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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
二
巻

四
月
号

暴
力
否
定
と
肯
定
悪

一
切
の

暴
力
否
定

掲
げ
つ
つ

必
要
悪
の

暴
力
は
い
る

人
間
の

生
き
る
矛
盾
が

こ
こ
に
も
起
き
る

生
か
す
力
を
養
お
う

生
き
る
力
の
乏
し
い
者
を

生
か
す
力
で
助
け
る
よ
う

地
球
人
口
の

二
割
の
富
者
た
ち
よ

半
数
の
貧
者
た
ち
を
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
八
七
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
三
一
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。
今
回
が
本
巻
の
最
終
回
で
す
。

又
、
意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、
句
は
向
上
関
綟
（
か
ん

れ
い
）
の
時
な
り
。
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離

此
（
そ
く
し
り
し
）
の
時
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
弁
肯
（
べ

ん
こ
う
）
す
べ
し
。
有
時
す
べ
し
。

向
来
（
こ
う
ら
い
）
の
尊
宿
（
そ
ん
し
ゅ
く
）
と
も
に
恁

麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ
き
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
や
。

い
ふ
べ
し
、
意
句
半
到
也
有
時
、
意
句
半
不
到
也
有
時
。

か
く
の
ご
と
く
の
参
究
あ
る
べ
き
な
り
。

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、

不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
。

恁
麼
の
ご
と
く
参
来
参
去
、
参
到
参
不
到
す
る
、
有
時
の

時
な
り
。

正
法
眼
蔵
有
時

仁
治
元
年
庚
子
開
冬
日
、
書

于
興
聖
宝
林
寺
。

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
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま

』

す
。

ま
た

「
思
い
〈
意

」
は
、
悟
の
実
現
す
る
時
で
あ
る
。

、

〉

「
言
葉
〈
句

」
は
、
さ
ら
に
向
上
し
て
い
く
関
門
の
鍵
の

〉

時
で
あ
る

「
届
く
〈
到

」
は
、
も
ぬ
け
の
か
ら
に
な
る

。

〉

時
で
あ
る

「
届
か
な
い
〈
不
到

」
は

「
こ
の
ま
ま
で

。

〉

、

こ
こ
を
離
れ
て
い
る
〈
即
此
離
此

」
時
で
あ
る
。
こ
の
よ

〉

う
に
わ
き
ま
え
う
な
ず
く
べ
き
で
あ
り
、
有
時
に
徹
す
べ
き

で
あ
る
。

、

、

従
来
の
高
僧
は

い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
が

さ
ら
に
い
う
べ
き
言
葉
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
つ
ぎ

の
よ
う
に
い
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

「
思
い
と
言
葉
が
、
半
分
届
い
て
も
有
時
、
思
い
と
言
葉

が
、
半
分
も
届
か
な
く
て
も
有
時
」

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
参
究
す
べ
き
で
あ
る
。

「
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
か
し
め
る
の
も
ま
た
、

半
ば
の
有
時
。
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
か
し
め
る
の

も
ま
た
、
錯
（
あ
や
ま
）
り
な
が
ら
の
有
時
。
か
れ
を
し
て

眉
を
揚
げ
目
を
瞬
か
し
め
な
い
の
も
ま
た
、
錯
（
あ
や
ま
）

り
を
か
さ
ね
な
が
ら
の
有
時
」

こ
の
よ
う
に
、
学
び
来
た
り
学
び
去
り
、
学
び
到
り
あ
る



- 3 -

い
は
学
び
到
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
、
じ
つ
に
有
時
の
時
で
あ

る
。正

法
眼
蔵
有
時

仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
冬
の
は
じ
め
の
日
、
興
聖
宝

林
寺
に
て
書
く
。

こ
の
部
分
は
、
前
回
の
続
き
で
す
。
前
回
や
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
を
復
習
し
て
頂
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

順
次
、
見
て
い
き
ま
す
。

「
意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、
句
は
向
上
関
綟
（
か
ん
れ
い
）

の
時
な
り
」
で
ず
が
、
こ
こ
で
難
し
い
の
は
、
現
成
公
案
と
向
上

関
綟
で
す
。
ま
ず
、
現
成
公
案
で
す
が
、
こ
の
有
時
の
巻
を
取
り

上
げ
る
前
に
、
一
年
以
上
に
渡
っ
て
解
説
し
て
き
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
ら
を
復
習
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
で
も
直
接
的
な
解

説
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
方
は
、
現
成
公
案
の
巻
の
第
一
回
目
解

