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人
権
と
い
う
幻

わ
た
し
は
二
〇
一
一
年
に
、『
人
権
と
い
う
幻
』
と
い
う
本
を
世
に
問
い
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
わ
た
し
は
、
人
間
の
尊
厳
と
は
、「
い
か
な
る
人
間
も
非
合
法
で
は
な
い
」
と
い
う
異
議
申
立

と
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
異
議
申
立
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
か
ら
始
め
ら
れ
る
べ
き

「
対
話
」
を
継
続
す
る
こ
と
こ
そ
、
民
主
主
義
原
理
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
あ
わ

せ
て
、
人
権
と
は
、「
対
話
」
が
継
続
さ
れ
る
社
会
の
成
員
と
し
て
の
地
位
で
あ
る
「
市
民
権
」
な
の
だ
と
い

う
、
一
つ
の
「
幻
」
を
提
示
し
ま
し
た
（
同
書
二
一
九
頁
）。

「
幻
」
と
い
う
概
念
は
、
旧
約
聖
書
箴
言
二
九
章
一
八
節
に
あ
る
「
幻
な
き
民
は
滅
ぶ
。
律
法
を
守
る
も
の

は
さ
い
わ
い
で
あ
る
」
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。「
幻
」
は
実
践
と
結
び
つ
い
て
、
人
び
と
の
心
に
刻
ま
れ
る

イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
行
動
へ
と
向
か
わ
せ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
神
が
示
す
正
し
い
生
は
、
掟
＝
律
法
（
ト
ー

ラ
ー
）
の
な
か
で
教
え
と
し
て
示
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
窮
境
に
お
か
れ
た
人
び
と
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
「
幻
」

と
な
っ
て
出
現
し
ま
す
。

た
だ
し
、『
人
権
と
い
う
幻
』
で
は
、「
幻
」
を
立
ち
上
げ
る
も
と
と
な
っ
た
人
間
の
窮
境
＝
「
原
風
景
」
を

描
く
こ
と
に
多
く
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
行
動
に
向
か
う
の
か
を
示
す
こ
と
に
不
十
分
で
し
た
。

そ
こ
で
本
書
で
は
、「
幻
」
を
実
現
す
る
人
び
と
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
鍵

と
な
る
フ
レ
ー
ズ
が
、「
個
人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
で
す
。
何
を
言
お
う
と
し

て
い
る
か
わ
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、「
わ
た
し
」
を
例
に
と
っ
て
、「
個
人
的
記
憶
」
と
「
集
合
的
記
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憶
」
と
い
う
二
つ
の
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
お
示
し
し
ま
し
ょ
う
。

個
人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶

甲
府
盆
地
を
流
れ
る
荒
川
と
相
川
と
い
う
二
つ
の
川
に
挟
ま
れ
た
一
面
の
田
圃
が
徐
々
に
住
宅
地
に
な
っ
て

い
く
一
九
六
〇
年
、
わ
た
し
は
生
ま
れ
ま
し
た
。
山
梨
県
甲
府
市
の
飯
田
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

父
方
の
祖
父
は
庭
い
じ
り
が
趣
味
で
、
自
分
で
池
を
つ
く
り
、
ぶ
ど
う
棚
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
柿
、
い
ち
じ

く
、
桃
、
栗
、
ざ
く
ろ
な
ど
、
果
実
を
楽
し
め
る
木
を
植
え
て
い
ま
し
た
。
庭
の
奥
に
は
屋
根
付
の
材
木
置
き

場
兼
仕
事
場
が
あ
り
ま
し
た
。
祖
父
は
自
分
で
図
面
を
引
く
、
い
わ
ゆ
る
宮
大
工
で
し
た
。
右
の
耳
に
短
い
鉛

筆
を
挟
ん
で
、
材
木
の
上
に
墨
と
た
こ
糸
を
使
っ
て
ま
っ
す
ぐ
線
を
引
い
て
い
る
姿
を
覚
え
て
い
ま
す
。

祖
父
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
徴
用
さ
れ
、
名
古
屋
の
中
島
飛
行
機
で
戦
闘
機
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。
名
古
屋
空
襲
で
焼
け
出
さ
れ
、
焼
け
跡
か
ら
缶
詰
を
た
く
さ
ん
担
い
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
敗
戦
後
、
仕

事
が
な
い
時
期
に
、
闇
商
売
で
ひ
と
儲
け
を
企
て
ま
し
た
が
騙
さ
れ
て
大
損
し
た
と
い
う
話
を
、
小
さ
い
こ
ろ

に
祖
母
か
ら
聞
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
父
は
、
旧
制
日
川
中
学
の
五
年
生
か
ら
新
制
日
川
高
校
三
年
生
に
な
り
ま
し
た
。
新
設
さ
れ
た
文

芸
部
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、「
雨
の
降
る
夜
」「
石
の
表
情
」
と
い
っ
た
詩
を
隔
月
発
行
の
『
文
園
』
と
い

う
雑
誌
に
寄
稿
し
、「
石
の
表
情
」
で
は
山
梨
県
芸
術
祭
詩
部
門
で
入
選
す
る
、
文
学
青
年
と
し
て
活
躍
し
て

