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第
１
回
の
紫
友
セ
ミ
ナ
ー
は
、
先
の
「
伊
藤
長
七

ア
ー
カ
イ
ブ
ス
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
記
念
講
演
を

さ
れ
た
粕
谷
一
希
さ
ん
に
お
願
い
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
御
都
合
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
い
に
く
、
京

都
で
の
講
演
の
先
約
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
私
は
代
役

で
す
。
し
か
し
、
代
役
を
務
め
る
に
は
ま
さ
に
役
者

不
足
で
し
て
、
と
は
い
え
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
と
い
う

も
の
は
と
に
か
く
見
逃
し
の
三
振
は
ゆ
る
さ
れ
な

い
。
同
じ
三
振
で
も
バ
ッ
ト
を
ふ
っ
て
の
三
振
を
し

ま
す
の
で
、
お
許
し
願
い
た
い
と
お
も
い
ま
す
。 

長
七
、
沢
哲
、
真
ち
ん
は
五
中
、
小
石
川
の
流
れ

そ
の
も
の
で
す
。
初
代
伊
藤
長
七
の
あ
と
は
昭
和
５

年
４
月
か
ら
、
落
合
寅
平
、
11
年
11
月
か
ら
井
上

宗
助
、
20
年
６
月
か
ら
沢
登
哲
一
、
33
年
４
月
か

ら
寅
平
の
息
子
で
あ
る
落
合
矯
一
、
そ
し
て
39
年
４

月
か
ら
が
真
田
幸
男
で
学
園
紛
争
の
44
年
ま
で
。
そ

の
流
れ
の
中
で
沢
哲
と
真
ち
ん
は
、
長
七
の
創
り
あ

げ
た
自
由
で
伸
び
伸
び
し
た
校
風
に
掉
さ
し
た
印

象
が
と
く
に
強
い
の
で
す
。
と
く
に
真
ち
ん
は
五
中

の
第
三
回
卒
業
生
で
す
か
ら
、
長
七
の
薫
陶
を
直
接

受
け
て
い
ま
す
し
、
昭
和
７
年
か
ら
母
校
五
中
の
教

師
に
な
っ
て
、
27
年
ま
で
在
籍
し
て
、
沢
登
校
長
時

代
に
教
頭
を
務
め
て
い
ま
す
。 

 

ま
あ
、
こ
ん
な
こ
と
は
『
７
０
年
史 

立
志
・
開

拓
・
創
作
』
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
い
い
こ
と
で
し

て
、
話
は
こ
れ
く
ら
い
に
い
た
し
ま
す
。 

 

さ
て
、
こ
こ
の
校
舎
の
す
ぐ
傍
に
六
義
園
が
あ
り

ま
す
。
将
軍
綱
吉
の
側
用
人
か
ら
大
老
格
に
ま
で
の

し
あ
が
っ
た
柳
澤
吉
保
が
綱
吉
に
貰
っ
た
土
地
に

つ
く
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
六
義
園
が
、
五
中
、

小
石
川
と
関
係
が
あ
る
。
ど
ん
な
関
係
だ
と
お
も
い

ま
す
か
。 

 

脱
線
の
よ
う
で
す
が
聴
い
て
く
だ
さ
い
。
六
義
園

の
六
義
と
は
、
中
国
の
周
時
代
の
『
詩
経
』
―
四
書

五
経
の
一
つ
で
す
が
、
こ
の
な
か
で
詩
を
体
裁
と
表

現
で
六
つ
に
分
類
を
し
ま
し
た
（
風
・
雅
・
頌
・
賦
・

比
・
興
）
。
こ
れ
に
倣
っ
て
短
歌
を
六
つ
に
分
け
て

六
義
（
む
く
さ
）
と
し
た
の
が
、
古
今
集
の
撰
者
の

一
人
、
紀
貫
之
で
す
。
か
れ
が
書
い
た
古
今
の
仮
名

序
に
あ
り
ま
す
。
「
そ
も
そ
も
歌
の
様
六
つ
な
り
。

唐
の
詩
に
も
か
く
と
有
る
べ
き
…
」 

そ
へ
・
か
ぞ
へ
・
な
ず
ら
へ
・
た
と
へ
・
た
だ
こ
と
・

い
は
ひ
。
こ
の
六
つ
で
す
。 

綱
吉
の
歌
学
方
か
ら
「
古
今
伝
授
」
を
う
け
た
吉

保
は 

こ
の
六
つ
の
歌
の
形
を
庭
園
に
配
し
よ
う

と
し
た
の
で
す
。 

 

