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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

五
月
号

お
仕
え
す
る
も
の

赤
ち
ゃ
ん
は

一
歳
く
ら
い
ま
で
は

親
に
よ
っ
て

ど
こ
ま
で
も

お
仕
え
し
て
も
ら
う
も
の

い
ま
虐
待
が
多
発
す
る
の
は

そ
れ
の
で
き
る
親
が

少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と

報
復
は
遺
伝
子
情
報

今
の
世
は

自
己
に
執
ら
わ
れ

報
復
を

ひ
と
の
遺
伝
子

な
せ
る
業
だ
と
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
六
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
二
〇
）

有
時
（
う
じ
）
の
巻
を
続
け
ま
す
。

し
か
あ
る
を
、
仏
法
を
な
ら
は
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
、
あ

ら
ゆ
る
見
解
（
け
ん
げ
）
は
、
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お

も
は
く
、
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
（
さ
ん
ず
は
っ
ぴ
）
と
な

れ
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
、
た
と
へ

ば
、
河
を
す
ぎ
山
を
す
ぎ
し
が
ご
と
く
な
り
と
。
い
ま
は
そ

の
山
河
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、
わ
れ
す
ぎ
き
た
り
て
、
い

ま
は
玉
殿
朱
楼
（
ぎ
ょ
く
で
ん
し
ゅ
ろ
う
）
に
処
せ
り
、
山

河
と
わ
れ
と
天
と
地
と
な
り
と
お
も
う
。

し
か
あ
れ
ど
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。
い
は
ゆ

る
、
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
、
わ
れ
あ
り
き
、
わ

れ
に
時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら

ず
。
時
も
し
去
来
（
こ
ら
い
）
の
相
に
あ
ら
ず
ば
、
山
上
の

時
は
有
時
の
而
今
（
に
こ
ん
）
な
り
。
時
も
し
去
来
の
相
を

保
任
せ
ば
、
わ
れ
に
有
時
の
而
今
あ
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。

か
の
山
上
渡
河
の
時
、
こ
の
玉
殿
朱
楼
の
時
を
呑
却
（
ど
ん

き
ゃ
く
）
せ
ざ
ら
ん
や
、
吐
（
と
）
却
せ
ざ
ら
ん
や
。

例
の
よ
う
に
、
参
考
ま
で
に
現
代
語
訳
と
し
て
、
玉
城
康
四
郎

著
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
１

（
大
蔵
出
版
刊
）
の
も
の
を
引
用

』

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
の
に
、
仏
法
を
学
ば
な
い
凡
人
の

、

、

。

場
合
に
は

有
時
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
い
だ
く

す
な
わ
ち
、
有
時
と
は
、
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
の
不
動
明

王
と
な
り
、
あ
る
と
き
は
一
丈
六
尺
や
八
尺
の
仏
身
と
な
っ

た
、
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
自
分
は
、
河
や
山
を
過
ぎ
て
き

た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
い
、
そ
の
山
や
河
は

、

、

、

あ
る
に
し
て
も

わ
た
し
は

そ
れ
ら
を
過
ぎ
て
来
た
っ
て

現
在
は
玉
殿
朱
楼
に
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
河
も
あ
り
、
わ

れ
も
あ
り
、
天
も
地
も
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
理
は
こ
の
よ
う
な
一
す
じ
だ
け
で
は

な
い
。
実
は
、
山
に
の
ぼ
っ
た
と
き
、
河
を
わ
た
っ
た
と
き

、

。

。

に

わ
れ
は
す
で
に
あ
っ
た

そ
の
わ
れ
に
は
時
が
あ
ろ
う

し
か
も
そ
の
わ
れ
は
す
で
に
こ
こ
に
い
る
。
だ
か
ら
時
は
去

る
は
ず
が
な
い
。
も
し
時
に
去
来
（
こ
ら
い
）
の
特
徴
が
な

い
と
す
れ
ば
、
山
に
の
ぼ
っ
た
と
き
、
そ
の
時
が
絶
対
で
永

遠
の
今
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
時
が
去
来
の
特
徴
を
持
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
絶
対
で
、
永
遠
の
今
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
山
に
の
ぼ
っ
た
時
、
あ
る
い
は
河
を
渡
っ
た

時
、
そ
の
時
は
今
の
玉
殿
朱
楼
の
時
を
呑
み
つ
く
し
、
吐
き

つ
く
さ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

こ
の
部
分
も
、
け
っ
こ
う
難
解
で
す
。
こ
れ
を
、
便
宜
的
に
前

半
と
後
半
に
二
分
し
ま
す
と
、
前
半
は
現
代
語
訳
で
大
体
ご
理
解

頂
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
後
半
は
、
現
代
語

訳
を
読
ん
で
み
て
も
、
よ
く
分
か
ら
ず
、
か
な
り
難
し
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
順
次
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

