
「
フ
ォ
ル
ム
が
た
え
ず
自
由
を
喚
起
す
る
」は
三
島

由
紀
夫
の
言
葉
で
あ
る
。フ
ォ
ル
ム
が
創
造
主
体
を
刺

激
す
る
と
い
う
。で
あ
る
な
ら
ば
私
立
キ
リ
ス
ト
教
大

学
の
フ
ォ
ル
ム
は
、主
体
で
あ
る
教
育
共
同
体
の
存
在

や
活
動
の
創
造
源
で
も
あ
る
。フ
ォ
ル
ム
の
三
要
素
の

私
立
・
キ
リ
ス
ト
教
・
大
学
を
概
観
す
る
こ
と
に
よっ

て
私
立
キ
リ
ス
ト
教
大
学
を
掘
り
下
げ
て
み
る
。

「
私
立
」は
自
由
と
責
任
を
伴
う
。１
６
２
０

年
プ
リ
マ
ス
に
着
い
た
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
の
乗
員

１
０
２
名
の
約
３
割
の
30
名
が
未
成
年
者
だ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
移
住
を
決
意
し
た
分
離
派
が
オ
ラ
ン
ダ

で
経
験
し
た
課
題
は
、自
分
た
ち
の
信
仰
や
文
化

を
子
弟
に
ど
の
よ
う
に
継
承
す
る
か
で
あ
っ
た
。プ

リ
マ
ス
到
着
16
年
目
に
早
く
も
牧
師
養
成
や
子
弟

の
学
校
教
育
が
始
ま
っ
た
。や
が
て
、資
金
や
蔵
書

を
寄
付
し
た
人
物
の
名
を
冠
し
た
ア
メ
リ
カ
最
古

の
大
学
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
。ピ

ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
た
ち
の
子
弟
教
育
の
使

命
観
は
宗
教
改
革
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。以
前
は
修

道
院
や
聖
堂
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
児
童
や

婦
女
子
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
た
。「
神
は
両
親
を

通
し
て
、両
親
と
共
に
教
育
を
行
お
う
と
し
て
、家

政
・
親
権
と
い
う
秩
序
を
設
定
さ
せ
た
」と
宗
教

改
革
者
ル
タ
ー
は
考
え
た
。親
の
教
育
優
先
権
を

神
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、親

を
そ
の
ま
ま
教
育
者
と
す
る
の
で
は
な
く
、有
効
で

正
し
い
教
育
の
た
め
に
は
公
に
よ
る
学
校
が
神
の
要

求
に
応
え
る
べ
き
と
考
え
た
。ま
た
、そ
れ
は
公
の

職
務
上
の
義
務
で
あ
る
と
も
考
え
た
。神
へ
の
奉
仕

と
人
々
へ
の
奉
仕
を
目
的
と
す
る
学
校
教
育
は
、必

然
的
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
設
立
へ
と
結
び
つ
い
た
。

「
キ
リ
ス
ト
教
」は
基
盤
で
あ
る
。寄
付
行
為
に

記
さ
れ
て
い
る
建
学
の
精
神
に
は
、学
校
設
立
の
理

念
や
教
育
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。私
立
学
校
存

在
の
基
盤
は
、創
立
者
の
人
物
に
で
は
な
く
創
立
者

が
有
し
て
い
た
理
念
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

あ
っ
た
。課
題
は
、教
派
の
伝
統
を
尊
重
し
つ
つ
今
日

に
お
い
て
そ
れ
を
い
か
に
正
し
く
継
承
し
実
践
す
る

か
で
あ
る
。第
１
は
、私
的
で
は
な
い
、公
の
校
事
と

し
て
の
学
校
礼
拝
の
存
在
で
あ
る
。説
教
と
礼
典
を

私立キリスト教大学を思う
佐々木   哲夫

学校法人宮城学院理事長・学院長・宗教総主事
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行
う
学
校
教
会
の
設
立
は
必
然
で
あ
る
が
、礼
典
の

な
い
学
校
礼
拝
で
の
説
教
は
、学
校
が
立
ち
も
倒
れ

も
す
る
礼
拝
の
要
で
あ
る
。第
２
は
、聖
書
に
関
す
る

必
修
科
目
の
存
在
で
あ
る
。講
義
は
、教
室
で
語
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
紹
介
に