で
、
吉
保
に
「
古
今
伝
授
」
を
し
た
歌
学
方
が
北

村
季
吟
。
今
で
は
芭
蕉
の
師
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
京
都
で
神
職
に
つ
い
て
い
た

と
き
、
江
戸
幕
府
か
ら
、
将
軍
の
歌
の
先
生
に
任
命

さ
れ
た
ほ
ど
の
、
そ
の
道
の
権
威
だ
っ
た
の
で
す
。

季
吟
が
い
た
神
社
は
新
玉
津
島
神
社
と
い
い
、
藤
原

俊
成
の
屋
敷
跡
に
あ
り
ま
し
た
。
和
歌
山
の
和
歌
の

浦
の
あ
る
玉
津
島
神
社
を
勧
請
し
た
も
の
で
す
。
玉

津
島
神
社
に
祀
ら
れ
る
玉
津
島
明
神
は
住
吉
大
社

の
住
吉
明
神
、
柿
本
大
神
と
と
も
に
和
歌
三
神
に
数

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
の
あ
た
り
は
樹
木
の
配

置
な
ど
で
、
古
今
の
六
義
を
形
に
し
て
い
た
と
い
わ

れ
、
季
吟
は
吉
保
に
そ
れ
を
説
い
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。 

 

も
う
察
し
の
い
い
か
た
は
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
。 

季
吟
は
私
た
ち
の
校
歌
の
作
曲
者
、
北
村
季
晴
の

直
系
の
先
祖
な
の
で
す
。
季
吟
は
和
歌
ば
か
り
で
は

な
く
、
日
本
の
古
典
文
学
の
研
究
者
と
し
て
『
源
氏

物
語
』
な
ど
沢
山
の
古
典
の
注
釈
書
を
あ
ら
わ
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
話
は
端
折
り
ま
す
。
俳
諧
の
た
め

の
素
養
の
水
準
を
は
る
か
に
超
え
た
勉
強
を
し
た

の
で
し
ょ
う
。 

 

季
晴
は
江
戸
っ
子
で
す
。
季
吟
か
ら
代
々
江
戸
に

住
み
、
七
代
目
で
あ
る
季
林
も
将
軍
家
茂
の
侍
講
を

務
め
て
い
て
、
家
屋
敷
は
銀
座
っ
子
が
通
っ
た
泰
明

小
学
校
の
あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。
小
学
校
が
出
来

る
と
い
う
の
で
赤
坂
の
ほ
う
へ
転
居
し
ま
し
た
。
季

晴
は
そ
の
息
子
で
す
。
明
治
学
院
か
ら
、
東
京
音
楽

学
校
に
転
じ
、
卒
業
す
る
と
ま
ず
は
師
範
学
校
の
教

師
に
な
り
ま
し
た
。 



 
そ
の
季
晴
が
な
ん
で
五
中
の
校
歌
の
作
曲
を
し

た
か
。
六
義
園
の
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

季
晴
は
明
治
学
院
で
島
崎
藤
村
と
同
級
で
仲
良

く
な
り
ま
し
た
。
藤
村
は
11
歳
で
上
京
、
泰
明
小
学

校
か
ら
三
田
英
学
校
、
共
立
学
校
な
ど
を
経
て
明
治

学
院
に
進
み
ま
し
た
。
卒
業
す
る
と
英
語
な
ど
の
教

師
と
な
り
い
く
つ
か
の
学
校
に
勤
め
ま
し
た
が
、
そ

の
間
、
泰
明
小
学
校
時
代
の
級
友
北
村
透
谷
ら
の

『
文
学
界
』
の
仲
間
に
加
わ
り
、
浪
漫
派
詩
人
と
し

て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。
『
若
菜
集
』
は
東
北
学
院

時
代
の
作
品
で
す
。
次
い
で
明
治
32
年
小
諸
義
塾
の

教
師
に
な
り
、『
破
戒
』
を
書
く
た
め
上
京
す
る
38
年

ま
で
そ
こ
に
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
と
き
、
藤
村
と
長
七
、
そ
し
て
季
晴
と
の
縁

が
結
ば
れ
ま
し
た
。 

 

（
２
） 

 