い
ま
し
た
。
早
稲
田
大
学
文
学
部
を
志
望
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
進
学
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
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た
。父

は
、
文
芸
部
顧
問
の
推
薦
で
地
元
の
新
聞
社
に
入
社
し
、
社
会
部
記
者
と
な
り
ま
し
た
。
往
年
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
と
し
て
、
社
内
に
「
遠
藤
辞
令
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
と
『
日
川
高
校
物
語
』
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

警
察
官
の
年
度
末
の
人
事
異
動
を
、
辞
令
の
発
令
よ
り
一
、
二
日
早
く
、
本
人
に
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、

引
越
し
や
転
校
の
手
続
な
ど
が
ス
ム
ー
ス
に
行
き
と
て
も
あ
り
が
た
が
ら
れ
た
よ
う
で
す
（
も
ち
ろ
ん
、
い
ざ

と
い
う
と
き
に
取
材
に
応
じ
て
も
ら
う
た
め
で
す
が
）。

父
は
、
わ
た
し
の
小
さ
い
こ
ろ
、
寝
る
前
に
よ
く
本
を
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
木
下
順
二
の
民
話
劇
で
す
。

「
彦
市
ば
な
し
」「
三
年
寝
太
郎
」「
赤
い
陣
羽
織
」「
瓜
子
姫
と
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク
」、
そ
し
て
「
夕
鶴
」。
わ
た
し

が
一
番
好
き
だ
っ
た
の
は
、「
陽
気
な
地
獄
破
り
」
と
い
う
戯
曲
で
し
た
。
な
ん
ど
も
読
ん
で
も
ら
う
う
ち
に

話
の
筋
を
覚
え
て
し
ま
い
、
や
が
て
自
分
で
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
本
は
わ
た
し
の
最

初
の
愛
読
書
で
す
。

登
場
す
る
の
は
、
鍛
冶
屋
、
手
づ
ま
師
（
手
品
師
）、
山
伏
、
歯
の
医
者
で
す
。
冥
土
の
旅
の
途
中
、
自
分

た
ち
が
ど
ん
な
病
気
で
死
ん
だ
か
話
し
あ
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
地
獄
に
落
と
さ
れ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
特
技
を
使
っ
て
青
鬼
を
翻
弄
し
、
最
後
は
閻
魔
大
王
ま
で
や
っ
つ
け
、
地
獄
破
り
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
話

で
す
。

一
番
わ
く
わ
く
し
た
の
は
、
地
獄
の
責
苦
を
執
行
し
よ
う
と
す
る
鬼
た
ち
に
対
し
、
彼
ら
が
反
省
し
て
苦
し

み
を
受
け
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
、
地
獄
を
楽
し
い
場
所
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
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針
の
山
の
上
を
愉
快
に
歩
い
て
し
ま
う
と
か
、
熱
湯
地
獄
を
温
泉
に
か
え
て
し
ま
う
と
か
。

最
近
、
こ
の
作
品
が
わ
た
し
の
な
か
で
ず
ー
っ
と
通
奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
続
け
て
き
た
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。
き
っ
か
け
は
、
武
田
清
子
『
背
教
者
の
系
譜
─
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
』
に
収
め
ら
れ
た
「
木
下
順

二
の
ド
ラ
マ
に
お
け
る
原
罪
意
識
」
と
い
う
文
章
で
す
。
そ
こ
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

呪
術
的
恍
惚
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
人
間
の
悪
の
根
源
を
、「
外
」
に
あ
る
「
魔
女
」
に
で
は

な
く
、
冷
厳
に
さ
め
た
眼
で
自
己
の
内
深
く
に
見
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
的
主
体
の
確
立
を
結

果
す
る
と
こ
ろ
の
「
原
罪
意
識
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
い
う
絶
対
的
超
越
者
と
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
な

し
に
、
果
し
て
、
生
ま
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
か
？　
（
中
略
）
木
下
順
二
を
し
て
、
日
本
人
の
自
然
の
ふ

と
こ
ろ
深
く
よ
り
「
原
罪
意
識
」
を
誘
い
出
し
、
掘
り
起
こ
さ
せ
て
い
る
も
の
は
、
彼
の
存
在
の
基
盤
に

あ
っ
て
隠
れ
た
姿
で
、
彼
の
眼
を
上
へ
と
向
け
さ
せ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
、
超
越
者
な
の
で
は
な
い

か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
同
書
一
九
四
─
一
九
五
頁
）

「
陽
気
な
地
獄
破
り
」
は
、
幼
い
わ
た
し
の
魂
に
、
地
獄
や
閻
魔
に
象
徴
さ
れ
る
「
世
間
の
悪
」
は
我
々
が

ほ
ん
と
う
に
対
峙
す
べ
き
人
間
の
悪
の
根
源
で
は
な
く
、
解
放
さ
る
べ
き
呪
縛
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
な
の
だ
と
い
う
わ
く
わ