説
を
書
き
ま
し
た
、
第
九
巻
十
月
号
を
ご
参
照
下
さ
い
。

、

、

、

手
短
に
言
い
ま
す
と

現
成
公
案
と
は

弘
法
大
師
さ
ん
で
は

即
身
成
仏
に
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
生
き

た
身
の
ま
ま
成
仏
＝
解
脱
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
意
（
＝
こ
こ
ろ
）
が
現
成
公
案
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
道
元
の
弟
子
や
解
説
者
に

は
、
こ
れ
が
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
前
回
の
部
分
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
ろ
（
＝
意
）
が
届

（

）
、

、

、

く

＝
到
る

つ
ま
り

釈
尊
の
こ
こ
ろ
が
弟
子
に
届
く
の
は

即
身
成
仏
に
到
っ
て
は
じ
め
て
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
道
元
は
「
こ
こ
ろ
を
磨
い
て
仁
に
到
る
」
と
い
い

ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
の
は
、
修
行
の
極
致
と
し

て
の
み
、
こ
こ
ろ
で
為
す
仁
の
徳
に
到
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
解
脱
に
到
っ
て
は
じ
め
て
仁
を
為
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
仁
の
徳
の
現
れ
と
し

て
、
拈
華
微
笑
（
ね
ん
げ
み
し
ょ
う
）
に
よ
っ
て
、
こ
こ
ろ
が
通

じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
、
す
で
に
解
脱
に
到
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

「

」

「

」

、

次
に

句
は
向
上
関
係
の
時
な
り

の

向
上
関
係

で
す
が

こ
の
関
は
「
せ
き
」
で
、
係
は
び
わ
の
「
ば
ち
」
を
表
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
と
ば
（
＝
句
）
は
向
上
の
関
所
を
越
え
る
た
め
の
ば

ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
、
釈
尊
を
は
じ
め
、
こ
う
し
た
道
元
や
先
達
た
ち
の
こ
と

ば
は
、
弟
子
た
ち
が
修
行
し
て
い
く
う
え
で
の
動
機
付
け
と
な
る

も
の
だ
と
、
常
々
、
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
当
た
っ
て

い
ま
す
。
こ
と
ば
で
理
解
し
て
も
、
決
し
て
解
脱
に
到
れ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
修
行
に
励
む
こ
こ
ろ
を
た
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
す
。
で
も
、
そ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
す
が
。
何
し
ろ
人
生
で
修
行
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
放
棄
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
そ
の
大
切
さ
を
否
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定
す
る
と
き
、
僧
侶
と
し
て
、
あ
る
い
は
突
き
詰
め
て
言
い
ま
す

と
、
人
間
と
し
て
の
資
格
を
失
う
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
す
。

道
元
の
仁
に
関
す
る
前
述
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
す
。

さ
て
、
次
の
「
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離
此
（
そ

く
し
り
し
）
の
時
な
り
」
進
み
ま
す
。
こ
こ
で
、
難
し
い
の
は

「
脱
体
」
と
「
即
此
離
此
」
だ
と
思
い
ま
す
。
脱
体
は
、
体
を
脱

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
こ
ろ
が
響
き
合
う
（
＝
到
）
と
い
う
こ

と
は
、
お
互
い
が
、
体
を
脱
し
て
「
こ
こ
ろ
」
で
通
じ
合
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
お
互
い
が
他
己
の
根
源
に

宿
る
仏
さ
ま
を
通
じ
て
、
互
い
に
響
き
合
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
の
「
即
此
離
此
」
で
す
が
、
こ
れ
は
お
互
い
が
、
一
方
は
即
此

で
あ
り
、
他
方
が
離
此
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
釈
尊
を
は
じ

め
解
脱
に
到
っ
た
聖
者
が
後
者
で
、
解
脱
に
到
ら
な
い
凡
夫
が
前

者
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
お
互
い
の
こ
こ
ろ
が
響
き
合
わ

な
い
、
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
不
到
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
の
「
か
く
の
ご
と
く
弁
肯
（
べ
ん
こ
う
）
す
べ
し
。
有
時
す

べ
し
」
で
す
が
、
こ
の
文
の
前
半
は
、
現
代
語
訳
で
い
い
と
思
う

の
で
す
が
、
後
半
は
、
有
時
を
動
詞
と
し
て
使
っ
て
い
て
、
そ
こ

に
は
、
道
元
の
有
時
に
込
め
る
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
道

元
は
、
意
、
句
、
到
、
不
到
な
ど
の
語
を
、
た
だ
「
あ
た
ま
」
で

理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
修
行
の
実
践
を
通
じ
て
「
か
ら
だ
」