御
承
知
の
よ
う
に
長
七
は
長
野
師
範
を
で
て
、
諏

訪
高
等
小
学
校
、
下
諏
訪
小
学
校
を
経
て
小
諸
高
等

小
学
校
に
転
任
に
な
っ
た
の
は
明
治
33
年
で
す
。
小

諸
を
去
っ
た
の
は
34
年
。
こ
の
一
年
の
間
に
長
七
と

藤
村
は
急
速
に
親
し
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
長
七

は
長
野
師
範
同
窓
の
太
田
水
穂
た
ち
と
新
し
い
和

歌
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
お
互
い
相
通
ず

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
季
晴
も

30
年
か
ら
34
年
ま
で
長
野
師
範
で
教
鞭
を
と
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
当
然
交
友
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
季
吟
の
『
万
葉
集
集

穂
抄
』
『
八
代
集
抄
』
な
ど
に
話
が
及
ん
だ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
藤
村
が
小
説
に
転
じ
て
書
い
た
『
破
戒
』

に
主
人
公
の
親
友
と
し
て
登
場
す
る
土
屋
銀
之
助

の
モ
デ
ル
は
長
七
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
諏
訪

湖
畔
の
生
ま
れ
、
五
分
刈
頭
、
赤
ら
顔
、
腕
ま
く
り

し
て
快
活
に
談
じ
、
笑
う
、
正
直
で
友
達
思
い
。
こ

ん
な
熱
血
漢
と
し
て
描
か
れ
た
銀
之
助
で
す
。
五
中

の
朝
礼
で
生
徒
を
前
に
話
し
な
が
ら
感
極
ま
る
と

泣
き
出
し
た
と
い
う
長
七
の
若
い
こ
ろ
の
姿
と
み

る
と
う
な
ず
け
ま
す
。
銀
之
助
は
東
京
農
科
学
校
、

東
大
農
学
部
と
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
へ
進
む

た
め
小
諸
を
去
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
小
諸
を
一
年

で
去
っ
て
東
京
高
等
師
範
に
進
む
長
七
と
行
動
が

重
な
り
ま
す
。 

『
破
戒
』
に
は
巻
頭
に
献
辞
が
あ
り
ま
す
。
「
こ
の

書
が
世
に
出
づ
る
に
至
り
た
る
は
、
函
館
に
あ
る
秦

慶
治
氏
、
及
び
信
濃
に
あ
る
神
津
猛
氏
の
た
ま
も
の

な
り
。
労
作
終
わ
る
の
日
に
あ
た
り
て
、
こ
の
も
の

が
た
り
を
二
人
の
恩
人
の
ま
え
に
さ
さ
ぐ
」
と
い
う

も
の
で
す
。 

 

こ
の
神
津
猛
と
い
う
方
は
、
信
濃
の
名
家
の
12
代

目
で
、
五
中
13
回
卒
、
神
津
康
雄
さ
ん
の
御
父
君
で

す
。
藤
村
と
の
関
わ
り
は
神
津
さ
ん
の
近
著
『
随
処

に
主
と
な
る
』
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

神
津
猛
は
11
歳
で
家
督
を
継
ぎ
、
慶
応
義
塾
在
学

中
、
福
沢
諭
吉
に
品
川
の
古
墳
に
連
れ
て
行
か
れ
、

土
器
の
発
掘
の
手
伝
い
を
し
た
体
験
を
契
機
に
考

古
学
に
傾
注
、
信
濃
に
戻
る
と
近
辺
の
古
墳
を
発
掘
、

膨
大
な
土
器
や
玉
、
矢
じ
り
、
石
斧
な
ど
を
発
掘
し

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
は
い
ま
、
長
七
の
資

料
が
預
け
ら
れ
て
い
る
長
野
県
立
歴
史
館
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

藤
村
と
知
り
合
う
の
は
、
塾
長
の
木
村
熊
二
に
招

か
れ
小
諸
義
塾
を
訪
れ
た
と
き
で
す
。
熊
二
は
明
治

女
学
校
の
創
立
者
で
藤
村
も
一
時
そ
こ
の
教
師
で

し
た
。
小
諸
義
塾
設
立
に
あ
た
り
、
そ
の
塾
長
と
し

て
招
か
れ
た
熊
二
は
藤
村
を
呼
び
寄
せ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
藤
村
と
猛
を
引
き
合
わ
せ
た
の
で
す
。 

 

藤
村
が
明
治
学
院
に
月
給
60
円
で
来
て
く
れ
と

い
う
誘
い
を
受
け
た
と
き
、
義
塾
で
の
月
給
は
25
円

で
し
た
。
藤
村
は
小
諸
を
離
れ
る
決
心
を
し
た
の
で

す
が
、
同
僚
が
留
任
運
動
を
始
め
ま
す
。
自
分
た
ち

の
月
給
の
二
割
削
減
し
て
い
い
、
藤
村
を
残
し
て
く

れ
…
と
。
そ
れ
を
漏
れ
聞
い
た
猛
は
熊
二
に
義
塾
へ

の
寄
付
を
申
し
出
ま
す
。
感
激
し
た
藤
村
は
上
京
を

思
い
と
ど
ま
り
、
猛
と
の
交
友
は
深
ま
り
ま
し
た
。 

 