く
す
る
よ
う
な
喜
び
を
伴
う
こ
と
も
（
閻
魔
大
王
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
と
い
う
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
）。
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木
下
が
、
日
本
人
の
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
深
く
よ
り
「
原
罪
意
識
」
を
え
ぐ
り
出
し
て
い
た
の
は
、「
陽
気
な

地
獄
破
り
」
を
書
く
三
年
前
の
一
九
六
三
年
に
世
に
出
さ
れ
た
「
沖
縄
」
と
い
う
作
品
で
し
た
。「
沖
縄
」
の

な
か
で
木
下
は
、「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
ん
こ
と
を
ど
う
し
て
も
取
り
返
す
た
め
に
」
は
、
日
本

人
の
差
別
意
識
の
問
題
を
「
民
族
的
原
罪
意
識
」
と
し
て
え
ぐ
り
出
す
こ
と
が
必
要
だ
と
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。木

下
は
、
敗
戦
後
「
四
〇
年
」
を
振
り
返
っ
た
文
章
で
、「
沖
縄
」
の
な
か
の
「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
し

の
つ
か
ん
こ
と
を
ど
う
し
て
も
取
り
返
す
た
め
に
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
自
分
の
テ
ー
マ
と
な
り
、
以
後
の
作

品
は
大
体
こ
の
テ
ー
マ
の
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
か
、
そ
れ
と
関
係
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

木
下
は
、
も
し
戦
時
中
に
社
会
的
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
ら
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
ん
こ
と
」
を
言
っ
た
り
や

っ
た
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、「
ほ
っ
と
す
る
」
と
と
も
に
、「
と
り
か
え
し
の
つ
か
ん
こ
と
」
を
今
現

在
の
自
分
が
犯
し
て
い
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
慄
き
続
け
た
の
で
す
。

木
下
順
二
の
ド
ラ
マ
に
お
け
る
「
原
罪
意
識
」
は
、
幼
い
わ
た
し
に
は
わ
か
り
よ
う
が
な
い
も
の
で
し
た
。

わ
た
し
は
「
民
族
的
原
罪
意
識
」
に
よ
る
自
己
否
定
と
い
う
体
験
を
す
る
前
に
、
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
生
じ
る
、

「
世
間
の
悪
」
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
感
を
知
っ
た
の
で
し
た
。
わ
た
し
が
「
民
族
的
原
罪
意
識
」
に
目
覚
め
た

の
は
、「
陽
気
な
地
獄
破
り
」
を
知
っ
て
か
ら
二
〇
年
以
上
の
年
月
を
経
た
三
二
歳
の
と
き
で
す
。
奇
し
く
も

そ
の
場
所
は
、
木
下
が
戯
曲
の
舞
台
と
し
た
沖
縄
で
し
た
。
わ
た
し
は
『
希
望
へ
の
権
利
』
と
い
う
本
で
そ
の

と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。



7　序　やや個人的な前書き

私
は
生
ま
れ
て
初
め
て
、「
正
義
」
の
側
で
は
な
く
、
少
女
を
利
用
し
、
犯
し
、
捨
て
た
、
帝
国
陸
軍

の
一
兵
士
と
し
て
の
自
分
を
自
覚
し
ま
し
た
。「
私
も
そ
こ
に
い
た
ら
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
の
だ
」
と

い
う
恐
ろ
し
い
確
信
で
す
。（
同
書
五
三
頁
）

木
下
が
「
民
族
的
原
罪
意
識
」
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
し
た
の
は
、「
過
去
」
の
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。「
沖
縄
」
で
描
か
れ
た
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
ー
」
に
接
収
さ
れ
て
し
ま
う
周
囲
二
〇
キ
ロ
の
小

さ
な
島
の
人
び
と
の
犠
牲
の
う
え
に
自
分
た
ち
の
社
会
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の

「
罪
」
の
問
題
、
つ
ま
り
「
今
」
の
問
題
で
し
た
。「
今
」
と
直
面
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
過
去
」
の

想
起
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
こ
の
作
品
の
「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
ん
こ
と
を
ど

う
し
て
も
取
り
返
す
た
め
に
」
と
い
う
台
詞
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

本
書
の
構
成

本
書
も
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
止
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
木
下
順
二
の
通
奏
低
音
は
、
幼
い
日
か
ら
、
二

〇
二
〇
年
に
還
暦
を
迎
え
た
わ
た
し
の
生
の
通
奏
低
音
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

本
書
が
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
決
し
て
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
現
す
る
こ

と
は
困
難
だ
と
し
て
も
。
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人
間
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
人
間
の
尊
厳
を
そ
の
出
発
点
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
い
う
人
間
と
は
、
人
間
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
、
歴
史
的
人
間
を
い
う
。

歴
史
的
人
間
は
、
彼
女
、
彼
自
身
の
個
人
的
記
憶
に
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
多
数
の
人
間
が

忘
却
の
彼
方
へ
押
し
や
ろ
う
と
す
る
、
集
合
的
記
憶
を
保
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
。

歴
史
的
人
間
が
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
国
家
と
い
う
場
に
お
い
て
は
、
政
治
に
お
け
る
嘘
に
よ
り
、
集