先
ず
前
半
で
す
が
、
こ
こ
に
出
て
き
ま
す
言
葉
は
、
多
く
が
こ

の
「
有
時
の
巻
」
の
第
一
回
目
（
第
十
一
巻
一
月
号
）
に
出
て
い

ま
す
。
一
度
取
り
出
し
て
ご
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
こ
に
は

「
丈
六
金
身
こ
れ
時
な
り

「
三
頭
八
臂
こ
れ
時

、

」

な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
は
、
そ
こ
の
解
説
を
ご
覧
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
有
時
の
巻
の
書
き
出
し
で
、
こ
の
よ

う
に
道
元
が
述
る
の
で
す
か
ら

「
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
」

、

前
出
の
よ
う
に
「
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
（
さ
ん
ず
は
っ
ぴ
）
と

な
れ
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
」
と
思
う
の
は

普
通
の
人
に
と
っ
て
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
な
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
「
甲
が
時
な
り
」
と
言
わ
れ
れ
ば
「
あ
る
時
は
甲
な
り
」
と

理
解
す
る
の
が
一
般
的
だ
か
ら
で
す
。
ま
し
て
や
、
古
仏
の
言
に

「
有
時
三
頭
八
臂
」
と
い
っ
た
文
章
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。

、

「

、

で
す
か
ら

こ
こ
で
い
う

あ
る
と
き
三
頭
八
臂
と
な
れ
り
き

あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
」
と
、
第
一
回
で
解
説
し
た

も
の
と
は
内
容
が
異
質
な
も
の
と
言
え
ま
す
。

、「

」

「

」

「

」

、

と
い
う
こ
と
は

時

と

有
時

と

あ
る
と
き

と
は

当
然
な
が
ら
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
有
時
と
は
、
自
己
と
他

己
が
完
全
に
統
合
さ
れ
て
い
て
、
精
神
の
働
き
と
し
て
の
過
去
と

未
来
が
現
在
に
全
て
含
ま
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
時
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
「
有
時
」
は
訓
読
み
で
は
「
あ
る
と
き
」
と

読
み
ま
す
が
、
し
か
し
そ
う
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
と
私
た
ち
が
常

識
的
に
使
っ
て
い
ま
す

「
あ
る
と
き
、
こ
れ
こ
れ
を
し
た
」
と

、

い
っ
た
言
い
方
と
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
普
通
の

人
は
有
時
を
聞
く
と
き
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
後
半
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
「
有
時
」
は
、
特
定
の
時

点
を
さ
し
て
い
う
言
葉
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
私
の
解
説
を
よ
く
読
ん
で
頂
け
れ
ば
、

も
う
説
明
の
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
は
、
自
己
と
他
己
が
無
意
識
で
統
合
さ
れ
、
解
脱

に
到
り
ま
す
と
、
過
去
と
未
来
が
現
在
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
順
序
が
逆
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
が
、
最
後
の
結
論

に
あ
り
ま
す
「
こ
れ
有
時
な
り
。
か
の
山
上
渡
河
の
時
、
こ
の
玉

殿
朱
楼
の
時
を
呑
却
（
ど
ん
き
ゃ
く
）
せ
ざ
ら
ん
や
、
吐
（
と
）

却
せ
ざ
ら
ん
や

」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
山
上
渡

。
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河
の
時
点
か
ら
言
え
ば
、
未
来
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
玉
殿
朱
楼
の

時
は
既
に
含
ま
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
呑
却
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
し
、
現
在
の
玉
殿
朱
楼
の
時
か
ら
言
え
ば
、
過
去
の
山

上
渡
河
の
時
は
今
に
吐
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
境
地
が
、
有
名
な
「
有
時
の
而
今
」
な
の
で
す
。
そ

れ
は

「
過
去
と
未
来
が
統
合
さ
れ
て
い
る
現
在
」
の
こ
と
で
す

、

が
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

説
明
を
先
に
進
め
て
、
こ
の
後
半
の
初
め
の
部
分
の
「
時
さ
る

べ
か
ら
ず
」
ま
で
は
、
現
代
語
訳
で
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
。