小
説
に
転
じ
、
全
精
力
を
注
ぐ
た
め
、
い
よ
い
よ

上
京
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
藤
村
は
猛
に
４
百
円
の

借
金
を
申
し
入
れ
ま
す
。
名
家
の
当
主
と
は
い
え
、

右
か
ら
左
へ
と
出
せ
る
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

何
回
か
に
分
け
て
送
り
ま
し
た
。 

明
治
39
年
『

破
戒
』

は
完
成
し
ま
す
。

初
め
は
自
費

出
版
で
し
た
。
高
い
評
価
を
う
け
、
藤
村
は
自
然
主



義
文
学
の
代
表
者
の
一
人
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。
猛
の
と
こ
ろ
へ
『
破
戒
』
の
草
稿
や
執

筆
し
た
机
な
ど
が
、
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
津
康
雄

さ
ん
は
浪
人
時
代
、
そ
の
机
で
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。 

さ
て
長
七
は
高
等
師
範
と
そ
の
研
究
科
を
出
る

と
そ
の
ま
ま
付
属
中
学
の
教
師
に
な
り
ま
す
が
、
明

治
44
年
、
朝
日
新
聞
に
黒
風
白
雨
楼
の
筆
名
で
連
載

し
た
『
現
代
教
育
観
』
が
認
め
ら
れ
、
大
正
７
年
新

設
、
開
校
翌
８
年
４
月
の
東
京
府
立
第
五
中
学
校
の

校
長
と
な
っ
た
こ
と
は
御
承
知
の
と
お
り
で
す
。 

長
七
に
は
生
徒
の
父
兄
の
ほ
か
に
応
援
団
が
た

く
さ
ん
い
ま
し
た
。
寄
付
も
集
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

そ
こ
で
会
を
設
け
ま
し
た
。
紫
友
会
で
す
。
な
ぜ
紫

の
友
な
の
か
。
校
章
も
紫
草
の
花
で
す
。
こ
れ
は
長

七
が
『
古
今
集
』
に
あ
る
「
読
み
人
知
ら
ず
」
の
『
紫

の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ

は
れ
と
ぞ
み
る
」
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
み
て
い
ま
す
。
自
ら
作
詞
し
た
校
歌
―
―
は
じ
め

は
紫
友
会
の
歌
と
し
て
作
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の

歌
を
踏
ま
え
て
「
ひ
と
も
と
咲
け
る
野
の
花
の
ゆ
か

り
の
色
を
翳
す
時
」
と
い
う
一
行
を
入
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
詩
に
曲
を
付
け
る
に
あ
た
っ
て
、
誰
に
頼
む

か
、
長
七
の
頭
に
は
、
季
晴
が
浮
か
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
季
晴
が
長
野
師
範
時
代

に
、
い
ま
は
長
野
県
歌
と
な
っ
て
い
る
「
信
濃
の
歌
」

の
作
曲
を
し
た
の
を
長
七
は
知
っ
て
い
た
で
し
ょ

う
し
、
長
七
が
小
諸
を
去
っ
た
年
に
や
は
り
長
野
師

範
を
辞
め
、
作
曲
活
動
に
専
念
し
よ
う
と
上
京
し
た

こ
と
も
承
知
、
東
京
音
楽
学
校
に
招
か
れ
、
日
本
の

古
典
音
楽
を
五
線
譜
に
採
譜
す
る
仕
事
を
し
て
い

た
こ
と
も
耳
に
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
交
友
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
季
晴
に
頼
み
ま
し
た
。
依

頼
は
直
接
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
藤
村
を
通
し

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
き
た
校
歌
は
皆
さ
ん
が
感

じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
荘
重
な
曲
調
で
す
。
そ
れ
は

季
晴
が
古
典
音
楽
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
と
無

関
係
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

話
の
流
れ
が
随
分
澱
ん
だ
よ
う
で
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
が
も
う
少
し
迂
回
し
ま
す
。 

 