や
「
こ
こ
ろ
」
で
、
あ
る
い
は
「
ず
い
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
。
私
の
読
ん
だ
全
て
の
解
説
書
が
そ
う
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
。

残
り
の
部
分
で
難
し
い
の
は
、
漢
文
で
書
か
れ
た
部
分
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
「
意
句
半
到
也
有
時
、
意
句
半
不
到
也
有
時
」
で

す
が
、
こ
れ
を
先
月
号
で
出
ま
し
た
「
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
」
と
比
較

し
て
み
ま
す
と
、
先
月
号
の
四
つ
の
文
を
二
つ
の
文
に
置
き
換
え

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

次
の
漢
文
「
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯

有
時
、
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
」
も
、
一
月
号
で
出
ま
し

た
「
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
教
伊

揚
眉
瞬
目
者
是
、
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
不
是
」
に
対
応
し
て
い

。

、

、

。

ま
す

い
ず
れ
も

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は

同
じ
こ
と
で
す

そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
、
ご
参
照
下
さ
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
「
半
」
と
か
「
錯
」
が
つ
い
て

い
る
点
が
こ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
半
は
「
な
か
ば
」
と
い
う
意
味

で
す
し
、
錯
は
「
ま
じ
る
、
ま
ざ
る
、
ま
じ
わ
る
、
ま
ぜ
る
」
と

い
う
意
味
で
す
。
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
し
ま
し
た
よ

う
に
、
同
じ
こ
と
で
す
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
「
有
時
」
が
文
の
最

後
に
来
て
い
ま
す
が
、
文
意
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
理
解
し

易
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

い

う

こ

と

き

か

ぬ

子

ど

も

教
頭
が

子
ど
も
の
首
に

カ
ッ
タ
ー
を

押
し
つ
け
脅
迫

し
た
と
い
う

教
頭
に

行
き
過
ぎ
あ
る
は

明
ら
か
な
れ
ど

子
ど
も
に
も

教
師
の
い
う
こ
と

き
か
ぬ
よ
う

な
っ
て
い
る
こ
と

ま
た
明
ら
か
ぞ

麻

原

被

告

精

神

鑑

定

凶
悪
な

犯
罪
お
か
す

人
に
み
な

精
神
鑑
定

受
け
さ
せ
て

刑
事
責
任

逃
れ
さ
せ
ん
と
す

権

威

が

な

く

な

っ

た

一
人
ひ
と
り
が

か
し
こ
い
と

教
え
育
て
る

民
主
主
義

い
か
な
る
権
威
も

認
め
ら
れ
な
い

凡

愚

の

驕

慢

凡
愚
な
ど

一
人
も
い
な
い

民
主
主
義

あ
ら
ゆ
る
人
が

聖
人
な
り
と

真

の

責

任

の

所

在

は

リ
ー
ダ
ー
は

常
に

責
任
が
問
わ
れ
る

で
も

そ
の
人
を
選
ん
だ
人
々
の

責
任
は
問
わ
れ
な
い

そ
れ
が

民
主
主
義

人
々
は

ど
こ
ま
で
も

自
己
の
愚
か
さ
に

気
付
か
な
い

こ
れ
が

民
主
主
義
が

衆
愚
政
治
に
な
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
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宗

教

・

信

仰

を

失

う

精
神
を
脳
に
還
元

学
力
だ
け
で

精
神
を

子
ど
も
を
評
価
す
る
の
は

脳
に
還
元

人
々
の
判
断
基
準
が

す
る
愚
か

利
益
と
選
好
に

多
く
の
学
者

画
一
化
し
た
と
い
う
こ
と

犯
し
て
気
付
か
ず

よ
い
人
間

幸
せ
な
生
活
の

砂
漠
化
の
進
行

判
断
基
準
が
見
失
わ
れ

利
益
と
選
好
の
み
で

人
間
を
判
断
す
る
よ
う
に

中
国
や

な
っ
た
と
い
う
こ
と

ア
フ
リ
カ
諸
国
で

砂
漠
化
が

そ
れ
は

進
ん
で
不
毛
の

宗
教
・
信
仰
を
失
っ
て

地
と
な
り
ぬ

生
き
る
指
針
を
喪
失
し

そ
れ
ぞ
れ
地
域

利
益
と
選
好
の
み
で

守
っ
て
生
き
よ

行
動
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と

自
作
随
筆
選

歴
史
と
民
主
主
義

、

。

い
ま
歴
史
教
科
書
を
巡
っ
て

議
論
が
わ
き
起
こ
っ
て
い
ま
す

そ
れ
は
、
戦
後
か
ら
の
我
が
国
歴
史
教
科
書
が
余
り
に
も
自
虐
的

だ
と
し
て
き
た
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
が
、
こ
れ

ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
左
寄
り
」
で
は
な
い

「
右
寄
り
」
の
中
学

、

歴
史
教
科
書
を
作
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
大
幅
な
修
正
を

受
け
た
と
は
い
え
検
定
を
通
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
巡
る

も
の
で
す
。
そ
の
中
心
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
し
て
、
韓
国
や