合
的
記
憶
を
保
持
す
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
し
か
し
、
個
々
の
歴
史
的
人
間
が
、
そ
の
個
人
的
記
憶

の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
だ
け
が
、
共
同
社
会
を
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
か
ら
救
う
こ
と
の
で
き

る
唯
一
の
希
望
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
尊
厳
と
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
人
間
ど
う
し
が
相
互
に
歴
史
的
人
間
と
し
て
「
そ
の
場
に

存
在
す
る
権
利
」（the right of the place
）
を
保
障
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
を
一
言
で
い
え
ば
、
国
家
と
い
う
場
に
お
い
て
、
個
人
的
記
憶
の
な
か
に
集
合
的
記
憶
を
想
起

し
つ
づ
け
る
歴
史
的
人
間
が
、
相
互
に
保
障
し
あ
う
そ
の
場
に
存
在
す
る
権
利
が
、「
人
権
と
い
う
幻
」
と
対

比
さ
れ
る
「
人
権
と
い
う
掟
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
す
。「
そ
の
場
に
存
在
す
る
権
利
」
に
つ

い
て
は
、
本
書
全
体
で
語
る
わ
け
で
す
が
、
文
学
的
表
現
を
か
り
て
言
え
ば
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
第
二
幕
第
二

場
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
、
内
大
臣
ポ
ロ
ウ
ニ
ア
ス
に
言
う
、「
こ
の
人
た
ち
に
、
お
ま
え
自
身
の
名
誉
と
地
位
に
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ふ
さ
わ
し
い
も
て
な
し
を
与
え
な
さ
い
」（
私
訳
）
と
い
う
掟
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
ほ
ん
と
う
は
、「
国
家
と
は
何
か
、
或
い
は
人
間
が
そ
の
場
に
存
在
す
る
権

利
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
長
す
ぎ
る
の
で
、
少
し
縮
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

な
か
で
も
っ
と
も
大
切
な
「
或
い
は
人
間
に
つ
い
て
」
の
部
分
に
ぜ
ひ
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

本
書
は
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
プ
リ
ズ
ム
（
三
稜
鏡
）
に
よ
っ
て
分
光
し
て
提
示
し
ま
す
。
第
一
の
稜
は
、

個
人
の
記
憶
が
集
合
的
記
憶
と
し
て
想
起
さ
れ
つ
づ
け
（
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
）、
真
理
と
嘘
の
闘
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
場
で
あ
る
、
国
家
で
す
（
第
１
講
か
ら
第
４
講
）。
第
二
の
稜
は
、
国
家
に
お
い
て
、
個
人
的
記
憶
と

集
合
的
記
憶
に
よ
り
人
格
を
形
成
し
、
保
持
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
人
間
で
す
（
第
５
講
）。
そ
し
て
、
第
三

の
稜
は
、
わ
た
し
が
、「
そ
の
場
に
存
在
す
る
権
利
」
の
た
め
の
闘
争
を
日
々
お
こ
な
っ
て
い
る
、
大
阪
住
吉

と
西
成
の
釜
ヶ
崎
に
つ
い
て
の
報
告
で
す
（
第
６
講
お
よ
び
第
７
講
）。

第
１
講
か
ら
第
４
講
ま
で
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
か
ら
一
一
月
ま
で
、
大
阪
の
エ
ル
大
阪
で
お
こ
な
わ
れ
た

Ｚ
Ａ
Ｚ
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
学
習
会
で
の
講
演
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
Ｚ
Ａ
Ｚ
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
は
、
国
歌
斉
唱
時

に
不
起
立
を
貫
い
た
た
め
処
分
を
う
け
た
公
立
学
校
の
教
師
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。
わ
た
し
を
講
師
と
し
て
招
い

て
く
だ
さ
っ
た
山
田
肇
先
生
と
奥
野
泰
孝
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
第
１
講
の
骨
組
み
は
、『
情
況
』

二
〇
一
九
年
春
号
に
寄
せ
た
「
法
を
侵
す
権
力
」
で
し
た
。
第
３
講
の
６
節
は
、
判
例
時
報
社
「
私
の
心
に
残

る
裁
判
例
・
第
八
回
」
に
執
筆
し
た
内
容
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
す
。
作
品
社
の
福
田
隆
雄
さ
ん
と
判
例
時
報

社
の
小
林
香
澄
さ
ん
に
助
け
ら
れ
ま
し
た
。
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第
５
講
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
四
日
に
、
い
わ
き
市
文
化
セ
ン
タ
ー
で
お
こ
な
わ
れ
た
市
民
大
学
憲
法

講
座
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
講
座
を
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
矢
吹
道
徳
さ
ん
と
遠
藤
正
則
さ
ん
に
感
謝
し

ま
す
。
そ
の
際
、
原
発
訴
訟
の
現
状
に
つ
い
て
、
福
島
市
出
身
の
花
澤
俊
之
弁
護
士
に
も
報
告
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
花
澤
弁
護
士
の
闘
い
に
つ
い
て
は
、
閑
話
休
題
５
で
紹
介
し
ま
す
。