長
七
が
五
中
で
行
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
行
事
の
中

で
特
筆
さ
れ
る
の
は
「
夏
期
転
地
修
養
隊
」
で
す
が
、

こ
の
行
き
先
に
つ
い
て
は
藤
村
に
相
談
し
た
そ
う

で
す
。
そ
し
て
藤
村
の
答
え
は
「
そ
れ
な
ら
信
濃
の

神
津
猛
さ
ん
の
と
こ
ろ
が
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
神
津
さ
ん
は
快
諾
。
長
七
は
第
１
回
の
生

徒
１
２
０
人
を
つ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中

に
の
ち
に
「
騎
馬
民
族
征
服
王
朝
説
」
で
知
ら
れ
る

考
古
学
者
・
江
上
波
夫
さ
ん
が
い
た
の
で
す
ね
。
江

上
さ
ん
は
日
経
の
『
私
の
履
歴
書
』
に
も
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
古
墳
の
出
土
品
に

接
し
た
の
が
考
古
学
の
道
に
進
む
き
っ
か
け
に
な

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
み
な
長

七
の
教
育
の
成
果
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
徒

に
さ
ま
ざ
ま
体
験
さ
せ
、
生
徒
と
触
れ
合
う
こ
と
、

そ
こ
に
五
中
の
校
風
が
育
ま
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

（
３
） 

 

沢
登
哲
一
、
沢
哲
。
私
た
ち
の
同
期
生
は
〈
哲
っ

つ
あ
ん
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
将
校
バ
ン
ド
に
冷

や
飯
草
履
、
坊
主
頭
で
口
を
へ
の
字
に
結
び
「
お
め

ぇ
た
ち
」
と
伝
法
な
口
調
で
話
す
の
で
す
か
ら
、
粗

っ
ぽ
い
印
象
を
初
め
は
抱
く
人
が
多
い
で
し
ょ
う
。

で
も
違
い
ま
す
。 

 

在
学
中
は
、
そ
れ
ほ
ど
接
触
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
入
学
式
で
、
「
お
め
ぇ
ら
は
ま
だ
卵
の
殻
を
半

分
尻
に
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
学
校
で
は
紳
士
と
し

て
扱
う
。
な
に
を
や
っ
て
も
か
ま
あ
ね
え
が
、
他
人

様
に
迷
惑
だ
け
は
か
け
ん
な
よ
」
と
い
わ
れ
て
、
か

な
り
や
ん
ち
ゃ
も
し
ま
し
た
が
、
校
長
室
に
呼
ば
れ

て
頭
を
さ
げ
て
、
一
杯
飲
ま
さ
れ
る
と
い
う
〈
栄
誉
〉

に
恵
ま
れ
る
ほ
ど
の
や
ん
ち
ゃ
は
し
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
伊
藤
整
が
訳
し
た
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の

『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
が
猥
褻
か
否
か
を
争

っ
た
「
チ
ャ
タ
レ
ー
裁
判
」
で
検
事
側
の
証
人
に
な

っ
た
こ
と
を
遠
く
聞
い
て
い
ま
し
た
。 

一
度
だ
け
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
休
講
の
先
生
の

代
講
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
室
に
入
っ
て

来
る
や
、
黒
板
に
「
ま 

こ 

と
」
と
一
字
一
字
離

し
て
か
き
ま
し
た
。 

「
ま
こ
と
っ
て
何
だ
」 

 

指
さ
れ
た
者
は
い
ろ
い
ろ
答
え
ま
し
た
。
真
実
、



誠
実
な
ど
な
ど
で
す
。
沢
登
さ
ん
の
い
い
た
か
っ
た

こ
と
は
「
こ
こ
ろ
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
こ
こ

ろ
の
あ
り
か
た
」
は
「
ふ
る
ま
い
」
に
現
れ
る
…
。 

「
自
由
と
ま
こ
と
」
を
説
か
れ
た
こ
と
に
今
頃
気
づ

い
て
い
ま
す
。
で
も
な
か
な
か
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。 

 

卒
業
後
は
一
緒
に
酒
を
飲
む
機
会
に
恵
ま
れ
ま

し
た
。
保
田
の
寮
で
は
車
座
で
飲
み
、
一
緒
に
歌
も

う
た
い
ま
し
た
。
夜
も
更
け
た
と
き
、
哲
っ
つ
あ
ん

が
立
ち
上
が
り
、
わ
た
し
た
ち
に
も
立
つ
よ
う
に
促

し
ま
し
た
。
そ
し
て
肩
を
組
ん
で
歌
い
だ
し
ま
し
た
。 

「
そ
ー
ろ
そ
ろ
帰
ろ
う
か
、
帰
ろ
う
か
、
帰
ろ
う
か
」 

 