中
国
か
ら
抗
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

教
科
書
が
ど
ん
な
内
容
な
の
か
、
私
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
の
で

、

、

ハ
ッ
キ
リ
は
分
か
り
ま
せ
ん
が

マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
り
ま
す
と

例
え
ば
、
従
軍
慰
安
婦
や
軍
に
よ
る
虐
殺
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
が
あ
る
よ
う
で
す
。

事
実
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う
し
た
扱
い
に
対
す
る

具
体
的
な
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
巡
る
議
論

を
見
て
い
ま
す
と

「
歴
史
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な

、

問
題
に
対
す
る
多
く
の
人
々
の
認
識
が
、
き
わ
め
て
不
十
分
、
あ

る
い
は
、
間
違
っ
て
い
る
と
さ
え
思
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
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こ
と
を
、
こ
こ
で
は
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と
、
歴
史
は

「
他
己
」
に
属
す
る
も

、

の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
が
、
こ
れ
ま
で
に
為
し
て
き
た

行
為
や
、
起
こ
っ
た
事
件
や
、
自
然
の
災
害
な
ど
の
よ
う
な
事
柄

で
、
現
在
の
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
、
意
味
を
持
つ
も
の
の

集
大
成
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
単
な
る
事
実
の
集
積

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
流
行
し
て
い
ま
す
考
古
学
の
よ
う
に
、

天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
の
有
力
者
の
墓
を
暴
い
て
、
知
的
好

奇
心
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
有
用
な
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と

も
無
用
な
こ
と
な
の
か
は
、
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
生
き
方
に
ど
ん

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

事
実
を
曲
げ
て
、
歴
史
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
勿
論
、
許
さ
れ

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
の
事
実
や
事
柄
を
取
り
上
げ
て

歴
史
を
構
成
す
る
か
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
構
成
す
る
人
た
ち
の
生

き
方
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

歴
史
は
、
温
故
知
新
で
す
。
こ
れ
か
ら
（
未
来
・
将
来
）
を
生

き
て
い
く
上
で
ど
う
す
べ
き
か
。
そ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
（
過
去
）

を
調
べ
（
歴
史

、
い
ま
（
現
在
）
決
定
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が

）

歴
史
で
す
。
民
主
主
義
は
、
過
去
（
歴
史
）
が
意
味
を
持
た
な
く

な
る
制
度
で
す
。
自
ら
の
エ
ゴ
の
追
求
の
み
を
、
そ
し
て
、
自
己

の
利
益
に
か
な
っ
た
未
来
の
み
を
見
つ
め
る
も
の
な
の
で
す
。

貧
富
の
差
拡
大
と
不
法
移
民

い
ま
、
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
間
で
も
貧
富
の
格
差
が
拡

大
し
て
い
ま
す
。
国
連
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、
１
９
９
９
年
の
世

界
の
長
者
上
位
２
０
０
人
の
資
産
は
、
一
兆
ド
ル
（
約
１
２
０
兆

円
）
に
達
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
人
口
約
６
億
人
を

抱
え
る
低
開
発
国
４
３
カ
国
の
総
所
得
は
そ
の
７
分
の
１
の
１
４

６
０
億
㌦
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
（
こ
の
デ
ー
タ
は
、

三
月
九
日
付
け
毎
日
新
聞
「
記
者
の
目
」
欄
に
よ
る

。
）

い
ま
、
欧
州
で
は
不
法
移
民
が
急
増
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

日
本
で
も
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
不
法
入
国
が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
報
じ

ら
れ
て
い
ま
す
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
の
よ
う
で
す
。

私
の
予
測
で
す
が
、
こ
う
し
た
貧
富
の
格
差
の
ひ
ら
い
た
国
家

間
の
不
法
移
民
は
、
決
し
て
後
を
絶
た
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

、

、

、

い
ま

ア
メ
リ
カ
が
世
界
に
突
き
つ
け
て
い
ま
す

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
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す
国
家
間
、
個
人
間

の
所
得
の
格
差
は
開
く
一
方
に
な
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

、

、

、

か
つ
て

産
業
革
命
が
成
功
し

資
本
主
義
が
定
着
す
る
中
で

貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
ま
し
た
。
大
金
持
ち
が
い
る
一
方
で
、
餓