と
ど
ま
ら
ず
福
音
や
説
教
を
裏
付
け
る
学
問
的
確

証
に
ふ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。第
３
は
、組
織
を

実
際
に
運
営
す
る
人
材
で
あ
る
。教
派
の
伝
統
に
配

慮
し
つ
つ
も
理
事
会
や
宗
教
主
事
な
ど
の
要
職
に
適

齢
適
材
を
配
置
す
る
よ
う
心
砕
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

学
校
と
諸
教
会
と
の
連
携
は
重
要
に
な
る
。

「
大
学
」は
人
間
を
創
る
。西
洋
は
、十
字
軍
に

よ
っ
て
当
時
の
先
進
文
化
ア
ラ
ブ
と
遭
遇
し
た
。

ア
ラ
ビ
ヤ
語
書
籍
な
ど
に
よ
り
医
学
、数
学
、天

文
学
、建
築
な
ど
多
く
の
知
識
を
吸
収
し
、農
業

や
産
業
の
進
展
に
つ
な
げ
た
。や
が
て
、古
代
ギ
リ

シ
ア
哲
学
や
ロ
ー
マ
法
の
復
興
期
を
迎
え
た
。古

典
自
由
七
学
芸
な
ど
の
高
等
教
育
は
永
続
的
な

学
問
機
関
に
ま
で
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。ボ

ロ
ー
ニ
ヤ
や
パ
リ
に
お
い
て
学
部
や
学
寮
や
学
科
課

程
を
備
え
た
教
育
機
構
が
整
え
ら
れ
た
。学
芸
学

部
、神
学
部
、法
学
部
、医
学
部
の
４
学
部
か
ら
成

る
大
学
の
始
ま
り
で
あ
る
。神
に
奉
仕
し
人
々
に

奉
仕
す
る
人
材
の
養
成
で
あ
る
。哲
学
部
や
自
然

科
学
部
の
創
設
に
象
徴
さ
れ
る
諸
学
の
独
立
は
19

世
紀
の
ド
イ
ツ
の
大
学
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。神
学

部
を
持
た
ず
実
学
の
工
学
部
を
併
設
す
る
大
学
の

設
立
は
、１
８
８
６
年
の
帝
国
大
学
令
に
よ
る
帝

国
大
学〔
東
京
大
学
〕が
史
上
初
で
あ
る
。他
方
、

１
８
６
３
年
の
横
浜
の
ヘ
ボ
ン
塾〔
明
治
学
院
〕や

１
８
７
５
年
の
同
志
社
英
学
校
設
立
な
ど
日
本
各

地
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
設
立
さ
れ
る
。

今
日
、中
等
教
育
に
お
け
る
学
力
は「
知
識
、

技
能
」「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
」「
学
習
態

度
」の
三
要
素
に
定
め
ら
れ
て
い
る（
学
校
教
育
法

30-

２
）。知
識
を
学
び
、そ
れ
を
用
い
る
知
恵
を
得

る
。さ
ら
に
、知
識
と
知
恵
を
備
え
た
主
体
の
人
間

性
を
涵
養
す
る
。そ
れ
は
、私
立
キ
リ
ス
ト
教
大
学

の
教
育
目
的
と
共
鳴
す
る
。

63



ずいそう Occasional thoughts

行
う
学
校
教
会
の
設
立
は
必
然
で
あ
る
が
、礼
典
の

な
い
学
校
礼
拝
で
の
説
教
は
、学
校
が
立
ち
も
倒
れ

も
す
る
礼
拝
の
要
で
あ
る
。第
２
は
、聖
書
に
関
す
る

必
修
科
目
の
存
在
で
あ
る
。講
義
は
、教
室
で
語
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
紹
介
に

と
ど
ま
ら
ず
福
音
や
説
教
を
裏
付
け
る
学
問
的
確

証
に
ふ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。第
３
は
、組
織
を

実
際
に
運
営
す
る
人
材
で
あ
る
。教
派
の
伝
統
に
配

慮
し
つ
つ
も
理
事
会
や
宗
教
主
事
な
ど
の
要
職
に
適

齢
適
材
を
配
置
す
る
よ
う
心
砕
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

学
校
と
諸
教
会
と
の
連
携
は
重
要
に
な
る
。

「
大
学
」は
人
間
を
創
る
。西
洋
は
、十
字
軍
に

よ
っ
て
当
時
の
先
進
文
化
ア
ラ
ブ
と
遭
遇
し
た
。

ア
ラ
ビ
ヤ
語
書
籍
な
ど
に
よ
り
医
学
、数
学
、天

文
学
、建
築
な
ど
多
く
の
知
識
を
吸
収
し
、農
業

や
産
業
の
進
展
に
つ
な
げ
た
。や
が
て
、古
代
ギ
リ

シ
ア
哲
学
や
ロ
ー
マ
法
の
復
興
期
を
迎
え
た
。古

典
自
由
七
学
芸
な
ど
の
高
等
教
育
は
永
続
的
な

学
問
機
関
に
ま
で
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。ボ

ロ
ー
ニ
ヤ
や
パ
リ
に
お
い
て
学
部
や
学
寮
や
学
科
課

程
を
備
え
た
教
育
機
構
が
整
え
ら
れ
た
。学
芸
学

部
、神
学
部
、法
学
部
、医
学
部
の
４
学
部
か
ら
成

る
大
学
の
始
ま
り
で
あ
る
。神
に
奉
仕
し
人
々
に

奉
仕
す
る
人
材
の
養
成
で
あ
る
。哲
学
部
や
自
然

科
学
部
の
創
設
に
象
徴
さ
れ
る
諸
学
の
独
立
は
19

世
紀
の
ド
イ
ツ
の
大
学
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。神
学

部
を
持
た
ず
実
学
の
工
学
部
を
併
設
す
る
大
学
の

設
立
は
、１
８
８
６
年
の
帝
国
大
学
令
に
よ
る
帝

国
大
学〔
東
京
大
学
〕が
史
上
初
で
あ
る
。他
方
、

１
８
６
３
年
の
横
浜
の
ヘ
ボ
ン
塾〔
明
治
学
院
〕や

１
８
７
５
年
の
同
志
社
英
学
校
設
立
な
ど
日
本
各

地
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
設
立
さ
れ
る
。

今
日
、中
等
教
育
に
お
け
る
学
力
は「
知
識
、

技
能
」「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
」「
学
習
態

度
」の
三
要
素
に
定
め
ら
れ
て
い
る（
学
校
教
育
法

30-

２
）。知
識
を
学
び
、そ
れ
を
用
い
る
知
恵
を
得

る
。さ
ら
に
、知
識
と
知
恵
を
備
え
た
主
体
の
人
間

性
を
涵
養
す
る
。そ
れ
は
、私
立
キ
リ
ス
ト
教
大
学

の
教
育
目
的
と
共
鳴
す
る
。

63