退
き
方
を
教
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

そ
の
翌
朝
、
妙
本
寺
の
本
堂
で
開
か
れ
て
い
る
宝

物
展
、
虫
干
し
を
兼
ね
て
い
る
よ
う
で
し
た
が
、
そ

こ
へ
、
い
つ
も
本
堂
へ
い
く
と
き
と
同
じ
で
、
パ
ン

ツ
一
丁
で
行
こ
う
と
し
た
ら
、
哲
っ
つ
あ
ん
に
叱
ら

れ
ま
し
た
。
「
近
所
の
人
も
き
て
い
る
、
ど
ん
な
ボ

ロ
で
も
上
へ
引
っ
掛
け
て
い
け
」
と
。
い
い
気
に
な

っ
て
裸
で
行
こ
う
と
し
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く
な

っ
て
、
汗
だ
ら
け
で
よ
れ
よ
れ
の
浴
衣
を
着
な
が
ら
、

涙
が
出
そ
う
で
し
た
。 

 

浪
人
中
、
絵
葉
書
が
舞
い
込
み
ま
し
た
。
「
琴
瑟

相
和
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
、
左

下
に
小
さ
く
「
哲
」
と
あ
り
ま
し
た
。
哲
っ
つ
あ
ん

が
呉
れ
た
の
で
す
。
嬉
し
く
て
宝
物
の
よ
う
に
仕
舞

い
込
ん
で
、
い
ま
は
行
方
不
明
で
す
が
、
そ
の
万
年

筆
の
筆
跡
は
脳
裏
か
ら
消
え
ま
せ
ん
。 

 

卒
業
10
周
年
の
同
期
会
を
伊
香
保
温
泉
の
旅
館

で
真
夏
に
開
い
た
と
き
で
す
。
同
級
の
飲
み
仲
間
と

午
後
３
時
に
着
い
た
と
き
、
す
で
に
哲
っ
つ
あ
ん
は

来
て
い
て
座
敷
の
窓
際
に
正
座
し
て
い
ま
し
た
。
ち

な
み
に
哲
っ
つ
あ
ん
は
飲
む
と
き
も
膝
は
崩
し
ま

せ
ん
。 

 

宴
会
は
６
時
か
ら
で
す
が
、
あ
と
３
時
間
お
待
た

せ
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
も
、
列

車
の
中
で
や
っ
て
き
た
か
ら
い
い
、
と
は
思
い
ま
せ

ん
。
宴
会
の
ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
の
つ
も
り
で
し

た
が
、
い
つ
の
ま
に
か
走
り
出
し
、
ス
ピ
ー
ド
も
で

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
宴
会
。
そ
れ
が
ハ
ネ
る

と
、
哲
っ
つ
あ
ん
の
部
屋
に
移
動
。
12
時
を
だ
い
ぶ

回
っ
た
と
こ
ろ
で
「
そ
ー
ろ
そ
ろ
帰
ろ
う
か
」
と
失

礼
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
と
き
、
12
月
に
神
田
の
チ
ャ
ン
コ
屋
で
飲
む

約
束
を
何
人
か
で
し
ま
し
た
。
日
も
時
間
も
決
め
ま

し
た
。
「
哲
っ
つ
あ
ん
も
」
と
い
う
と
「
ふ
む
」
と

口
を
結
ん
だ
よ
う
で
し
た
。
な
に
し
ろ
哲
っ
つ
あ
ん

は
飲
み
な
が
ら
は
あ
ま
り
し
ゃ
べ
り
ま
せ
ん
。
わ
た

し
た
ち
は
哲
っ
つ
あ
ん
の
前
で
騒
ぎ
た
い
。
哲
っ
つ

あ
ん
は
、
わ
い
わ
い
騒
ぐ
わ
た
し
た
ち
を
見
回
し
て

い
る
だ
け
で
す
。 

 

12
月
の
そ
の
日
、
チ
ャ
ン
コ
屋
に
行
く
と
、
哲
っ

つ
あ
ん
が
ち
ゃ
ん
と
来
て
い
ま
し
た
。
夏
以
来
、
だ

れ
も
哲
っ
つ
あ
ん
に
連
絡
し
な
か
っ
た
の
で
、
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
ど
う
か
、
正
直
諦
め
て
い
ま
し
た
。
わ

た
し
た
ち
同
士
も
連
絡
し
合
わ
ず
、
だ
れ
が
来
る
か

も
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
し
た
。
途
中
で
出
会
っ
た
仲

間
と
「
誰
か
が
連
絡
す
べ
き
だ
っ
た
よ
な
」
と
い
い

な
が
ら
店
に
入
っ
た
の
で
す
。 

 