死
す
る
人
が
で
ま
し
た
。
そ
の
矛
盾
の
解
決
が
、
所
得
の
平
等
な
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分
配
を
め
ざ
す
共
産
主
義
や
労
働
者
保
護
や
貧
困
者
の
保
護
を
め

ざ
す
社
会
主
義
で
あ
り
、
資
本
主
義
内
で
の
福
祉
国
家
の
建
設
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
そ
こ
に
は
、
私
の
考
え
で
は

「
他
己
」
原
理
が
な
い

、

の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
の
主
義
も
「
自
己
」
の
利
益
や
権

利
や
選
好
を
守
る
制
度
と
言
え
る
も
の
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

共
産
主
義
で
す
が
、
そ
の
基
本
原
理
は
所
得
分
配
の
不
公
平
を
正

す
こ
と
に
よ
っ
て
貧
富
の
格
差
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
他
者
を
思
い
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
の
実
現

を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
、
自

己
の
権
利
や
利
益
の
主
張
な
の
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
平
等

が
実
現
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
資
本
主
義
国
と
の

「
利
益
」
競
争
に
負
け
て
、
や
が
て
崩
壊
し
て
い
き
ま
し
た
。

い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
資
本
主
義
初
期
の
も
の
と
思
え
る
、
自

由
競
争
や
市
場
原
理
至
上
主
義
に
立
ち
戻
っ
て
、
再
び
貧
富
の
格

差
を
拡
大
す
る
方
向
で
経
済
の
繁
栄
を
は
か
る
こ
と
で
は
な
く
、

た
と
え
経
済
は
逼
塞
（
ひ
っ
そ
く
）
し
よ
う
と
も
、
他
己
原
理
を

取
り
入
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
隣
人
愛
、
仏
教
で
言
え
ば
お

布
施
の
こ
こ
ろ
（
＝
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
）
を
も
っ
て
、
貧

困
者
や
弱
者
に
対
す
る
保
護
や
援
助
を
す
る
経
済
体
制
を
確
立
す

る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
し
な
い
限
り
、
国
家
間
の
貧
富
の
差
は

さ
ら
に
拡
大
し
、
不
法
移
民
は
後
を
絶
た
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
九
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
二
六
）
こ
の
心
は
以
前
に
は
、
望
む
が
ま
ま
に
、
欲
す

る
が
ま
ま
に
、
快
き
が
ま
ま
に
、
さ
す
ら
っ
て
い
た
。
今
や

わ
た
く
し
は
そ
の
心
を
す
っ
か
り
抑
制
し
よ
う
、

象
使

―
―

い
が
鉤
（
か
ぎ
）
を
も
っ
て
、
発
情
期
に
狂
う
象
を
全
く
お

さ
え
つ
け
る
よ
う
に
。

こ
の
偈
に
難
し
い
と
こ
ろ
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
今
ほ

ど
こ
の
偈
が
意
味
を
も
っ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

現
代
人
は
、
ま
さ
に
「
望
む
が
ま
ま
に
、
欲
す
る
が
ま
ま
に
、

快
き
が
ま
ま
に
、
さ
す
ら
っ
て
」
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
こ
れ
を
戒

め
ら
れ
、
抑
制
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
で
も
、
現
代

で
は
「
望
む
が
ま
ま
に
、
欲
す
る
が
ま
ま
に
、
快
き
が
ま
ま
に
」

生
き
る
こ
と
を
善
し
と
し
、
人
生
の
目
的
に
さ
え
し
て
い
ま
す
。

何
度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
民
主
主
義
は
、
自
己
の
利
益
と

選
好
を
マ
ッ
ク
ス
（
極
大
）
に
す
る
こ
と
が
生
き
る
目
的
と
な
る

制
度
で
す
。
選
好
と
は
、
具
体
的
に
は
、
快
適
性
（
快
さ

、
利

）

便
性
、
享
楽
性
（
快
さ
に
さ
す
ら
う
こ
と
）
を
望
む
が
ま
ま
に
追

求
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
な
行
動
と
み
な



- 9 -

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
幸
せ
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な

く
、
人
間
が
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
こ
と
を
追
求
し
ま
す
と
、
資
源

は
枯
渇
し
、
自
然
環
境
は
破
壊
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
や
が
て
、
人

類
そ
の
も
の
が
滅
亡
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち

人
間
を
は
じ
め
と
し
て
、
物
質
や
生
命
の
よ
う
な
、
こ
の
世
の
有

限
な
存
在
者
は
、
い
つ
か
は
必
ず
滅
び
ま
す
が
、
そ
れ
を
、
今
日

の
よ
う
に
人
間
み
ず
か
ら
の
手
で
加
速
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