次
の
「
時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
ば
、
山
上
の
時
は
有
時
の

而
今
な
り
。
時
も
し
去
来
の
相
を
保
任
せ
ば
、
わ
れ
に
有
時
の
而

今
あ
る
、
こ
れ
有
時
な
り

」
を
も
う
少
し
だ
け
解
説
し
て
お
き

。

。

「

（

）
」

、

、

ま
す

こ
こ
に
出
て
き
ま
す

相

そ
う

で
す
が

そ
れ
は

、

、

、

。

様
相
と
か

特
徴
と
か

属
性
と
か

徴
候
と
い
っ
た
意
味
で
す

し
ば
し
ば

「
体
（
た
い
＝
本
質

」
と
「
用
（
ゆ
う
＝
は
た
ら

、

）

き

」
と
共
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

）さ
て
、
こ
の
部
分
の
意
味
で
す
が
、
時
間
が
、
過
去
と
か
未
来

の
様
相
を
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
山
上
に
居
た
そ
の
時
点
は

「
有

、

時
の
而
今
」
と
言
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
時
間
が
過
去
と
か
未
来

と
い
っ
た
様
相
を
保
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
自
分
自
身
は
「
有
時

の
而
今
」
の
境
地
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
点
で
の
時
間
は
、

「
有
時
の
而
今
」
と
言
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

か
つ
て
は
母
が

家
族
の
皆
に

愛

は

与

え

る

だ

け

愛
を
与
え
た

愛
は
ギ
ヴ
ゥ
・
ア
ン
ド
・
ギ
ヴ
ゥ

で
も

で
も

い
ま
は
与
え
な
い
で

現
在
の
世
の
中
は

欲
し
が
っ
て
い
る

愛
を
な
く
し
て

す
べ
て
の
人
間
関
係
が

ギ
ヴ
ゥ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の

司

法

も

む

ち

ゃ

く

ち

ゃ

世
界
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は

警
察
も

み
ん
な
が

検
察
す
ら
も

愛
を
欲
し
が
っ
て
い
る
の
で

ず
さ
ん
な
り

ど
う
し
て
も

無
実
の
人
を

与
え
る
も
の
よ
り

一
年
も

取
る
も
の
の
方
が
多
く
な
り

監
禁
し
た
罪

テ
イ
ク
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の

ど
う
償
う
か

世
界
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
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民

主

主

義

の

な

れ

の

果

て

法
律
で

あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

決
め
な
け
り
ゃ

社
会
の
秩
序

保
て
な
い

民
主
制
度
の

な
れ
の
果
て
な
り

食

料

捨

て

る

日

本

人

食
料
を

輸
入
す
れ
ど
も

食
べ
き
れ
ず

多
く
を
捨
て
る

日
本
人

天
罰
あ
た
る
は

時
間
の
問
題

家

庭

内

暴

力

増

加

原

因

口
の
た
つ

女
の
人
も

増
え
た
け
ど

暴
力
つ
か
う

傾
向
も

男
の
人
に

強
く
な
り

家
庭
の
暴
力

問
題
と
な
る

自

堕

落

が

本

望

自
堕
落
に

暮
ら
す
は
本
望

死
に
て
も
可

な
の
に
死
な
ず
に

全
介
助

迷
惑
す
る
は

介
護
す
る
人

仁

が

廃

れ

て

義

お

こ

る

徳
目
を

教
え
る
だ
け
で

倫
理
観

高
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
か

老
子
の
教
え

学
び
直
せ
よ

役

割

遂

行

の

み

の

家

家
事
さ
え
も

業
務
の
一
つ
と

す
る
家
の

あ
り
方
示
す

家
族
経
営

協
定
を

農
水
省
が

推
奨
す

と
う
と
う
そ
こ
ま
で

来
て
し
ま
っ
た
の
か

脳

梗

塞

は

生

活

習

慣

病

こ
の
と
こ
ろ

脳
梗
塞
が

増
え
て
い
る

食
習
慣
を

改
め
る
べ
し
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ま
た

人

間

宣

言

人
は

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に

生
ま
れ
な
が
ら
の

無
力
で
あ
り

不
平
等
を

不
自
由

他
者
を
支
え
る
こ
と
で

不
平
等
で
あ
る

平
等
に
す
る

こ
こ
ろ
の
働
き
を

し
た
が
っ
て

も
つ
存
在
で
あ
り

生
ま
れ
な
が
ら
に

誰
で
も
が

他
者
に
支
え
ら
れ
て

平
等
に
死
ん
で
い
く

は
じ
め
て

存
在
で
あ
る

不
自
由
を
逃
れ
ら
れ
る

存
在
で
あ
る

自
作
随
筆
選

な
ぜ
日
本
の
首
相
は
軽
い
の
か

平
成
十
二
年
四
月
十
六
日
付
け
読
売
新
聞
の
「
自
由
席
」
と
い

う
欄
に
、
同
社
の
論
説
委
員
・
梶
原
誠
一
と
い
う
人
が

「
軽
い

、

首
相
に
何
が
で
き
る
」
と
題
し
て
記
事
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
ほ
ど
首
相
が
よ
く
変
わ
る
国
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
こ
の
六
年
間
で
細
川
か
ら
、
羽

