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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
二
巻

三
月
号

法
が
廃
れ
る

以
前
か
ら

法
曹
界
が

無
茶
苦
茶
と

思
っ
て
い
た
け
ど

そ
れ
を
露
呈
す

法
で
食
う

法
の
番
人

法
を
無
視

法
を
汚
し
て

法
が
廃
れ
る

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
な
く
て
も

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で

な
く
て
も
よ
い
で
は
な
い
か

二
番
目
で
も
三
番
目
で
も

み
ん
な
仲
良
く

暮
ら
す
こ
と
の
方
が

ず
っ
と
大
切
で
は
な
い
の
か
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
八
六
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
三
〇
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。

葉
県
（
せ
っ
け
ん
）
の
帰
省
（
き
せ
い
）
禅
師
は
、
臨
済

の
法
孫
な
り
、
首
山
（
し
ゅ
ざ
ん
）
の
嫡
嗣
（
て
き
し
）
な

り
。
あ
る
と
き
、
大
衆
（
だ
い
し
ゅ
）
に
し
め
し
て
い
は

く
、
有
時
意
到
句
不
到
、
有
時
句
到
意
不
到
。
有
時
意
句
両

倶
到
、
有
時
意
句
倶
不
到
〔
有
時
は
意
到
り
て
句
到
ら
ず
、

有
時
は
句
到
り
て
意
到
ら
ず
。
有
時
は
意
句
両
（
ふ
た
）
つ

倶
（
と
も
）
に
到
り
、
有
時
は
意
句
倶
に
到
ら
ず

。
〕

意
句
と
も
に
有
時
な
り
、
到
不
到
と
も
に
有
時
な
り
。
到

時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。
意
は
驢
（
ろ
）

な
り
、
句
は
馬
（
ば
）
な
り
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
せ

り
。
到
そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、
不
到
こ
れ
未
来
に
な
ら
ず
。
有

時
か
く
の
ご
と
く
な
り
。

到
は
到
に
○
礙
（
け
い
げ
）
さ
ら
れ
て
不
到
に
○
礙
さ
ら

れ
ず
、
不
到
は
不
到
に

礙
せ
ら
れ
て
到
に

礙
せ
ら
れ

ず
。
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を

み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な

り
、
こ
れ
時
な
り
。
礙
は
他
法
に
使
得
（
し
と
く
）
せ
ら
る

と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な

り
。
我
逢
人
（
が
ふ
に
ん
）
な
り
、
人
逢
人
な
り
。
我
逢
我

な
り
、
出
逢
出
な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁

麼
な
ら
ざ
る
な
り
。

〔

（

）

「

」

〕

○
＝

け
い

は

罫

の
ト
が
な
い
字
で
す

例
に
よ
っ
て
、
参
考
ま
で
に
玉
城
康
四
郎
著
『
現
代
語
訳
正
法

』（

）

、

、

眼
蔵
１

大
蔵
出
版
刊

の
現
代
語
訳
を

最
初
の
段
落
の
み

引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

葉
県
の
帰
省
禅
師
は
、
臨
済
義
玄
の
法
孫
で
あ
り
、
首
山

省
念
の
法
を
嗣
（
つ
）
い
で
い
る
。
あ
る
と
き
僧
衆
に
示
し

て
い
う
に
、

「
あ
る
と
き
は
、
思
い
は
届
い
て
も
言
葉
が
届
か
な
い
。

あ
る
と
き
は
、
言
葉
は
届
い
て
も
思
い
が
届
か
な
い
。
あ
る

と
き
は
、
思
い
も
言
葉
も
届
い
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
、
思

い
も
言
葉
も
届
か
な
い
」
と
。

以
下
は
、
い
つ
も
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
玉
城
康
四
郎
著
の
訳

が
余
り
に
も
直
訳
過
ぎ
て
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
意

訳
に
な
っ
て
い
る
訳
（
で
、
こ
ん
な
の
も
あ
る
）
例
と
し
て
、
谷

口
清
超
著
『
正
法
眼
蔵
を
読
む
（
中
巻

（
日
本
教
文
社
刊
）

）
』

の
も
の
を
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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意
と
は
即
ち
心
で
あ
り
、
句
と
は
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
意

も
句
も
、
倶
（
と
も
）
に
「
有
時
」
で
あ
る
。
到
不
到
も
倶

に
「
有
時
」
で
あ
る
。
到
る
時
が
未
だ
来
て
い
な
く
て
も
、

不
到
の
時
は
す
で
に
来
て
い
る
。
そ
れ
は
「
有
時
」
だ
か
ら

だ
。
意
は
驢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
句
は
馬
の
よ
う
な
も

の
。
即
ち
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て

乗
物
”
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
人
公
は
到
の
時
来

"