第
６
講
は
、
差
別
と
は
何
か
を
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
の
道
案
内
を
し
て
く
れ
た
沖
浦
和
光
の
著
作
の
解
読
を

出
発
点
に
、
わ
た
し
が
二
〇
〇
〇
年
四
月
以
来
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
法
律
相
談
を
お
こ
な
っ
て
き
た
大
阪
住
吉

隣
保
館
で
の
営
み
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
積
極
的
差
別
是
正
策
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
部

落
差
別
の
根
幹
に
あ
る
問
題
に
触
れ
ま
す
。
執
筆
に
際
し
て
は
、
沖
浦
著
作
集
第
三
巻
の
解
題
と
書
評
『
竹
の

民
俗
誌
』
を
下
敷
き
に
し
ま
し
た
。
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
元
現
代
書
館
編
集
部
の
村
井
三
夫
さ

ん
と
前
田
憲
二
監
督
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
隣
保
館
で
の
相
談
事
業
を
と
も
に
担
っ

て
く
だ
さ
っ
た
、
村
田
望
さ
ん
と
友
永
健
吾
さ
ん
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

第
７
講
は
、
一
九
九
九
年
七
月
以
来
二
〇
二
〇
年
二
月
ま
で
、
三
度
中
断
し
な
が
ら
も
法
律
相
談
を
お
こ
な

っ
て
き
た
釜
ヶ
崎
の
現
状
を
報
告
し
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
「
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
に
つ
い
て
」
学
ぶ
き
っ

か
け
と
な
っ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
あ
る
青
年
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。
こ
の
出
会
い
の
重
要
性
に

気
づ
い
た
の
は
、
二
〇
一
四
年
に
開
催
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
に
お
い
て
報
告
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た

か
ら
で
す
。
お
招
き
い
た
だ
い
た
小
島
妙
子
理
事
長
（
当
時
）
に
感
謝
し
ま
す
。

最
後
に
、
釜
ヶ
崎
で
の
強
制
排
除
に
対
し
待
っ
た
を
か
け
た
裁
判
所
の
決
定
を
付
録
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
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に
し
ま
し
た
。
決
定
を
獲
得
す
る
た
め
の
苦
難
の
道
を
リ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
っ
た
武
村
二
三
夫
弁
護
士
、
牧
野

幸
子
弁
護
士
、
稲
垣
活
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
当
事
者
の
方
々
に
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

「
個
人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
を
背
に
負
い
な
が
ら
、「
陽
気
な
地
獄
破
り
」
か

ら
「
沖
縄
」
へ
の
旅
を
続
け
ら
れ
る
読
者
の
み
な
さ
ん
の
「
喜
び
」
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
、
本
書
を
世
に
送

り
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

二
〇
二
〇
年
一
二
月　

遠
藤
比
呂
通



結
　
あ
ま
り
普
遍
的
で
は
な
い
後
書
き
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点
の
軌
跡

本
書
を
執
筆
し
て
い
る
あ
い
だ
じ
ゅ
う
、
丸
山
眞
男
の
次
の
言
葉
が
、
頭
を
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

状
況
に
働
き
か
け
る
行
為
以
外
に
主
体
は
な
い
。
行
為
そ
の
も
の
、
働
き
か
け
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て

主
体
が
あ
る
。
そ
の
根
源
に
実
体
と
し
て
の
主
体
は
な
い
、
そ
ん
な
も
の
は
肉
体
的
な
存
在
が
あ
る
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
精
神
の
上
で
何
も
の
も
意
味
し
な
い
、
点
で
い
い
ん
で
す
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
変
貌
す
る
状

況
、
そ
の
状
況
に
働
き
か
け
る
場
合
、
そ
の
行
為
の
軌
跡
を
つ
な
い
で
行
け
ば
、
そ
こ
に
主
体
が
出
る
。

そ
れ
が
責
任
の
問
題
で
す
。（
丸
山
「
点
の
軌
跡

─
『
沖
縄
』
観
劇
所
感
」『
丸
山
眞
男
集
第
９
巻
』
一
四
二

─
一
四
三
頁
）

こ
の
言
葉
は
、
序
で
引
用
し
た
木
下
順
二
の
戯
曲
「
沖
縄
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
、「
点
の
軌
跡

─
『
沖

縄
』
観
劇
所
感
」
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。「
沖
縄
」
の
な
か
で
丸
山
が
注
目
し
た
の
は
、
秀
と
い
う
沖
縄
の
女

性
が
山
野
と
い
う
元
日
本
兵
（
秀
と
と
も
に
招
集
さ
れ
た
沖
縄
の
学
生
を
軍
の
命
令
で
殺
し
た
）
の
綱
を
「
断
ち
切

る
」
こ
と
で
し
た
。
丸
山
は
、
こ
の
「
断
ち
切
る
」
の
意
味
を
、
沖
縄
の
日
本
に
対
す
る
復
讐
や
対
立
で
は
な

く
、
沖
縄
対
日
本
と
い
う
枠
組
み
自
体
を
「
断
ち
切
る
」
こ
と
だ
と
捉
え
ま
し
た
。
日
本
は
日
本
、
沖
縄
は
沖