田
、
村
山
、
橋
本
、
小
渕
、
森
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

や
ド
イ
ツ
や
ロ
シ
ア
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、
日
本
で
は
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
原
因
が
分
か
ら

な
い
、
と
こ
の
人
は
述
べ
た
の
ち
、
最
後
の
部
分
で
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
は
政
治
権
力
を
ど
れ
だ
け
重
大
に
と
ら
え
、
尊
厳

と
信
頼
を
寄
せ
る
か
の
問
題
だ
ろ
う
。

金
融
、
半
導
体
で
世
界
に
影
響
力
を
持
つ
日
本
の
首
相
だ

が
、
海
外
で
の
知
名
度
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
日
本
は
こ
の
ま
ま

で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

、

、

、

確
か
に

こ
の
人
の
指
摘
す
る
通
り

経
済
的
な
力
を
思
う
時

日
本
の
首
相
の
世
界
に
及
ぼ
す
政
治
的
な
影
響
力
や
、
国
民
が
首
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相
に
懐
く
尊
敬
の
念
の
軽
さ
は
、
今
や
世
界
に
類
を
見
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
が
書
い
て
い
ま
す
よ
う
に
、
日
本
人

は
「
政
治
権
力
を
重
大
に
と
ら
え
、
尊
厳
と
信
頼
を
寄
せ
る
」
こ

と
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
、
私
も
思
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
人
は
そ
れ
が
分

か
ら
な
い
ら
し
い
の
で
す
が
、
で
も
、
そ
れ
は
、
き
っ
と
日
本
人

の
誰
も
が
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
寡
聞

に
し
て
、
そ
れ
が
分
か
る
人
の
言
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。私

は
、
そ
れ
は
、
以
下
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
日
本
人
が
民
主
主

義
以
外
に
思
想
を
持
た
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
欧
米
の
列
強
に
追
い
つ
き
、
追

い
越
す
た
め
に
、
仏
教
を
捨
て
（
廃
仏
毀
釈
令

、
欧
米
に
模
し

）

て
唯
一
絶
対
な
神
と
し
て
（
万
世
一
系
た
る
）
天
皇
（
現
人
神
）

を
位
置
づ
け
、
神
道
と
儒
教
を
思
想
的
バ
ッ
ク
に
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
教
育
勅
語
に
よ
っ
て
国
民
に
教
育
し
た
の
で
す
。

で
も
、
そ
れ
も
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
十
年

に
は
捨
て
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
公
立
の
学
校
教
育
か
ら

は
一
切
の
宗
教
教
育
を
排
除
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
日

本
で
は
、
思
想
と
言
え
そ
う
な
も
の
は

（
自
由
主
義
的
）
民
主

、

主
義
以
外
に
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日

本
の
陥
っ
て
い
る
現
状
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義

と
は
何
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
以

下
、
民
主
主
義
の
本
質
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

民
主
主
義
は
、
ま
ず
第
一
に
、
私
の
理
論
で
言
う
「
自
己
」
を

追
求
す
る
制
度
と
言
え
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
他
者
性
（
他
己
）
は

二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
民
主
主
義
の
確
立
に
決
定
的
な
役
割

を
果
た
し
た
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
な
ど
に
共
通
に
見

ら
れ
る
「
人
間
は
元
来
、
自
由
で
平
等
」
だ
と
す
る
基
本
的
な
考

え
方
に
よ
く
現
れ
て
い
ま
す
。

唐
突
で
す
が
、
こ
の
主
張
は
「
自
己
」
へ
の
執
着
を
離
れ
て
考

え
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
す
。
人
間
は
基
本
的
に
社
会

的
存
在
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
を
、
社
会
を
な
す
他
者
と
の

関
係
で
考
え
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
自
由
で
も
平
等
で
も
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

、

、

、

例
え
ば

そ
れ
は

人
間
の
誕
生
時
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば

直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
が
元
来
自
由
で
あ
る

の
な
ら
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
自
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
誰
か
他
者
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
自
由
ど
こ
ろ
か
、

直
ち
に
死
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
由
が
あ
る
と

、

、

。

言
う
な
ら

そ
れ
は

い
わ
ば
死
の
自
由
が
あ
る
だ
け
な
の
で
す
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普
通
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
極
め
て
不
自
由
で
、
弱
い
存
在
だ
と