た
の
で
は
な
く
、
不
到
の
時
来
て
い
な
い
の
で
も
な
い
。
も

う
す
で
に
「
有
時
」
に
お
い
て
は
あ
る
の
だ
。
そ
れ
が
「
有

時
」
で
あ
る
。

到
と
い
う
と
到
に
引
っ
か
か
り
、
不
到
に
は
引
っ
か
か
ら

な
い
。
不
到
の
時
は
不
到
に
引
っ
か
か
っ
て
、
到
に
引
っ
か

か
ら
ぬ
。
意
（
こ
こ
ろ
）
が
意
を
礙
げ
、
意
を
色
々
に
批
判

す
る
。
句
（
こ
と
ば
）
が
句
を
礙
げ
、
句
を
解
釈
す
る
。
こ

う
し
て
凡
（
あ
ら
）
ゆ
る
引
っ
か
か
り
が
か
ら
み
合
い
、
批

判
が
交
錯
し
合
う
。
し
か
し
こ
れ
は
現
象
の
時
に
関
し
て
の

こ
と
だ
。
こ
の
引
っ
か
か
り
（
礙
）
は
一
方
真
理
に
よ
っ
て

自
由
自
在
に
使
わ
れ
悟
り
に
導
か
れ
る
と
は
い
う
も
の
の
、

礙
（
げ
）
が
真
理
を
礙
（
さ
ま
た
）
げ
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
ば
「
わ
れ
人
に
会
う
」
と
い
う
時
、
人
が
人
に

会
い
、
ま
た
我
が
我
に
会
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
出
（
実

相
の
現
れ
）
が
出
に
会
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
も
し
「
有

時
」
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
も
、
か
な
り
難
解
の
よ
う
で
、
解
説
書
に
よ
っ
て
解

釈
が
異
な
り
ま
す
。
も
っ
と
言
い
ま
す
と

「
解
釈
」
し
て
い
る

、

と
言
え
そ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
字
句
の
置
き
換
え
や
、
そ

の
言
葉
が
出
て
き
た
出
典
の
よ
う
な
も
の
の
解
説
は
あ
る
の
で
す

が
、
納
得
で
き
る
ほ
ど
の
「
解
釈
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

例
え
ば
、
現
代
語
訳
と
し
て
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
お
二
人

の
訳
で
も

「
到
る
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た

、

く
分
か
り
ま
せ
ん
。
玉
城
康
四
郎
著
の
訳
で
は

「
届
く
」
と
訳

、

し
て
い
ま
す
が
、
何
が
「
ど
こ
へ
」
届
く
の
か
が
不
明
で
す
。
ま

た
、
谷
口
清
超
著
の
訳
で
は

「
到
る
」
は
そ
の
ま
ま
「
到
る
」

、

に
な
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
「
到
る
」
は
、
こ
と
ば
や
こ
こ
ろ
が
「
他
者
（
相

）
」

、

、

。

手

に
到
る

あ
る
い
は
届
く

と
理
解
し
た
い
と
思
い
ま
す

、

、

こ
う
思
っ
て

出
だ
し
の
帰
省
禅
師
の
こ
と
ば
を
読
み
ま
す
と

前
回
お
よ
び
前
々
回
の
「
拈
華
微
笑
（
ね
ん
げ
み
し
ょ
う

」
の

）

話
に
つ
な
が
り
ま
す
。
も
う
一
度
こ
の
二
回
分
を
復
習
し
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

今
回
、
解
説
し
ま
す
部
分
を
三
つ
の
段
落
に
分
け
ま
す
と
、
最

初
の
部
分
（
帰
省
禅
師
の
こ
と
ば
）
は
、
前
回
、
前
々
回
の
分
を

お
読
み
頂
け
れ
ば
、
解
説
は
不
要
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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次
の

「
意
句
と
も
に
有
時
な
り
・
・
・
有
時
か
く
の
ご
と
く

、

な
り
」
ま
で
の
第
二
段
も
、
次
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
読
ん
で

、

。

頂
け
れ
ば

た
い
し
て
難
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

「
有
時
と
は
何
か
」
を
昨
年
の
一
月
号
（
第
十
一
巻
）
で
解
説

、

「

」

。

し
ま
し
た
が

そ
れ
は

人
間
精
神
の
存
在
そ
の
も
の

で
し
た

そ
う
考
え
ま
す
と
、
意
句
も
到
不
到
も
有
時
と
言
え
ま
す
し
、
ま

た
、
人
間
精
神
は
、
常
に
過
去
と
未
来
を
今
（
現
在
）
に
統
合
し

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら

「
・
・
・
有
時
か
く
の
ご
と
く
な
り
」

、

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
意
や
句
を
驢
や
馬
に
た
と
え
る
の
は
、
こ