か
つ
て
、
栄
華
を
誇
っ
た
ど
ん
な
国
（
支
配
者
）
も
、
必
ず
滅

ん
で
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
栄
華
が
い
つ
も
で
も

続
く
こ
と
を
願
っ
た
支
配
者
も
、
や
が
て
滅
ん
で
行
く
わ
け
で
す

か
ら
、
自
分
の
望
む
通
り
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
安
心
立
命

の
境
地
で
死
を
迎
え
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
栄
華
（
快
適
性
、
利
便
性
、
享
楽
性
）

を
追
求
し
て
も
永
遠
の
幸
せ
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

釈
尊
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
も
の
を
抑
制
す
る
と

き
だ
け
、
皮
肉
に
も
、
真
の
幸
せ
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
自
分
を
無
に
す
る
修
行
が
い
り
ま
す
。
自
己
の
は
か
ら

い
や
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
た
、
ひ
た
す
ら
な
修
行
が
い
る
の
で

す
。

（
三
二
七
）
つ
と
め
は
げ
む
の
を
楽
し
め
。
お
の
れ
の
心
を

護
れ
。
自
己
を
難
処
か
ら
救
い
出
せ
。

泥
沼
に
落
ち
こ

―
―

ん
だ
象
の
よ
う
に
。

「
つ
と
め
は
げ
む
」
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
偈
の
（
二
一
）

と
（
二
二
）
に
、
既
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
第
三
巻
（
平

成
四
年
）
九
月
号
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
お
持
ち
の
方
は
、
そ

れ
を
ご
参
照
下
さ
い
。

こ
の
偈
に
は
、
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
中
村
元
訳
者
の
、
次

の
よ
う
な
訳
注
が
つ
い
て
い
ま
す
。

難
処

人
間
が
煩
悩
か
ら
離
れ
難
い
こ
と
を
「
難
処
」

―
―

に
喩
（
た
と
）
え
て
い
う

『
あ
た
か
も
泥
沼
に
落
ち
込
ん

。

だ
象
が
手
足
を
動
か
し
て
苦
労
し
て
自
分
を
泥
沼
の
難
処
か

ら
引
き
上
げ
て
、
陸
地
に
安
住
す
る
よ
う
に
、
汝
ら
も
ま
た

煩
悩
の
難
処
か
ら
自
己
を
引
き
上
げ
て
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の

陸
地
に
安
立
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る

（
ブ
ッ
ダ
ゴ

。
』

ー
サ
）

こ
の
訳
注
で
、
こ
の
偈
の
「
自
己
を
難
処
か
ら
救
い
出
せ
」
は

ご
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

出
だ
し
の
「
つ
と
め
は
げ
む
の
を
楽
し
め
。
お
の
れ
の
心
を
護

れ
」
を
検
討
し
て
お
き
ま
す
。
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「
つ
と
め
は
げ
む
の
を
楽
し
め
」
で
す
が
、
現
代
人
は
、
な
ぜ

「
つ
と
め
は
げ
む
」
こ
と
が
大
切
な
の
か
す
ら
、
分
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
代
人
は

「
あ
た
ま
」
で
考
え
た
こ
と
が
、
一
番
大
切
だ
と

、

思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、

人
間
は
理
性
が
あ
る
か
ら
、
動
物
と
は
違
っ
て
人
間
な
の
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
は

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
か
ら
、
人
間

、

な
の
で
す
。
で
も
、
人
間
に
は
、
動
物
と
同
様
な
、
自
分
の
生
命

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
欲
望
へ
の
執
着
も
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、
ど
う
も
す
る
と
、
人
間
ら
し
い
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ

こ
ろ
」
が
麻
痺
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
こ
に
人
間
が
多
く
の
悪

を
為
す
原
因
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
悪
は
、
い
く
ら
「
あ
た
ま
」
で
考
え
て
為
す
ま
い
と
し
て

も
、
人
間
は
、
残
念
な
が
ら
「
あ
た
ま
」
よ
り
も
「
こ
こ
ろ
」
が

優
先
し
ま
す
か
ら

「
こ
こ
ろ
」
の
執
ら
わ
れ
で
悪
を
為
し
て
し

、

。

、

。

ま
う
の
で
す

で
は

そ
れ
を
避
け
る
道
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
が
「
つ
と
め
は
げ
む
」
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
楽
し
む
の
で
す
。
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
ひ
た
す
ら