。

、

。

言
え
ま
す

こ
れ
は
何
も

赤
ん
坊
だ
け
の
話
で
は
な
い
の
で
す

た
と
え
成
人
し
て
も
、
他
者
な
く
し
て
は
自
由
で
は
あ
り
得
ま
せ

ん
。
他
者
が
い
な
け
れ
ば
、
生
活
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
自
分

で
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
不
自
由
か
は

想
像
し
て
み
た
だ
け
で
十
分
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

国
で
い
っ
て
も
、
い
ま
、
日
本
人
が
謳
歌
し
て
い
る
こ
の
贅
沢
な

暮
ら
し
は
、
外
国
の
貧
し
い
人
た
ち
の
安
い
労
働
力
に
負
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
れ
を
収
奪
し
て
い
る
お
陰
な
の
で
す
。

話
し
を
平
等
に
移
し
て
み
て
も
、
自
由
の
場
合
と
大
同
小
異
で

す
。
人
間
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
不
平
等
な
の
で
す
。
容
貌
も

能
力
も
千
差
万
別
で
す
。
ま
た
、
親
の
経
済
状
態
も
人
格
も
同
様

で
す
。
ど
こ
に
も
平
等
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
先
程
の
国
で
い
い

ま
し
て
も
、
餓
死
者
が
多
く
出
て
い
る
国
（
地
域
）
や
内
戦
の
絶

え
な
い
国
（
地
域
）
に
生
ま
れ
る
人
と
、
平
和
で
豊
か
な
国
に
生

ま
れ
る
人
で
は
、
天
地
の
差
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
同
じ
国

内
で
も
、
生
ま
れ
る
人
種
や
身
分
に
よ
っ
て
実
質
的
に
差
別
が
存

在
し
て
い
る
の
で
す
。

実
は
、
こ
う
し
た
不
平
等
を
、
平
等
た
ら
し
め
る
原
理
は
人
間

の
も
つ
精
神
の
働
き
と
し
て
の
他
者
性
（
他
己
）
の
中
に
し
か
存

在
し
な
い
の
で
す
。
自
己
を
追
求
す
る
民
主
主
義
の
原
理
の
中
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
、
封
建
制
度
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た

、

、

せ
い
も
あ
る
の
で
す
が

民
主
主
義
確
立
者
た
ち
の
頭
の
中
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
う
し
た
人
た
ち
が
、
勿
論
、
他
者
な
い
し
は
社
会
へ
の
配
慮

を
全
く
欠
い
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
欠
い
て
い

た
の
な
ら
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
直
ち
に
「
人
は
人
に

対
し
て
狼
」
と
な
り

「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
と
な
っ

、

て
し
ま
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
傾
向
を
全
く
逃
れ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
も
、
完
全
に
そ
う
な
っ
て
い
る
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
民
主
主
義
確
立
者
た

ち
は
、
人
間
が
、
狼
の
よ
う
な
動
物
と
違
っ
て

「
理
性
的
な
存

、

在
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
解
決
法

を
考
え
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
分
が
自
由
で
平
等
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
他

者
も
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
互
い
に
そ
う
な
る
よ
う
に

「
約
束
」
で
解
決
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
約
束
の

内
容
に
は
前
述
の
三
人
の
間
で
多
少
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般

に
は
そ
れ
を
「
社
会
契
約
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

で
も
、
そ
れ
が
、
基
本
的
に
他
者
性
を
欠
い
て
い
て
、
き
わ
め

て
自
己
に
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
そ
う
し
た
人

た
ち
の
影
響
下
で
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
の

こ
と
を
思
え
ば
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
中
に
は
平
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等
と
自
由
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
白
人
（
特
に
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
）
と
い
う
人
種
（
自
己
）
に
閉
じ
て
は
通
用
し

ま
し
た
が
、
同
じ
人
間
で
あ
る
、
当
時
の
先
住
民
の
人
や
黒
人
や

黄
色
人
種
と
い
う
他
者
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
そ
し
て
悲
し
い
か
な
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
現

状
や
ア
メ
リ
カ
が
唱
え
る
規
制
緩
和
、
自
由
競
争
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
現
在
で
も
、
こ
う
し
た
状

況
は
解
消
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

で
は
、
ど
こ
に
間
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、

他
者
性
を
回
復
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
多

く
の
人
は
、
理
性
は
人
間
の
本
質
で
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
に
よ
い
解
決
法
が
あ
る
訳
が
な
い
、
と
考
え

る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

で
も
、
私
は
、
人
間
の
本
質
の
捉
え
方
に
間
違
い
が
あ
る
と
思

っ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
の
精
神
に
は
民
主
主
義
が
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
自