れ
ま
で
の
前
二
回
の
た
と
え
を
見
れ
ば
、
た
い
し
た
飛
躍
は
な
い

よ
う
に
思
え
ま
す
。

、

。

残
り
の
第
三
段
で
す
が

な
か
な
か
難
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す

ま
ず
「
到
は
到
に
○
礙
（
け
い
げ
）
さ
ら
れ
て
不
到
に
○
礙
さ

ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に

礙
せ
ら
れ
て
到
に

礙
せ
ら
れ
ず
」

で
す
が
、
こ
こ
の
「
到

「
不
到
」
は
、
言
葉
や
こ
こ
ろ
に
よ
っ

」

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
「
可
能
」
か
「
不
可
能
」
か
を
示
す

も
の
で
し
た
か
ら
、
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
可
能
と
不

可
能
は
ハ
ッ
キ
リ
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を

み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
」

で
す
が
、
こ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
、
区
別
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す

「
～
を
さ
え
」
と
い
う
言
い
方
は
、
分
か
り
に

。

く
い
の
で
す
が

「
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
」
で
す
と
、
こ

、

こ
ろ
は
、
こ
こ
ろ
を
媒
介
と
し
て
（
通
じ
て
、
に
徹
し
て
）
こ
こ

ろ
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
礙
は
他
法
に
使
得
（
し
と
く
）
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、

他
法
を
礙
す
る
礙
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
」
で
す
が
、
こ
の
礙

は
、
ど
こ
ま
で
も
受
け
身
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に
何
か
を
さ
ま
た

げ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
ろ
や
こ

と
ば
が
通
じ
な
い
の
は
、
通
じ
な
く
す
る
精
神
の
働
き
が
、
積
極

的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
や
こ
こ
ろ
の
働
き
に
備
わ
っ
た

働
き
で
あ
る
と
、
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
「
我
逢
人
（
が
ふ
に
ん
）
な
り
、
人
逢
人
な
り
。
我
逢
我

な
り
、
出
逢
出
な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な

ら
ざ
る
な
り
」
で
す
が
、
私
が
人
に
会
う
の
は
、
人
が
人
に
会
う

こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
自
分
が
自
分
に
会
う
こ
と
で
あ
り
、
出
て

い
く
こ
と
が
出
て
い
く
こ
と
に
会
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
も

し
人
間
精
神
が
時
間
的
特
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
は

言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

時
間
は
自
己
と
他
己
の
統
合
で
す
。
人
に
会
う
こ
と
は
、
そ
の

直
接
的
な
現
れ
な
の
で
す
。
人
が
人
に
会
う
こ
と
は
、
お
互
い
に

こ
こ
ろ
を
開
い
て
外
に
出
て
い
く
と
い
う
、
相
互
的
な
行
為
な
の

で
す
。
自
己
と
他
己
の
統
合
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
時
間
と
い
う

こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。



- 5 -

自
作
詩
短
歌
等
選

安

ら

ぎ

と

癒

し

い
ま
は
や
る

こ
と
ば
の
中
に

「
安
ら
ぎ
」
が

「
癒
し
」
と
共
に

頻
出
す

自
己
の
肥
大
を

示
す
こ
と
ば
ぞ

養

生

訓

ス
ト
レ
ス
を

た
め
ず
運
動

怠
る
な

粗
食
に
耐
え
て

笑
い
た
や
す
な

凡

愚

が

滅

ぼ

す

誤
り
て

虚
妄
の
世
界
を

真
実
と

受
け
取
る
凡
愚

地
球
滅
ぼ
す

根

無

国

民

日
本
人

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

失
っ
て

世
界
唯
一
の

根
無
国
民

共

通

な

こ

こ

ろ

の

あ

り

方

い
ま

グ
ロ
ー
バ
ル
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は

経
済
で
は
な
く
て

人
の
こ
こ
ろ
の

あ
り
方

全
て
の
恨
み
ご
と
は

水
に
流
そ
う

兵
器
は
す
べ
て

捨
て
よ
う

ど
ん
な
理
由
で
も

人
に
暴
力
を

ふ
る
う
ま
い

略
奪
・
収
奪
を

や
め
よ
う

う
そ
は
決
し
て

つ
く
ま
い

他

己

を

育

て

る

教

育

自
己
の
生
き
る
力

個
性
の
伸
張

と
い
っ
た

自
己
の
肥
大
化
を

も
た
ら
す
教
育
で
は

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は

ま
す
ま
す

自
己
肥
大
を

も
た
ら
す
だ
け

人
を
生
か
す
力

自
我
の
没
却

と
い
っ
た

他
己
の
芽
を

摘
み
取
ら
な
い
よ
う
な

教
育
を
し
な
け
れ
ば
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人

を

助

け

る

義

務

文
化
的
に
生
活
す
る

権
利
を
有
す
る

権
利
は
あ
っ
て
も

保
障
は
さ
れ
な
い

貧
富
の
差
は
拡
大
し

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
も

役
に
立
た
な
い

そ
れ
は

人
を
助
け
る
義
務
を

言
わ
な
い
か
ら

あ
ら
ゆ
る
人
は
誰
で
も

人
を
助
け
る
義
務
を

背
負
っ
て
い
る
の
だ
ぞ

教

養

教

育

の

再

評

価

い
ま

大
学
で
は

教
養
教
育
が
大
切
だ

と
い
う

思
想
・
宗
教
を
否
定
し
て

何
が

教
養
教
育
か

わ

が

子

を

殺

す

母

母
親
も

人
間
性
を

失
っ
て

わ
が
子
で
さ
え
も

殺
し
て
し
ま
う

小

手

先

農

業

政

策

農
業
を

小
手
先
だ
け
の

政
策
で

救
済
で
き
る
と

思
う
な
政
府

天

罰

あ

た

る

は

必

定

物
質
の
尊
厳
を
お
か
し

生
命
の
尊
厳
を
お
か
し

精
神
の
尊
厳
を
お
か
し
て

「
自
己
」
主
張
を
し
続
け
る

あ
わ
れ
な
人
間
た
ち
よ

天
罰
は
そ
こ
ま
で

来
て
い
る
ぞ

ケ

ア

ー

の

い

る

学

校

学
校
に

こ
こ
ろ
無
く
な
り

い
ま
教
師

ケ
ア
ー
を
し
た
り

ケ
ア
ー
を
さ
れ
た
り

弱

み

を

暴

く

小

説

家

文
学
を

隠
れ
蓑
に
し

小
説
に

人
の
弱
み
を

あ
ば
い
て
は

金
を
儲
け
る

作
家
た
ち

出
版
差
止
め

当
た
り
前
ぞ
よ
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自
作
随
筆
選

行
動
予
測
の
困
難
さ

読
売
新
聞
の
神
奈
川
県
版
三
月
六
日
付
け
夕
刊
に
、
ま
た
、
徳

島
県
版
で
は
三
月
八
日
付
け
朝
刊
に
、
紙
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
新

千
年
紀
と
題
し
て
小
和
田
恒
氏
と
中
西
輝
政
氏
と
グ
レ
ン
・
フ
ク

シ
マ
氏
の
対
談
が
載
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
記
事
の
一
部
に
、

「
基
調
報
告
」
と
題
し
て
、
グ
レ
ン
・
フ
ク
シ
マ
氏
の
寄
稿
が
載

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

五
年
以
上
の
中
長
期
の
展
望
で
は
、
日
本
が
世
界
で
最
も

競
争
力
の
あ
る
国
の
一
つ
と
し
て
復
活
す
る
と
私
は
楽
観
し

て
い
る
。
し
か
し
短
期
的
に
は
、
日
本
の
組
織
が
よ
り
柔
軟

か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
、
決
断
力
に
富
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で

多
様
性
を
持
ち
リ
ス
ク
や
不
確
実
性
、
予
見
不
可
能
な
問
題

に
対
処
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
痛
み
を
伴
う
移
行
期

を
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
資
本
主
義
の
自
由
競
争

は
勝
者
と
敗
者
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
を
、
今
ま
で
以
上

に
受
け
入
れ
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

果
し
て
「
日
本
が
世
界
で
最
も
競
争
力
の
あ
る
国
の
一
つ
と
し

て
復
活
す
る
」
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
次
に
あ
り
ま
す
「
日
本

の
組
織
が
よ
り
柔
軟
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
、
決
断
力
に
富
み
、

グ
ロ
ー
バ
ル
で
多
様
性
を
持
ち
、
リ
ス
ク
や
不
確
実
性
、
予
見
不

」

、

可
能
な
問
題
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
考
え
て
い
る
点
に

私
は
、
ま
ず
、
大
き
な
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
中
に
「
予
見
不
可
能
な
問
題
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
実
は
、
現
在
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
、
自
然
災
害
や
疫

病
の
流
行
、
偶
発
的
事
故
は
言
う
に
及
ば
ず
、
政
治
や
経
済
、
文

化
な
ど
、
人
間
行
動
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
ど
ん
ど
ん
と
「
予
見
不

可
能
」
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
政
治
的
に
、
経
済
的
に
、

あ
る
い
は
、
テ
ロ
行
為
な
ど
も
含
め
て
、
何
が
起
こ
る
か
が
予
測

で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
予
測
と
い
う
事
で
言
え

ば
、
今
後
、
ま
す
ま
す
予
測
で
き
な
く
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と

だ
け
が
、
予
測
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
世
界
中
が

不
安
定
に
な
っ
て
来
て
い
て
、
社
会
を
政
治
的
に
統
治
（
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
）
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
は
、
人
間
の
相
対
的
な
判
断
力

や
決
断
力
で
、
こ
れ
に
「
対
処
」
し
て
乗
り
切
る
な
ど
と
い
っ
た

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
来
る
の
で
す
。

何
故
、
こ
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
必
然
的
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
民
主
主
義
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
・
欠
陥