縄
と
い
う
よ
う
に
、
内
と
外
で
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
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い
の
で
は
な
い
か
、
と
丸
山
は
い
う
の
で
す
。
い
っ
た
ん
状
況
か
ら
自
ら
を
「
断
ち
切
る
」
こ
と
が
必
要
な
の

だ
と
。

木
下
の
戯
曲
「
沖
縄
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
下
の
周
囲
二
〇
キ
ロ
の
小
さ
な
島
が
舞
台

と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
兵
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
兵
か
ら
も
犯
さ
れ
た
秀
が
、
島
に
戻
っ
て
司
（
巫
女
）
に
さ
せ

ら
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
拒
否
し
ま
す
。
日
本
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
捨
て
ら
れ
、
沖
縄
さ
え
も
「
断
ち

切
る
」
こ
と
で
は
じ
め
て
、「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
ん
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
取
り
返
す
」
何
か

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
秀
は
、
自
分
の
行
為
の
責
任
（
そ
れ
は
沖
縄
の
責
任
で
も
あ
る
の
で
す
が
）
を

背
負
っ
て
崖
か
ら
飛
び
降
り
ま
す
。
木
下
順
二
の
代
表
作
で
あ
る
『
夕
鶴
』
の
主
人
公
つ
う
が
、
最
後
に

「
点
」
と
な
っ
て
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
。

木
下
順
二
の
友
人
で
あ
り
、
よ
き
理
解
者
で
も
あ
る
丸
山
が
、「
断
ち
切
る
」
と
い
う
こ
と
の
痛
切
な
意
味

を
説
き
、
沖
縄
対
日
本
と
い
う
対
立
図
式
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
日
本
人
の
民
族
的
原
罪
意
識
の
問
題
を
中
心

テ
ー
マ
と
し
て
「
沖
縄
」
を
読
む
こ
と
に
対
し
、
疑
問
符
を
つ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

本
書
の
枠
組
み
へ
の
警
告
で
も
あ
り
ま
す
。

く
わ
え
て
、
丸
山
が
、
面
積
や
長
さ
を
も
た
な
い
点
（
＝
し
が
ら
み
を
も
た
な
い
）
と
し
て
の
個
人
の
責
任

の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
と
い
う
「
人
間
」
の
個
人
的
記
憶
か
ら
出
発
し
て
集
合
的
記
憶
を

想
起
し
つ
づ
け
る
本
書
の
試
み
自
体
へ
の
批
判
で
も
あ
り
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
は
本
書
で
「
個
人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
と
い
う
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枠
組
み
を
維
持
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
丸
山
眞
男
も
ま
た
、
自
己
の
学
問
の
出
発
点
を
「
個
人
的
記
憶
の
な
か

に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
す
。

二
〇
世
紀
最
大
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

丸
山
眞
男
は
、
敗
戦
後
三
〇
年
の
八
月
一
五
日
を
記
念
す
る
講
演
で
、
は
じ
め
て
自
己
の
学
問
の
出
発
点
と

な
っ
た
二
つ
の
個
人
的
体
験
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
単
に
個
人
的
体
験
を
語
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と

が
ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
明
晰
に
語
っ
た
の
で
す
（
丸
山
「
二
十
世

紀
最
大
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」『
丸
山
眞
男
集
第
９
巻
』
二
八
七
頁
）。

そ
の
一
つ
は
、
丸
山
が
旧
制
高
校
に
在
学
し
て
い
た
と
き
に
、
特
別
高
等
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
経
験
で
す
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
「
懐
疑
の
る
つ
ぼ
の
な
か
で
鍛
え
ら
れ
た
信
仰
」
を
参
照
し
て
、「
国
体
」
が
こ

の
よ
う
な
懐
疑
に
耐
え
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
丸
山
は
日
記
に
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
示
さ
れ
な
が
ら
、

「
お
ま
え
は
君
主
制
を
否
定
す
る
の
か
」
と
問
い
詰
め
ら
れ
た
際
、「
否
定
し
た
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答

え
よ
う
と
し
た
ら
、
い
き
な
り
猛
烈
な
罵
声
と
鉄
拳
が
飛
ん
で
き
た
と
い
う
体
験
で
す
。

丸
山
は
こ
の
体
験
を
反
省
す
る
な
か
で
、
戦
前
か
ら
戦
後
の
巨
大
な
思
想
的
転
換
の
意
義
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
を
知
っ
た
と
い
い
ま
す
。
戦
前
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
と
否
定
す
る
こ
と
の
区
別
が
な
か
っ
た
の
は
、
君
主
制

＝
天
皇
制
を
受
け
入
れ
る
か
受
け
入
れ
な
い
か
の
選
択
の
余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
彼
は
戦
後

に
生
き
る
人
び
と
に
、
こ
う
問
い
か
け
ま
す
。
疑
問
に
思
う
こ
と
さ
え
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
天
皇
制
を
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受
け
入
れ
た
の
と
、
天
皇
制
を
否
定
す
る
選
択
肢
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
皇
制
を
受
け
入
れ
る
の
と
（
積