そ
う
し
て
い
れ
ば
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
時
だ

け
「
こ
こ
ろ
」
で
「
あ
た
ま
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で

。

「

」

。

き
ま
す

そ
れ
が

お
の
れ
の
心
を
護
る

こ
と
に
な
る
の
で
す

（
三
二
八
）
も
し
も
思
慮
深
く
聡
明
で
ま
じ
め
な
生
活
を
し

て
い
る
人
を
伴
侶
と
し
て
共
に
歩
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
困
難
に
打
ち
克
っ
て
、
こ
こ
ろ
喜
び
、

念
（
お
も
）
い
を
お
ち
つ
け
て
、
と
も
に
歩
め
。

（
三
二
九
）
し
か
し
、
も
し
思
慮
深
く
聡
明
で
ま
じ
め
な
生

活
を
し
て
い
る
人
を
伴
侶
と
し
て
共
に
歩
む
こ
と
が
で
き
な

い
な
ら
ば
、
国
を
捨
て
た
国
王
の
よ
う
に
、
ま
た
林
の
中
の

象
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
で
歩
め
。

難
し
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
ん
で
字
の
通
り
で
す
。
で

、

、

。

も

言
わ
れ
て
い
る
内
容
は
と
て
も

難
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す

こ
こ
で
「
伴
侶
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
夫
婦
と
し
て
の
「
連
れ

合
い
」
だ
け
で
は
な
く
、
修
行
者
と
し
て
の
師
弟
や
仲
間
の
こ
と

も
当
然
、
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

い
ま

「
思
慮
深
く
聡
明
で
ま
じ
め
な
生
活
を
し
て
い
る
人
」

、

が
、
こ
の
民
主
主
義
の
世
に
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
ま
じ
め
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
死
語
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
ま
す
。
最
も
ま
じ
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
教
師

や
僧
侶
や
司
法
に
携
わ
る
人
々
さ
え
も
、
ふ
ま
じ
め
に
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
じ
め
と
は
、
悪
を
な
さ
な
い
で
善
を
な
そ
う

（
そ
の
た
め

、
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に
こ
こ
ろ
を
磨
こ
う
）
と
常
に
考
え
て
生
き
て
い
る
人
の
こ
と
で

す
。
で
は
、
悪
や
善
と
は
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

。

、

、

。

か

た
と
え
ば

仏
教
に
は
次
の
よ
う
な

十
善
戒
が
あ
り
ま
す

①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
綺
語
、

⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両
語
、
⑧
不
慳
貪
、
⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
。

こ
う
し
た
悪
を
な
さ
な
い
で
生
き
て
行
こ
う
と
、
常
に
努
力
し

て
い
る
、
前
の
偈
で
い
い
ま
す
と
「
つ
と
め
は
げ
ん
で
い
る
」
人

が
、
ま
じ
め
な
人
な
の
で
す
。

で
は

「
思
慮
深
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ

、

れ
は
、
聖
者
の
教
え
に
則
っ
て
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
常
に
反

省
を
し
て
い
る
人
の
こ
と
で
す
。

現
代
人
の
よ
う
な
「
あ
た
ま
」
に
よ
る
「
賢
さ
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
単
に
「
わ
る
賢
い
」
か
「
ず
る
賢
い
」
だ
け
で

す
。
そ
こ
に
は

「
こ
こ
ろ
」
が
伴
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

、

「
思
慮
深
い
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
信
じ
る
こ
こ
ろ
が
伴
っ

て
い
ま
す
。
聖
者
の
示
す
価
値
を
、
こ
こ
ろ
か
ら
信
じ
、
そ
れ
を

達
成
し
よ
う
と
、
ひ
た
す
ら
精
進
・
努
力
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
人
に
出
会
わ
な
い
限
り
、
人
は
、
ひ
と
り
で
歩
む
べ

き
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
主
主
義
で
い
う
、
個
人
一

人
ひ
と
り
が
自
分
の
意
見
を
持
て
、
と
い
う
個
人
主
義
の
主
張
と

は
、
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

釈
尊
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
一
人
で
歩
め
と
説
い
て
お
ら

れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と

「
ふ
ま
じ
め
な
人
」
と
共
に

、

暮
ら
し
て
い
ま
す
と
、
自
分
も
善
を
な
さ
ず
、
悪
を
な
し
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。