が
、
時
代
の
進
行
と
と
も
に
、
よ
り
あ
ら
わ
に
な
っ
て
来
た
か
ら
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な
の
で
す
。

民
主
主
義
は
、
本
質
的
に
「
自
己
」
を
追
求
す
る
制
度
な
の
で

す
。
そ
こ
に
人
間
存
在
の
絶
対
的
条
件
で
あ
る
「
他
己
」
の
原
理

は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
原
理
を
失
う
と
き
人
間
は
、
物
か

動
物
に
堕
落
す
る
以
外
に
な
い
、
と
い
う
意
味
で
人
間
の
人
間
た

る
ゆ
え
ん
を
な
す
絶
対
的
条
件
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
民
主
主
義
（
か
つ
て
の
共
産
主
義
や
社
会
主
義
を

含
む
）
で
は
、
こ
の
他
己
の
原
理
が
な
く
な
り
、
自
己
ば
か
り
を

追
求
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
欧
米
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
、
他
己
の
原
理
と
し
て
働
い
て
来
ま
し
た
が
、
い

ま
や
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
に
突
き
つ
け
て
い
る
、

「
自
由
競
争

「
市
場
原
理
至
上
主
義

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

」

」

ョ
ン
」
の
要
求
で
は
、
こ
の
他
己
の
原
理
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
幾
つ
か
の
現
れ
を
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
国
際
的
な
取
決
め
に
つ
い

て
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
会
議
が
何
年
か
前
、

京
都
で
開
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど

は
、
温
暖
化
の
元
凶
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
ガ
ス
排
出
量
の
規
制
に

消
極
的
で
し
た
。
自
分
た
ち
が
、
世
界
で
一
番
多
く
排
出
し
て
い

る
の
に
、
そ
れ
を
発
展
途
上
国
な
み
に
、
引
下
げ
も
し
な
い
で
、

発
展
途
上
国
に
は
こ
れ
以
上
の
排
出
を
差
し
止
め
よ
う
と
し
ま
し

た
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
大
国
の
エ
ゴ
に
よ
る
弱
者
の
無
視
以
外
の

何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん

「
他
己
」
を
働
か
せ
て
、
発
展
途
上

。

国
の
こ
と
を
考
え
る
の
な
ら
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
が
、
発

展
途
上
国
な
み
に
、
化
石
燃
料
の
使
用
量
を
抑
え
る
の
が
、
も
の

の
道
理
と
い
う
も
の
で
す
。

次
に

「
ダ
イ
エ
ー
」
や
「
そ
ご
う
」
に
象
徴
さ
れ
ま
す
よ
う

、

に
、
こ
れ
ま
で
発
展
し
て
来
た
ス
ー
パ
ー
や
百
貨
店
は
、
多
く
が

そ
の
経
営
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
、
小
売
業

で
儲
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
発
展
し
て
い
ま
す
の
は

「
ユ
ニ
ク
ロ
」

、

や
「
ダ
イ
ソ
ー
」
に
象
徴
さ
れ
ま
す
、
破
格
的
な
安
売
り
の
店
な

の
で
す
。
そ
う
し
た
商
売
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
の
は
、
中
国
を

は
じ
め
、
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
安
い
製
品
の
輸
入
で
す
。
先
日
、

タ
オ
ル
業
界
が
成
り
立
た
な
い
と
、
緊
急
輸
入
制
限
を
申
請
し
ま

し
た
。
ま
た
、
椎
茸
や
ピ
ー
マ
ン
な
ど
の
農
産
品
も
、
安
い
ア
ジ

ア
か
ら
の
輸
入
品
に
対
抗
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

自
由
競
争
・
市
場
主
義
な
ど
の
原
理
が
支
配
す
る
世
界
で
は
、

安
い
品
物
に
競
争
力
が
あ
り
、
高
い
品
物
を
凌
駕
し
、
駆
逐
し
て

い
く
の
は
、
国
際
的
に
も
当
然
な
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
よ

く
考
え
て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
人
の
安
い
賃
金
（
日

本
人
の
何
十
分
の
一
か
の
賃
金
）
で
働
い
て
も
ら
っ
て
い
る
お
陰

で
、
安
い
品
物
を
買
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
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マ
ル
ク
ス
で
い
い
ま
す
と
、
搾
取
で
す
。
も
っ
と
現
代
風
に
言
い

ま
す
と
、
他
国
か
ら
の
価
値
の
収
奪
だ
と
言
え
ま
す
。

二
酸
化
炭
素
ガ
ス
の
排
出
量
を
増
や
さ
な
い
で
（
つ
ま
り
、
産

業
発
展
の
基
礎
と
な
る
電
力
消
費
量
や
自
動
車
台
数
な
ど
を
増
や

さ
な
い
で

、
少
し
で
も
豊
か
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
安
い
賃
金

）

の
労
働
集
約
的
な
生
産
品
に
た
よ
る
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目