約
束
は
守
る
も
の
―
ふ
る
ま
い
で
教
わ
り
ま
し
た
。 

そ
の
日
は
そ
れ
か
ら
上
野
へ
出
て
、
本
牧
亭
を
冷

や
か
し
、
そ
の
裏
の
居
酒
屋
で
ひ
っ
か
け
、
本
郷
の

呑
喜
ま
で
。
呑
喜
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
哲

っ
つ
あ
ん
の
一
高
時
代
か
ら
の
馴
染
の
お
で
ん
屋

で
す
。
醤
油
の
色
が
こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
濃
く

滲
み
た
お
で
ん
で
す
。
そ
れ
が
酒
に
合
う
ん
で
す
。

こ
の
時
も
哲
っ
つ
あ
ん
と
交
わ
し
た
言
葉
は
覚
え

て
い
ま
せ
ん
。
何
も
言
わ
な
か
っ
た
わ
け
は
な
い
の

で
し
ょ
う
が
。
ど
う
別
れ
た
か
も
。 

 

哲
っ
つ
あ
ん
は
75
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
葬
式

は
白
金
の
清
正
公
前
に
近
い
お
寺
で
し
た
。
焼
香
の

列
が
長
く
、
長
く
続
き
、
や
っ
と
記
帳
の
近
く
に
き

て
、
不
思
議
な
表
示
を
見
つ
け
ま
し
た
。
親
戚
と
か
、

小
石
川
関
係
と
か
に
分
か
れ
て
記
帳
す
る
の
で
す

が
、
そ
の
中
に
「
立
川
会
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の

で
す
。
住
ん
で
お
ら
れ
た
の
は
国
立
の
見
心
寮
で
す
。

な
ぜ
立
川
な
の
か
。 

 

国
立
へ
向
か
う
中
央
線
の
終
電
は
立
川
止
ま
り
。

酔
っ
て
寝
過
ご
す
と
、
引
き
返
す
電
車
が
な
い
。
仕

方
な
い
の
で
立
川
駅
ま
え
の
居
酒
屋
で
飲
み
な
が

ら
始
発
を
待
つ
常
連
が
出
来
て
、
そ
れ
が
立
川
会
。

哲
っ
つ
あ
ん
は
、
そ
の
中
心
人
物
だ
っ
た
ら
し
い
。 



 
そ
の
話
を
聞
い
て
、
仲
間
４
、
５
人
で
、
今
晩
は

哲
っ
つ
あ
ん
流
に
飲
も
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

新
宿
に
出
て
終
電
が
無
く
な
る
ま
で
飲
み
ま
し
た
。 

哲
っ
つ
あ
ん
の
よ
う
に
飲
み
た
い
、
ふ
る
ま
い
た

い
、
生
き
た
い
。
そ
う
言
っ
て
沢
登
哲
一
に
憬
れ
る

も
の
で
、
粕
谷
さ
ん
に
は
「
沢
登
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
だ

よ
」
と
い
っ
て
か
ら
か
わ
れ
ま
す
。
粕
谷
さ
ん
は
長

七
お
よ
び
そ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
真
ち
ん
こ
そ
、
五
中
・

小
石
川
の
流
れ
の
主
流
と
み
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た

し
も
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
わ
た
し
に
と
っ
て
は
哲
っ
つ
あ
ん
が

一
番
大
き
な
存
在
な
の
で
す
。 

 

（
４
） 

真
ち
ん
の
話
に
は
い
り
ま
す
。 

真
ち
ん
と
呼
ぶ
の
は
入
学
し
た
と
き
か
ら
の
、
周

り
の
人
に
倣
っ
た
だ
け
で
す
。
生
徒
だ
け
で
な
く
、

先
生
も
陰
で
は
そ
う
呼
ん
で
い
ま
し
た
。 

在
学
中
は
親
し
く
接
触
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
も
、
よ
く
通
る
声
と
眉
の
鋭
い
顔
だ

け
は
、
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

お
会
い
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
同
窓
会
で
で

す
。
と
く
に
『
７
０
年
史
』
の
編
集
に
巻
き
込
ま
れ

て
か
ら
は
、
面
と
向
か
っ
て
お
話
し
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

『
７
０
年
史
』
は
神
津
康
雄
さ
ん
が
始
め
た
紫
友

ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
有
志
が
編
集
に
あ
た
り
、
真
ち
ん
が