人
間
と
い
う
相
対
な
存
在
者
は
、
互
い
に
「
あ
い
た
い
し
て
」

存
在
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
も
他
者
に
影
響
を
及

ぼ
す
か
わ
り
に
他
者
か
ら
も
影
響
を
受
け
る
、
つ
ま
り
相
互
限
定

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
悪
い
も
の
と
「
あ

い
た
い
す
れ
ば

、
自
分
も
悪
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分

」

で
は
そ
う
思
わ
な
く
て
も
、
気
付
か
な
い
う
ち
に
そ
う
な
っ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
に
、
相
対
な
も
の
の
宿
命
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
も
し
居
る
な
ら
ば

「
思
慮
深
く
聡
明
で
ま
じ
め

、

な
生
活
を
し
て
い
る
人
を
伴
侶
と
し
て
共
に
歩
ま
」
な
け
れ
ば
な

。

、

、

、

ら
な
い
の
で
す

な
ぜ
な
ら

そ
う
い
う
人
は

相
対
を
脱
し
て

絶
対
に
至
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
世
間
の
悪

に
染
ま
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
人
が
な

け
れ
は
、
自
分
一
人
で
、
聖
者
の
教
え
を
信
じ
仰
い
で
、
自
ら
が

「
思
慮
深
く
聡
明
で
ま
じ
め
に
生
活
」
を
す
る
よ
う
、
精
進
・
努

力
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
う
し
て
ひ
た
す
ら
な
、
修
行
す
る
と
き
だ
け
人
間
は
人
間
に

な
れ
る
の
で
す
。

毎
日
ま
い
に
ち
、
怠
り
な
く
、
ヨ
ー
ガ
、
読
経
、
な
ど
心
掛
け

て
頂
け
れ
ば
、
無
上
の
生
き
る
喜
び
が
わ
き
あ
が
っ
て
来
ま
す
。
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後
記

一
、
桜
の
花
も
満
開
を
過
ぎ
、
葉
桜
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。
初
夏
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
暖
か
い
日
も
あ
り
ま
し
た
。

二
、
畑
の
草
が
、
日
毎
に
伸
び
て
き
ま
す
。
草
刈
り
に
何
時
間
も

か
か
り
ま
す
。

三
、
堀
り
残
し
て
、
か
や
が
掛
け
て
あ
っ
た
里
芋
を
、
す
べ
て
堀

り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
を
選
ん
で
、

種
芋
と
し
て
植
え
つ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
野
菜
の
種
を
い
ろ
い
ろ

蒔
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
冬
を
越
し
た
タ
マ
ネ
ギ
や
キ
ャ

ベ
ツ
が
ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

四
、
先
日
、
昨
年
夏
に
訪
れ
ま
し
た
「
た
け
の
こ
村
」
を
再
び
訪

ね
ま
し
た
。
そ
し
て
、
あ
の
数
十
体
並
ん
だ
埴
輪
に
再
会
し
ま
し

た
。
ま
た
、
そ
こ
で
働
く
方
々
に
お
会
い
で
き
ま
し
た
。
本
当
に

こ
こ
ろ
が
な
ご
み
ま
し
た
。

五
、
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
、
村
を
辞
し
て
倉
敷
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
も
お
寄
り
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
昨
年
十
一
月
、
天
皇
、
皇
后

両
陛
下
が
地
方
事
情
視
察
の
た
め
岡
山
を
訪
問
さ
れ
た
際
、
た
け

の
こ
村
で
焼
か
れ
た
備
前
の
焼
き
物
を
二
点
ご
購
入
さ
れ
た
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
作
品
の
写
真
が
店
内
に
飾
っ
て
あ
り
ま
し

た
が
、
と
て
も
美
し
い
作
品
で
、
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

六
、
ま
た
、
そ
の
時
、
た
け
の
こ
村
が
現
在
の
岡
山
県
吉
備
郡
真

備
町
か
ら
隣
の
総
社
市
に
移
転
の
予
定
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
法
人
格
を
と
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う

で
す
が
、
今
回
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
申
請
を
な
さ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

万
事
順
調
に
進
み
ま
す
よ
う
、
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
、
三
月
二
十
七
～
二
十
九
日
に
、
鳴
門
教
育
大
学
で
発
達
心
理

学
会
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
学
会
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
発

表
会
場
を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
お
会
い
で
き

た
方
も
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
研
究
室
を
お
訪
ね
下
さ
っ
た
方
も
あ

っ
た
り
で
、
と
て
も
懐
か
し
数
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

八

『
正
法
眼
蔵
』
の
有
時
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
来
月
か
ら

、

別
の
巻
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
今
月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ

（

）

。

ラ
ジ
オ
第
二
放
送

日
曜
日

で
道
元
の
講
座
が
始
ま
り
ま
し
た

月
刊

平
成
十
三
年
四
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

四
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
三
六
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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