先
的
に
は
、
先
進
国
は
、
実
は
、
こ
う
し
た
状
態
を
続
け
て
い
く

こ
と
が
、
き
わ
め
て
好
都
合
な
の
で
す
。

自
由
な
競
争
で
は
、
強
者
が
勝
ち
ま
す
。
強
者
と
は
、
現
在
で

は
、
自
由
競
争
・
市
場
主
義
を
建
前
と
し
て
、
自
己
だ
け
を
追
求

し
、
科
学
的
知
識
や
技
術
・
技
能
を
多
く
蓄
積
し
て
い
る
国
や
人

間
た
ち
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
や
、
そ
こ
に
住

む
人
た
ち
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
制
度
の
下
で
は
、
貧
富
の
差
が
開
い
て
い

、

。

、

く
の
は

国
際
的
な
国
家
間
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

国
内
で
も

貧
富
の
差
は
開
い
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
路
上
生
活
者
が

増
え
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
上
層
階
級
の
少
数
の
人
た
ち
が
、
国

家
全
体
の
所
得
の
多
く
の
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
、

ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
、
所
得
税
の
累
進
率
を
低
く
し
た
り
、
相
続

税
率
を
引
き
下
げ
て
、
貧
富
の
差
を
拡
大
す
る
政
策
を
取
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
政
策
を
支
え
る
理
論
は
、
結
果
の
平
等

で
は
な
く
、
機
会
の
平
等
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
社
会
が
活
性
化

す
る
と
い
う
考
え
に
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
の

詭
弁
で
す
。
人
間
に
は
機
会
の
平
等
な
ど
あ
り
得
ま
せ
ん
。

自
由
競
争
・
市
場
原
理
至
上
主
義
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

で
は
、
強
者
が
勝
ち
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
必
然
的
に
貧
富
の
差
を

生
み
出
す
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
他
者
収
奪
的
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
他
者
と
は
自
分
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
で
す
。
物
質
・

（

）

（

）

。

生
命

動
植
物

・
精
神

人
間

の
全
て
の
存
在
の
こ
と
で
す

そ
う
し
た
存
在
を
自
分
の
利
益
と
選
好
〔
快
適
性
・
利
便
性
・
享

（

）
〕

、

。

楽
性

エ
ン
ジ
ョ
イ

の
た
め
に
開
発
し

利
用
す
る
の
で
す

そ
れ
を
ま
さ
に
享
受
で
き
る
人
た
ち
が
説
く
原
理
が
、
前
述
の

三
つ
の
原
理
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

民
主
主
義
が
自
己
追
求
の
原
理
の
み
で
、
宗
教
や
信
仰
に
支
え

ら
れ
て
来
た
他
己
原
理
が
衰
退
し
た
現
在
、
そ
の
制
度
が
多
く
の

矛
盾
を
産
み
だ
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
他
己
原
理
と
は
何
な
の
か
、
検
討
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
人
間
が
、
動
物
か
ら
、
単
な
る
動
物
の
原
理
を
脱
し

て
人
間
に
進
化
し
た
時
に
獲
得
し
た
、
あ
る
い
は
宗
教
的
に
言
え

ば
、
神
や
仏
さ
ま
か
ら
授
与
さ
れ
た
原
理
な
の
で
す
。

そ
の
最
も
分
か
り
や
す
い
現
れ
は
、
動
物
で
は
仲
間
の
死
に
対

し
て
「
こ
こ
ろ
」
を
傷
め
て
、
そ
の
死
を
弔
う
こ
と
は
、
決
し
て

あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
だ
け
が
、
他
者
（
ひ
と
）
の
悲
し
み
を
我
が
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悲
し
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
人
の
喜
び

を
我
が
喜
び
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
を
一
般
的
な

言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
人
間
だ
け
が

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ

、

ろ
」
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
、
他
者
と
情
動
を
共
有
す
る
「
こ
こ
ろ
」
は
、
仲
間

同
士
の
間
の
慣
習
や
伝
統
を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
難
し
く

い
い
ま
す
と
、
倫
理
・
道
徳
で
あ
り
、
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

そ
の
他
者
と
の
情
動
の
共
有
を
突
き
詰
め
て
い
き
ま
す
と
、
絶

対
に
安
定
し
た
他
者
で
あ
る
「
絶
対
他
者
（
神
仏

」
と
、
一
体

）

。

、

、

感
を
体
験
す
る
こ
と
へ
と
向
か
い
ま
す

そ
れ
が

信
仰
で
あ
り

宗
教
で
す
。
そ
の
一
体
感
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
理
屈
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
さ
に
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
な
の
で
す
。
も
っ
と
言
い