己
」
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
他
者
の
こ
と
を
思
う
、

「
他
己
」
と
い
う
精
神
の
働
き
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
い

は
、
人
間
は
理
性
を
も
つ
前
に
、
そ
の
基
礎
に
は
「
人
の
心
を
感

じ
る
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
「
感
情
」
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
っ

と
言
い
ま
す
と
、
人
間
は
理
性
で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で

す
。
私
の
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
言
い
ま
す
と
、
理

性
（
認
知
－
言
語
機
能
）
の
基
礎
に
は
、
情
動
－
感
情
機
能
が
あ

る
の
で
す
。

前
述
の
三
人
は
、
共
に
人
間
の
行
動
の
原
動
力
と
し
て

「
欲

、

望
」
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
人
間
を
動
か
す
も

の
は
、
自
己
の
欲
望
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
拮
抗
し
た

「
感
情
」
も
働
い
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
働
か
す
よ
う
に

努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
人
間
は
本
来
、
そ
う
し
た

存
在
な
の
で
す
。

こ
の
感
情
と
い
う
精
神
の
働
き
は
、
人
間
が
動
物
か
ら
人
間
に

進
化
し
た
と
き
、
人
間
の
基
本
的
条
件
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的

に
言
い
ま
す
と
「
神
か
ら
授
か
っ
た
」
も
の
と
言
え
る
の
で
す
。

近
代
合
理
主
義
を
支
え
る
理
性
は
そ
の
後
で
人
間
に
備
え
ら
れ
た

。

、

、

も
の
な
の
で
す

人
間
の
本
質
は

自
己
か
ら
他
己
が
分
化
し
て

動
物
に
は
な
か
っ
た
感
情
を
頂
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

こ

の
人
間
の
本
来
的
な
契
機
を
取
り
戻
さ
な
い
か
ぎ
り
、
民
主
主
義

。

、

の
自
己
追
求
性
を
解
消
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す

つ
ま
り

ど
ん
な
に
「
理
性
的
に
」
約
束
を
作
っ
て

「
憲
法
」
に
書
こ
う

、

、

、
「

」

、

、

と
も

あ
る
い
は

条
約

を
取
り
交
わ
そ
う
と
も

そ
れ
は

紙
の
上
に
書
い
た
た
だ
の
絵
空
事
に
、
い
つ
か
は
終
わ
っ
て
し
ま

う
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
民
主
主
義
の
限
界
・
制
約
に
も
関

わ
ら
ず
、
欧
米
で
は
も
う
何
百
年
も
民
主
主
義
が
続
い
て
き
ま
し
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た
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
戦
後
五
十
年

、

、

、

し
か
経
た
な
い
の
に

人
々

特
に
若
者
の
こ
こ
ろ
が
荒
廃
し
て

社
会
が
崩
壊
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
に
で
す
。

私
は
、
そ
れ
は
、
欧
米
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
根
強
く
息
づ
い
て

き
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。

既
に
、
宗
教
改
革
を
な
し
た
ラ
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ィ
ン
で
は
自
己

化
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く

「
隣
人
愛
」
や
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
資
本

主
義
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
し
ま
し
た
「
勤
勉
・
節
制
・
ま
じ

め
・
質
素
な
ど
の
禁
欲
的
倫
理
」
な
ど
、
神
の
課
す
義
務
（
人
の

義
）
は
、
憲
法
や
条
約
の
よ
う
な
「
社
会
契
約
」
を
超
え
て
人
間

に
、
他
己
の
働
き
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
す
。
こ
こ
に
欧
米
と

日
本
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
す
。
日
本
人
は
、
近
代
化
の

中
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
仏
教
も
儒
教
も
神
道
も
す
べ
て
失
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
較
べ
て
欧
米
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
、

人
々
の
心
の
中
に
ず
っ
と
存
在
し
続
け
て
き
た
の
で
す
。

、

。

で
も

い
ま
や
欧
米
も
徐
々
に
宗
教
性
を
失
っ
て
来
て
い
ま
す

こ
の
ま
ま
、
積
極
的
な
欲
望
の
肯
定
（
利
便
性
・
快
適
性
・
享
楽

性
の
追
求
）
が
続
き
ま
す
と
、
地
球
は
や
が
て
疲
憊
（
ひ
は
い
）

し
て
滅
亡
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
の
こ
と
を
思
う
他
己
性
を
失
い
ま
す
と
、
記

事
を
書
い
た
編
集
委
員
の
人
の
言
う
、
他
者
へ
の
信
頼
感
も
な
く

な
り
ま
す
し
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
は
な
く
な
っ
て
行
き
ま
す
。

