
に
説
か
れ
た
教
え
で
す
。

復
習
し
て
お
き
ま
す
と
、
次
の
八
つ
を
言
い
ま
す
。

①
正
見
（
し
ょ
う
け
ん

正
し
い
見
方
）

―

②
正
思
（
し
ょ
う
し

正
し
い
思
い
）

―

③
正
語
（
し
ょ
う
ご

正
し
い
こ
と
ば
）

―

④
正
業
（
し
ょ
う
ご
う

正
し
い
行
い
）

―

⑤
正
命
（
し
ょ
う
み
ょ
う

正
し
い
生
活
）

―

⑥
正
精
進
（
し
ょ
う
し
ょ
う
じ
ん

正
し
い
努
力
）

―

⑦
正
念
（
し
ょ
う
ね
ん

正
し
い
気
づ
か
い
）

―

⑧
正
定
（
し
ょ
う
じ
ょ
う

正
し
い
精
神
統
一
）

―

こ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
に
四
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

一
、
正
見
（
基
本
的
立
場
と
し
て
の
見
方
が
正
し
い
こ
と
）

二
、
正
思

正
語

正
業
（
身
口
意
の
正
し
い
こ
と
）

三
、
正
命
（
正
し
い
生
業
に
従
事
す
べ
き
こ
と
）

四
、
正
精
進

正
念

正
定
（
修
行
の
仕
方
が
正
し
い
こ
と
）

そ
し
て
正
し
い
と
い
う
条
件
と
し
て
、
①
妄
見
を
離
れ
る
、
②

顛
倒
を
離
れ
る
、
③
極
端
を
離
れ
る
（
中
道
）
の
三
つ
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

さ
て
、
偈
に
あ
り
ま
す
「
真
理
を
見
る
は
た
ら
き
を
清
め
る
」

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
真
理
で
す
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
無
意
識
に
宿
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
見
る
働
き
も
無
意
識
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
見
る
働
き
を
得
る
た
め
に
は
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
て
、

、

。

、

無
意
識
で

他
己
と
一
体
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

そ
れ
は

無
意
識
の
こ
と
で
す
か
ら
、
意
識
し
て
は
で
き
な
い
の
で
す
。
た

だ
、
聖
者
の
教
え
（
八
正
道
）
を
信
じ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る

だ
け
な
の
で
す
。
そ
れ
が
真
理
を
見
る
働
き
を
清
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
。
そ
の
と
き
「
悪
魔
を
迷
わ
し
て
、
打
ち
ひ
し
ぐ
」
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
己
の
情
動
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
梅
の
花
が
咲
き
、
急
に
春
め
い
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
今
年

は
、
雪
が
た
く
さ
ん
降
り
、
ど
こ
の
ス
キ
ー
場
も
ま
だ
ま
だ
、
滑

れ
る
よ
う
で
す
。
二
十
年
前
な
ら
、
喜
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ

こ
十
三
年
間
は
、
ま
っ
た
く
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

、

、

（

）

。

二

最
近

私
は
主
食
を
玄
米
い
も
粥

か
ゆ

に
し
て
い
ま
す

一
日
に
二
勺
半
（
約
三
八
㌘
）
ほ
ど
に
、
焼
き
芋
を
入
れ
て
、
朝

晩
二
回
に
分
け
て
食
べ
て
い
ま
す
。
お
茶
碗
一
杯
ず
つ
で
す
。

三
、
作
り
方
で
す
が
、
お
粥
を
作
る
ポ
ッ
ト
で
五
勺
（
二
日
分
）

一
度
に
作
り
ま
す
。
寝
る
前
に
玄
米
と
お
湯
を
入
れ
て
お
き
ま
す

と
、
朝
お
粥
が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
焼
き
芋
を
さ

い
の
目
に
切
っ
て
入
れ
、
も
う
一
度
加
熱
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

。

。

、

よ
く
か
ん
で
食
べ
て
い
ま
す

健
康
に
は
よ
い
よ
う
で
す

な
お

お
粥
の
他
に
は
、
具
の
た
く
さ
ん
入
っ
た
み
そ
汁
一
杯
と
、
コ
コ

ア
一
杯
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
毎
朝
、
自
分
で
作
っ
た
「
シ
タ

ビ
ラ
メ
」
の
干
物
を
一
匹
あ
ぶ
っ
て
、
主
骨
だ
け
と
っ
て
頭
ま
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

四
、
シ
タ
ビ
ラ
メ
は
、
毎
冬
一
〇
〇
㌘
三
八
円
ぐ
ら
い
な
の
で
す

が
、
今
年
は
不
漁
な
の
か
、
ず
っ
と
五
八
円
が
続
い
て
い
ま
す
。

干
物
の
作
り
方
で
す
が
、
内
臓
を
出
し
て
、
三
〇
分
ぐ
ら
い
、
薄

め
の
食
塩
水
に
つ
け
て
、
串
に
指
し
、
干
し
ま
す
。
数
日
で
乾
き

ま
す
の
で
、
冷
凍
保
存
し
ま
す
。
か
な
り
永
い
間
も
ち
ま
す
。

五
、
か
つ
て
の
ゼ
ミ
生
の
人
の
依
頼
で
、
二
月
二
二
日
に
阿
南
市

の
保
育
所
に
講
演
に
行
き
ま
し
た
。
園
児
の
お
母
さ
ん
方
、
四
〇

人
ほ
ど
が
、
熱
心
に
聴
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
話
の
内
容
は
、
子

育
て
で
大
切
な
こ
と
、
①
愛
情
（
常
に
目
を
掛
け
て
お
く
）
と
、

②
自
由
（
子
ど
も
の
自
発
的
な
行
動
と
成
就
の
喜
び
）
と
、
③
統

制
（
耐
え
て
さ
せ
る
こ
と
、
し
つ
け
）
が
中
心
に
な
り
ま
し
た
。

六
、
二
月
一
二
日
～
一
四
日
に
、
四
日
市
市
と
名
古
屋
市
に
学
習

障
害
の
研
究
打
合
せ
の
た
め
、
出
張
し
ま
し
た
。

七
、
ま
た
、
二
月
二
六
日
～
二
八
日
に
、
福
岡
県
久
留
米
市
に
も

出
張
し
ま
し
た
。
九
州
の
道
路
も
、
四
国
と
は
違
い
、
都
市
周
辺

は
か
な
り
混
雑
・
渋
滞
が
激
し
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
一
年
三
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
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

一
一
一
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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