極
的
に
で
あ
れ
、
受
動
的
に
で
あ
れ
）、
そ
の
意
味
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
こ
か
ら
、
象
徴

天
皇
制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
責
任
の
問
題
が
で
て
き
ま
す
。

二
番
目
の
体
験
は
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
の
助
教
授
で
あ
っ
た
丸
山
が
、
二
度
目
の
招
集
を
受
け
宇
品
の

司
令
部
で
軍
務
に
つ
い
て
い
た
と
き
、
爆
心
地
か
ら
五
キ
ロ
の
地
点
で
被
爆
し
た
こ
と
で
す
。
閃
光
は
目
に
し

た
も
の
の
、
建
物
の
影
に
い
た
た
め
熱
風
を
受
け
ず
に
生
き
残
っ
た
丸
山
は
、
終
生
「
生
き
て
る
ん
だ
な
」
と

い
う
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
実
感
を
も
ち
つ
づ
け
ま
し
た
。
核
兵
器
の
も
と
で
、
戦
争
が
内
と
外
に
い
る
両
方
の

人
に
ま
っ
た
く
不
条
理
に
死
を
も
た
ら
す
事
実
こ
そ
、
軍
隊
で
は
な
く
国
家
そ
の
も
の
の
定
義
を
変
え
て
で
も
、

憲
法
九
条
の
非
武
装
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
丸
山
の
平
和
的
生
存
権
の
出
発
点
で
し
た
。

丸
山
眞
男
の
戦
後
三
〇
年
の
八
月
一
五
日
は
、
敗
戦
の
そ
の
日
、
子
を
想
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
母
親
の
思
い

出
の
想
起
で
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
母
親
の
残
し
た
歌
が
、
丸
山
を
し
て
個
人
的
体
験
を
語
ら
せ
た
の
で
し
た
。

召
さ
れ
ゆ
き
し
吾あ

子こ

を
し
の
び
て
病
床
に
泣
く
は
う
と
ま
し
不
忠
の
母
ぞ

自
分
の
子
ど
も
が
名
誉
あ
る
戦
死
を
遂
げ
た
と
し
て
喜
ぶ
べ
き
な
の
に
、
悲
し
み
が
わ
い
て
き
て
抑
え
よ
う

が
な
い
と
い
う
相
克
の
な
か
に
生
き
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
母
。
彼
女
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
と
し
て
、
丸
山
は
「
個

人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
を
語
っ
た
の
で
し
た
。
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亡
き
母
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム

わ
た
し
も
本
書
を
亡
き
母
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
の
母
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
二
三
日
、
大
阪
・
住
吉
に
あ
る
市
営
住
宅
の
一
室
で
、
八
六
歳
の
生
涯

を
終
え
ま
し
た
。
癌
が
発
見
さ
れ
て
四
か
月
余
り
の
闘
病
生
活
で
し
た
。
連
れ
合
い
の
李
鍾
和
が
毎
日
入
院
先

の
病
院
に
見
舞
い
に
行
き
、
手
を
握
り
し
め
な
が
ら
母
の
半
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
聴
い
て
く
れ
ま
し
た
。
わ

た
し
に
も
話
し
た
こ
と
が
な
い
父
と
の
馴
れ
初
め
や
、
小
学
校
の
わ
た
し
を
理
解
で
き
な
く
て
悩
ん
だ
こ
と
な

ど
な
ど
。
鍾
和
は
、
母
か
ら
た
く
さ
ん
の
宝
物
を
も
ら
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

母
は
、
一
九
二
九
年
一
月
一
〇
日
に
、
山
梨
県
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
戦
後
二
期
目
の
女
性
警
察
官
と
な
り
、

少
年
補
導
係
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
四
月
に
住
吉
に
移
住
す
る
ま
で
山
梨
を
離
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
住
吉
に
来
て
か
ら
は
、
寿
湯
と
い
う
銭
湯
で
仲
間
に
な
っ
た
人
た
ち
と
交
際
し
て
い
ま
し
た
。
老

人
会
で
い
っ
し
ょ
に
旅
行
を
し
た
り
、
江
州
河
内
音
頭
を
聴
い
た
り
、
充
実
し
た
第
二
の
人
生
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

母
は
、
山
梨
に
い
た
こ
ろ
、
労
働
組
合
の
集
会
に
紛
れ
込
ん
で
内
偵
す
る
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で

す
。
そ
の
母
が
、
住
吉
解
放
会
館
の
廃
止
に
反
対
し
て
、
市
役
所
前
の
抗
議
活
動
に
参
加
し
、
ゼ
ッ
ケ
ン
を
つ

け
て
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
叫
ん
で
い
ま
し
た
。
住
吉
は
旧
熊
野
街
道
沿
い
に
あ
り
、
住
吉
大
社
の
近
く
に
あ

る
村
で
す
が
、
住
吉
大
社
の
祭
礼
な
の
に
御
神
輿
が
住
吉
の
集
落
を
避
け
て
な
か
に
入
っ
て
こ
な
い
と
い
っ
て
、