民
主
主
義
で
は
、
親
も
子
も
同
等
・
対
等
で
す
し
、
教
師
と
生

徒
も
同
様
で
す
。
人
間
と
し
て
、
み
ん
な
同
等
・
対
等
な
尊
厳
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
人
一
人
が
思
想
を
も
ち
、
そ
れ
を
議
論

を
通
じ
て
ぶ
つ
け
合
い
、
説
得
し
合
っ
て
、
意
見
が
合
わ
な
い
時

は
、
最
後
は
、
集
団
の
意
志
を
多
数
決
で
決
す
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
ル
ソ
ー
の
言
う
「
一
般
意
志
（
＝
常
に
公
共
的
利

益
を
め
ざ
す
誤
り
の
な
い
意
志

」
に
到
達
す
る
と
い
う
訳
で
す

）

が
、
私
か
ら
見
ま
す
と
馬
鹿
げ
た
話
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を
超
え

る
哲
学
を
だ
れ
も
提
示
し
得
て
い
ま
せ
ん
。

こ
う
考
え
て
き
ま
す
と
、
こ
の
人
が
い
う
「
政
治
権
力
を
重
大

に
と
ら
え
、
そ
れ
に
尊
厳
と
信
頼
を
寄
せ
る
」
こ
と
は
、
民
主
主

義
の
原
理
に
矛
盾
す
る
の
で
す
。

民
主
主
義
だ
け
が
行
動
の
支
え
と
な
る
社
会
で
は
、
必
然
的
に

「
あ
ら
ゆ
る
権
力
」
は
権
威
を
失
い
、
誰
も
権
力
を
重
大
と
も
尊

厳
が
あ
る
と
も
思
い
ま
せ
ん
し
、
信
頼
も
し
な
い
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
同
等
・
対
等
だ
か
ら
で
す
。

そ
う
し
た
社
会
で
は
、
伝
統
や
慣
習
は
廃
れ
、
人
々
の
規
範
性

は
薄
れ
、
歴
史
が
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が

規
則
（
法
律
・
法
令
な
ど
）
で
決
め
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
の
規
則

は
朝
令
暮
改
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
そ
れ
は
、
常
に
、
そ
の
時

そ
の
時
の
多
数
の
人
の
「
利
益
と
選
好
」
に
基
づ
い
て
刻
々
に
変
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化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ

と
が
刹
那
的
に
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
、
民
主
主
義
以
外
の
全
て
の
思
想
を
失
っ
た
日
本
で
、

軽
い
首
相
が
次
々
と
誕
生
す
る
真
の
原
因
な
の
で
す
。

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
そ
の
グ
ル
ー

プ
の
人
た
ち
の
書
い
た
本
の
中
に
も

「
行
き
詰
ま
っ
た
民
主
主

、

義
」
を
打
開
す
る
た
め
に
は
「
利
益
と
選
好
の
極
大
化
」
に
努
め

る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
「
自
己
」

の
契
機
を
な
す
「
自
我
（
自
己
中
心
的
な
は
か
ら
い

」
と
「
情

）

動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分
な
ど

」
の
働
き
の
み
に
頼
ろ
う
と
す

）

る
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
全
く
「
他
己
」
の
契
機
が
失
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

意
識
水
準
で
言
い
ま
す
と
、
い
ま
緊
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
に
、

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
「
感
情
」
と
他
者
の
意
図

や
期
待
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
「
人
格
」
の
働
き
を
取
り

戻
す
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
一
口
で
言
い
ま
す
と
中
国
で
重
視
さ
れ
た
価
値
、
特

に
孔
子
が
説
い
た

「
仁
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
す

「
己
を
制

、

。

し
て
、
他
者
を
立
て
る
」
と
い
う
価
値
を
見
直
す
こ
と
で
す
。

あ
る
い
は
、
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
編
集
委
員
の
人
が
書

、

「

」

、

い
て
い
ま
す

政
治
権
力
へ
の

信
頼

を
取
り
戻
す
た
め
に
は

飛
躍
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
信
仰
を
取
り

戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

人
を
信
じ
る
精
神
の
働
き
は

「
あ
た
ま
」
で
そ
う
し
よ
う
と

、

思
っ
て
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
私
の
理
論
で
言

い
ま
す
と
、
自
己
と
他
己
を
統
合
す
る
働
き
が
な
け
れ
ば
、
そ
う

は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
の
統
合
の
働
き
は
、
実
は
、
意
識
水
準