委
員
長
で
し
た
。
わ
た
し
は
編
集
の
実
務
で
あ
れ
こ

れ
調
整
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
お
会
い
す
る

機
会
が
ふ
え
ま
し
た
。
粕
谷
さ
ん
に
「
日
本
史
の
授

業
で
や
り
の
こ
し
の
近
代
史
を
国
語
担
当
の
真
ち

ん
に
１
時
間
で
講
義
し
て
も
ら
っ
た
。
素
晴
ら
し
か

っ
た
」
と
い
う
お
話
を
聞
い
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。 

編
集
委
員
会
の
あ
と
、
居
酒
屋
で
よ
く
懇
談
を
し

ま
し
た
。
真
ち
ん
が
座
を
外
し
て
い
る
と
き
に
、「
真

ち
ん
が
佐
藤
紅
緑
の
息
子
だ
っ
て
噂
、
ほ
ん
と
か

な
」
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。
ほ
ん
と
な
ら
、
サ
ト

ウ
ハ
チ
ロ
ー
や
佐
藤
愛
子
と
兄
弟
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
噂
を
す
る
だ
け
と
い
う
の
で
は
、
ど
う

も
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
の
を
○
○
○
蛇

に
怖
じ
ず
と
い
う
の
か
、
わ
た
し
は
席
に
戻
っ
た
真

ち
ん
に
訊
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
…
と
い
う
噂
、
ほ
ん
と
で
す
か
」 

 

真
ち
ん
は
苦
笑
い
し
た
だ
け
で
、
何
と
も
答
え
ま

せ
ん
で
し
た
。
酒
の
勢
い
で
口
に
す
る
よ
う
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
、
恥
じ
入
り
ま
し
た
。
お
っ
ち
ょ

こ
ち
ょ
い
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。 

 

そ
の
後
、
佐
藤
愛
子
の
『
血
脈
』
が
出
て
、
関
係

が
公
に
な
り
ま
し
た
。
た
し
か
に
真
ち
ん
は
紅
緑
の

庶
子
と
し
て
戸
籍
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
た
だ
し
実
子
で
は
な
い
。 

 

と
な
る
と
、
酒
の
席
で
簡
単
に
話
せ
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
真
ち
ん
の
苦
笑
い
が
目
に
浮
か
び
ま

し
た
。 

 

真
ち
ん
の
お
母
さ
ん
は
芸
者
時
代
に
真
ち
ん
を

生
み
、
紅
緑
の
妾
と
な
っ
て
か
ら
一
子
を
儲
け
ま
し

た
。
そ
の
子
の
出
生
を
届
け
る
と
き
、
紅
緑
は
兄
の

幸
男
が
父
な
し
で
は
可
哀
そ
う
だ
と
、
自
分
の
子
と

し
て
一
緒
に
届
け
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

佐
藤
愛
子
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。 

「
五
中
か
ら
一
高
、
東
大
を
卒
業
す
る
と
、
教
師
に

…
…
や
が
て
小
石
川
高
校
の
校
長
に
な
る
。
謹
言
居

士
だ
が
生
徒
に
慕
わ
れ
て
…
…
」 

「
佐
藤
家
に
た
っ
た
一
人
東
大
出
の
人
格
者
が
い

た
と
思
え
ば
佐
藤
家
の
血
で
は
な
い
の
だ
っ
た
」 

 

わ
た
し
の
小
石
川
で
の
担
任
は
南
鉄
、
南
沢
鉄
郎

さ
ん
で
す
が
、
真
ち
ん
と
同
じ
東
大
国
文
科
出
身
。

そ
の
南
鉄
に
、
『
７
０
年
史
』
で
真
ち
ん
と
会
っ
て

い
る
と
伝
え
た
ら
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。 

「
そ
り
ゃ
あ
た
い
へ
ん
だ
ろ
う
。
真
ち
ん
は
頭
の
悪

い
奴
は
嫌
い
だ
か
ら
な
あ
」 

 

南
鉄
さ
ん
に
は
い
ろ
い
ろ
面
倒
を
か
け
ま
し
た

が
、
嫌
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
で
よ
く
わ
か

り
ま
し
た
。
で
も
真
ち
ん
に
嫌
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
、

も
う
確
か
め
よ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
５
） 

 

以
上
、
長
七
、
沢
哲
、
真
ち
ん
の
流
れ
を
辿
っ
た

こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
な
に
し
ろ
、
頭
が
悪
い

も
の
で
…
、
こ
れ
ま
で
と
し
ま
す
。
お
後
が
宜
し
い

よ
う
で
。 