ま
す
と
、
無
意
識
の
問
題
な
の
で
す
。
実
は

「
こ
こ
ろ
」
で
他

、、「

」

、

者
と
の
情
動
の
共
有
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も

こ
こ
ろ

に
は

自
己
へ
執
ら
わ
れ
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
欲
望

や
情
緒
や
気
分
へ
の
執
ら
わ
れ
で
す
。
人
間
は
、
そ
う
し
た
も
の

「

」

。

に
よ
っ
て

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

を
麻
痺
さ
せ
る
の
で
す

実
は
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
人
間
は
、
こ
こ
ろ
を
磨
い

て
（
＝
修
行
し
て
）
不
動
な
こ
こ
ろ
に
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

ま
た
、
そ
う
な
る
た
め
に
は

「
意
識
」
で
い
く
ら
そ
う
な
ろ

、

。

、

う
と
思
っ
て
も
だ
め
な
の
で
す

時
間
を
か
け
て
毎
日
ま
い
に
ち

こ
こ
ろ
を
磨
い
て
「
無
意
識
」
の
う
ち
に
そ
う
で
き
る
よ
う
に
な

。

、

、

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

あ
る
い
は

そ
う
な
っ
た
人
を
信
じ

そ
の
教
え
に
則
っ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
時
だ
け
、
そ
う
な
れ

る
の
で
す
。

こ
う
し
た
他
己
の
原
理
の
根
幹
を
磨
い
た
と
き
、
そ
の
上
部
構

造
で
あ
る

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

、
つ
ま
り
中
国
思
想

、

」

の
根
幹
を
な
し
て
き
た
「
仁
」
も
、
私
の
理
論
で
い
う
、
自
我
－

人
格
機
能
の
、
倫
理
や
道
徳
も
、
規
範
性
も
、
伝
統
や
慣
習
の
尊

重
も
み
な
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
る
の
で
す
。

い
ま
、
こ
う
し
た
他
己
の
原
理
が
弱
く
な
り
、
み
な
自
己
を
肥

大
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
支
え
る
思
想
が
、
人
権
を
は
じ
め
と

し
た
権
利
の
主
張
を
中
心
に
す
え
た
民
主
主
義
な
の
で
す
。
あ
る

い
は
、
い
ま
ア
メ
リ
カ
が
唱
え
る
自
由
競
争
・
市
場
原
理
至
上
主

義
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。
そ
れ
は
他
己
を
喪
失

さ
せ
ま
す
。

他
己
を
失
う
こ
と
は
、
人
間
性
を
失
う
こ
と
で
す
。
動
物
に
回

帰
す
る
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
物
に
戻
る
こ
と
で
す
。

そ
う
な
っ
た
と
き
人
は
、
自
分
の
欲
望
や
情
緒
や
気
分
、
つ
ま

り
、
自
分
の
利
益
と
選
好
（
快
適
性
・
利
便
性
・
享
楽
性
）
に
の

み
基
づ
い
て
行
動
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
合
理
的
行
動
と
呼
ば
れ

る
の
で
す
。
他
己
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
「
礼
」
の
み
で
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す
。
心
理
学
の
言
葉
で
言
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
の
み
に

な
り
ま
す
。
日
本
古
来
の
言
葉
で
言
え
ば
、
慇
懃
無
礼
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
の
国
会
の
議
論
の
よ
う
に
、
言
葉

や
態
度
に
真
実
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
た
だ
、
言
葉
や

態
度
を
つ
く
ろ
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

人
間
が
こ
う
な
っ
た
と
き
、
そ
の
人
の
行
動
は
き
わ
め
て
予
測

が
困
難
に
な
り
ま
す
。
人
の
行
動
が
予
測
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に

倫
理
・
道
徳
や
規
範
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
行
動
の

。

、

、

、

、

、

規
則
性
で
も
あ
り
ま
す

つ
ま
り

前
例

伝
統

慣
習

約
束

法
規
な
ど
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
倫
理
・
道
徳
や
規
範
性
が
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
権
利
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
自
分
の
利
益
と
選
好
の
み

、

「

」

、

に
基
づ
い
て
行
動
し
た
り

自
分
の

こ
こ
ろ

に
執
ら
わ
れ
て

自
分
の
怨
恨
や
憎
悪
、
あ
る
い
は
意
地
に
よ
っ
て
行
動
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
他
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
無
視
し
て
、
人
か
ら
平
気
で

収
奪
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
ま
し
て
や
物
質
や
生
命
も
平
気

で
浪
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
至
り
ま
す
。

こ
う
し
た
現
実
は
、
い
ま
や
、
世
界
の
各
地
に
見
ら
れ
ま
す
。

、

、

。

そ
の
主
な
も
の
は

民
族
や
宗
教
間
の
対
立
で
あ
り

争
い
で
す

こ
う
し
た
行
動
は
と
て
も
、
予
測
が
困
難
で
す
。
和
平
が
実
現
し

た
か
に
見
え
て
も
、
す
ぐ
破
れ
ま
す
。

、

。

現
在

ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
に
か
げ
り
が
出
始
め
て
い
ま
す

グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
氏
の
金
融
操
作
に
よ
る
景
気
の
調
整
も
、
い
ま