だ
け
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
す
。
無
意
識
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
実
は
、
そ
れ
は
、
仁
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
す
。
道

「

」

、

、

元
が

人
は
磨
い
て
仁
に
至
る

と
言
っ
て
い
ま
す
が

そ
れ
は

こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

自
分
が
相
対
的
存
在
で
あ
り
、
有
限
で
時
間
的
で
あ
る
こ
と
を

心
底
か
ら
よ
く
自
覚
し
、
絶
対
で
、
無
限
・
永
遠
な
る
境
地
に
達

し
た
聖
者
（
釈
尊
・
老
子
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
ど
）
の

言
わ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
そ
れ
に
則
っ
て
生
き
る
と
き
だ
け
、

私
た
ち
は
、
自
己
中
心
性
を
脱
し
て
、
他
者
と
共
に
仲
良
く
平
和

に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
冒
頭

の
記
事
を
書
い
た
編
集
委
員
の
人
の
言
う

「
政
治
権
力
の
重
大

、

性
と
そ
の
尊
厳
の
認
識
や
、
そ
れ
へ
の
信
頼
」
を
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
道
は
、
繰
り
返

す
よ
う
で
す
が
、
悲
し
い
か
な
、
民
主
主
義
の
原
理
の
中
に
は
存

在
し
な
い
の
で
す
。

私
は
、
多
く
の
人
が
、
そ
の
こ
と
に
早
く
気
づ
く
よ
う
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
、
切
に
願
っ
て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。
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後
記

一
、
も
う
周
辺
の
田
ん
ぼ
で
は
、
田
植
え
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

暦
の
上
で
は
、
夏
と
い
う
こ
と
で
急
に
暑
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。

新
緑
が
と
て
も
目
に
は
え
ま
す
。

二
、
今
月
も
、
先
月
に
続
い
て
随
筆
が
長
く
な
り

「
釈
尊
の
こ

、

と
ば
」
を
お
休
み
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
道
元
の
『
正
法

眼
蔵
』
の
解
説
も
、
少
し
こ
と
ば
足
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
よ
く
原
文
と
対
応
さ
せ
な
が

ら
お
読
み
頂
け
れ
ば
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
て
し
ょ

う
か
。

三
、
今
月
の
随
筆
「
な
ぜ
日
本
の
首
相
は
軽
い
の
か
」
は
、
今
度

書
く
予
定
の
「
民
主
主
義
に
関
す
る
論
文
」
の
下
書
き
に
な
り
そ

う
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

四
、
こ
の
随
筆
の
中
に
は
、
西
洋
の
思
想
家
の
考
え
方
や
哲
学
な

ど
が
、
突
如
、
引
用
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
と
ま
ど
わ
れ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
論
文
で
は
、
彼
ら
の
主
張
を
文
献
を
引
用
し
な
が

ら
、
詰
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

五
、
先
般
来
、
高
校
生
（
に
あ
た
る
年
齢
）
の
若
者
が
、
凶
悪
な

犯
罪
を
三
件
お
こ
し
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
男
子
と
の
異
性
不
純

交
遊
を
注
意
さ
れ
て
、
女
子
が
父
親
を
刺
殺
し
た
事
件
で
す
。
二

つ
目
は
、
殺
す
経
験
を
し
て
み
た
か
っ
た
と
い
う
動
機
と
言
え
な

い
動
機
で
え
ん
も
ゆ
か
り
も
な
い
婦
人
を
刺
殺
し
た
、
秀
才
と
言

わ
れ
る
子
の
事
件
で
す
。
三
つ
目
は
、
バ
ス
を
乗
っ
取
り
、
一
人

刺
殺
し
、
何
人
も
傷
害
を
追
わ
せ
た
事
件
で
す
。
こ
れ
ら
の
事
件

を
見
て
い
ま
す
と
、
私
の
言
う
「
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
」
が
、

ま
す
ま
す
若
者
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。

六
、
い
ま
議
論
に
な
っ
て
い
ま
す
憲
法
改
正
も
教
育
改
革
も
、
民

主
主
義
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
な
く
し
て
は
、
改
善
で
は
な

く
改
悪
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

七
、
ま
ず
、
緊
要
な
こ
と
は
、
日
本
人
が
「
他
己
」
を
含
ん
だ
、

「
真
の
思
想
」
を
取
り
戻
す
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
そ
の
候
補
と

し
て
、
日
本
人
が
元
来
培
っ
て
き
た
宥
和
（
ゆ
う
わ
）
の
精
神
が

。

、

。

あ
り
ま
す

そ
れ
は

私
の
理
論
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
す

月
刊

平
成
十
二
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
一
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

五
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
五
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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