た
い
へ
ん
怒
っ
て
い
ま
し
た
。「
あ
ん
な
祭
り
に
行
く
も
ん
か
」、
と
。
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母
の
戦
争
体
験
は
、
甲
府
の
空
襲
体
験
で
し
た
。
百
石
町
と
い
う
中
心
街
に
住
ん
で
い
た
母
は
、
自
分
の
母

親
と
い
っ
し
ょ
に
焼
夷
弾
の
火
事
か
ら
逃
げ
ま
わ
り
、
飯
田
の
県
営
球
場
が
あ
る
場
所
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
そ

う
で
す
。
そ
こ
に
逃
げ
て
き
た
人
の
な
か
に
、
臨
月
の
妊
婦
さ
ん
が
い
て
、
不
発
の
焼
夷
弾
の
破
片
が
そ
の
お

腹
に
刺
さ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
母
の
空
襲
体
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
上
の
兄
の
「
天
皇
体
験
」
で
し
た
。
警
察
官
だ

っ
た
叔
父
は
、
空
襲
の
夜
、
長
靴
を
履
い
て
、
避
難
誘
導
、
救
助
作
業
に
従
事
し
た
そ
う
で
す
。
明
け
方
警
察

署
に
戻
る
と
、
黒
焦
げ
に
な
っ
た
長
靴
を
見
た
上
司
か
ら
、「
天
皇
陛
下
の
恩
賜
の
長
靴
を
焦
が
す
こ
と
何
事

か
」
と
怒
鳴
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
た
せ
い
か
、
母
は
天
皇
と
か
、
日
の
丸
と
か
が
大
嫌

い
で
し
た
。

一
九
九
二
年
の
八
月
一
五
日
に
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
母
は
水
泳
を
は
じ
め
、
世
代
別
で
は
け
っ
こ
う
い

い
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
の
で
す
が
、
全
国
大
会
に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
日
の
丸
が
表
彰
式
で
掲
揚
さ
れ

る
よ
う
な
大
会
に
は
行
く
も
ん
か
」
と
い
う
の
が
理
由
で
す
。

「
個
人
的
記
憶
の
な
か
に
想
起
し
つ
づ
け
る
集
合
的
記
憶
」
を
語
る
本
書
は
、
父
が
幼
い
わ
た
し
に
読
ん
で

く
れ
た
木
下
順
二
の
「
陽
気
な
地
獄
破
り
」
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
も
し
か
す
る
と
、
ほ
ん
と
う
は
、
わ
た

し
の
記
憶
に
さ
え
な
い
、
母
か
ら
受
け
継
い
だ
「
恨
」（
ハ
ン
）
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
、
本
書
を
母
塚
原
千
鶴
子
の
思
い
出
に
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。
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本
書
は
、『
人
権
と
い
う
幻

─
対
話
と
尊
厳
の
憲
法
学
』
の
続
篇
と
い
う
意
味
を
も
ち
ま
す
。
文
章
だ
け

で
な
く
、
構
想
全
体
に
わ
た
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
、
勁
草
書
房
の
鈴
木
ク
ニ
エ
さ
ん
の
存
在
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
完
成
し
ま
し
た
。

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
日
本
基
督
教
団
の
金
顕
球
（
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
グ
）
牧
師
に
。
金
牧
師
は
、
私
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い

て
の
先
生
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
そ
の
場
に
存
在
す
る
権
利
」
が
人
権
の
中
核
に
あ
る
こ
と
を
、
滞
日
経
験

の
深
み
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
。
第
二
次
大
戦
後
、
英
国
で
出
版
さ
れ
たN

ew
 English Bible

は
、
ロ
ー
マ
書
一
二
章
一
〇
節
の
翻
訳
と
し
て
、“Give pride of place to one another in esteem

” 

を

採
用
し
ま
し
た
。「
互
い
に
尊
敬
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、
最
高
の
地
位
を
与
え
合
い
な
さ
い
と

い
う
意
味
で
す
。
そ
の
場
に
存
在
す
る
こ
と
を
無
視
さ
れ
る
経
験
の
な
か
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
（in spite 

of

）
闘
い
つ
づ
け
る
こ
と
を
促
す
掟
で
す
。

次
に
、
ド
イ
ツ
文
化
圏
に
は
ま
っ
た
く
不
案
内
の
わ
た
し
に
、
ド
イ
ツ
語
文
献
と
の
照
合
、
文
献
の
入
手
を

含
め
て
導
き
手
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
龍
谷
大
学
法
科
大
学
院
の
金
尚
均
（
キ
ム
・
サ
ン
ギ
ュ
ン
）
教
授
と
、

早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
院
生
の
遠
藤
愛
明
さ
ん
に
も
感
謝
し
ま
す
。
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最
後
に
、「
死
ぬ
日
ま
で
空
を
仰
ぎ
」
の
道
を
、
一
人
で
は
な
く
と
も
に
歩
め
る
こ
と
に
感
謝
し
て
、
愛
す

る
妻
、
李
錘
和
（
イ
・
ジ
ョ
ン
フ
ァ
）
に
も
感
謝
の
ハ
ー
ト
を
贈
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
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