や
不
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私
は
、
彼
の
取
る

政
策
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
も
統
治
不
能
に

陥
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
杞
憂
に
終
わ
れ

ば
よ
い
の
で
す
が
。

ま
た
、
一
昨
年
の
暮
れ
（
一
九
九
九
年
十
一
月
）
に
、
世
界
貿

易
機
構
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
が
、
米
国
シ
ア
ト
ル
で
第
三
回
閣
僚
会
議
を

、

。

開
き
ま
し
た
が

予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
決
裂
に
終
わ
り
ま
し
た

そ
の
主
な
原
因
は
、
発
展
途
上
国
の
抵
抗
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
を
支
援
す
る
多
数
の
人
た
ち
の
抗
議
デ
モ
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
参
加
し
た
人
た
ち
は
、
市
民
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
農
業
団
体
な
ど

の
人
た
ち
で
す
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
何
度
も
あ
げ
ま
し
た
三
つ
の

原
理
を
掲
げ
て
、
世
界
的
に
自
由
貿
易
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
機

構
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
多
く

の
矛
盾
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
会
議
を
予
想
外
の
決

裂
に
終
わ
ら
せ
る
遠
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ま
、
世
界
中
の
人
が
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮

に
陥
り
、
行
動
が
予
測
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
世

界
が
極
め
て
不
安
定
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
対

、

。

症
療
法
で
は

も
は
や
対
処
で
き
る
程
度
を
超
え
て
い
る
の
で
す
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後
記

一
、
い
つ
ま
で
も
寒
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
で
も
、
確
実
に
春

、

、

、

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

先
日

つ
く
し
が
た
く
さ
ん
出
て
い
て

採
取
し
て
き
て
食
べ
ま
し
た
。
昨
年
も
書
き
ま
し
た
が
、
は
か
ま

を
取
る
の
が
た
い
へ
ん
で
す
の
で
、
は
か
ま
の
も
と
の
と
こ
ろ
を

は
さ
み
で
切
っ
て
、
取
り
ま
し
た
。
細
切
れ
に
な
り
ま
す
が
、
手

で
む
い
て
取
る
よ
り
は
る
か
に
能
率
的
で
す
。

二
、
道
元
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。
な
に
し
ろ
禅
宗
で
は
、
い
ろ

い
ろ
な
語
録
が
出
て
い
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
出
典
に
触
れ
な
い
で

引
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
そ

の
中
に
は
公
案
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
り
し
て
、
ど
う
し

て
も
難
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
禅
宗
で
は
、
わ
ざ
と
分
か
り
に

く
く
言
っ
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
内
的
な
悟
り
の
高
さ

を
測
る
指
標
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
道
元
も
わ
ざ
と
分
か
り
に

く
く
言
っ
て
い
る
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
た
い
し
た
意

味
も
な
い
の
に
、
修
辞
法
的
に
凝
っ
た
表
現
を
好
ん
で
使
用
し
て

、

、

。

い
ま
す
の
で

ま
す
ま
す

分
か
ら
な
く
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す

私
の
解
説
を
よ
く
読
ん
で
頂
け
れ
ば
、
か
な
り
の
部
分
は
、
ご
理

解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
、
今
月
号
は
、
随
筆
が
長
く
な
り

「
釈
尊
の
こ
と
ば
」
が
載

、

せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

四
、
そ
の
随
筆
で
す
が
、
ご
た
ご
た
と
書
き
ま
し
た
の
で
、
読
み

づ
ら
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

五
、
最
近
、
経
済
の
本
や
社
会
学
者
の
書
い
た
本
を
読
ん
だ
り
し

て
い
ま
す
が
、
と
て
も
今
後
の
役
に
立
つ
と
は
、
私
に
は
、
と
て

も
思
え
ま
せ
ん
。
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
こ
の
方
面
で
も
、
発
言
し

て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
え
て
き
ま
す
。
今
回
の
随
筆
も
、
日
頃
思

っ
て
い
る
こ
と
の
一
端
を

「
予
測
の
困
難
さ
」
に
即
し
て
書
い

、

て
み
ま
し
た
。

六
、
あ
の
随
筆
を
書
い
て
か
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
の
株
価
は
ど
ん
ど

ん
と
下
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
日
本
で
も
そ
れ
に
つ
れ
て
下
が

。

。

っ
て
い
ま
す

で
も
日
本
の
方
が
ず
っ
と
深
刻
だ
と
思
い
ま
す
が

世
界
的
混
乱
に
発
展
し
な
い
よ
う
、
祈
ら
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

月
刊

平
成
十
三
年
三
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
二
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
三
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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