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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
三
巻

一
月
号

頼
れ
る
も
の

世
の
中
で

あ
あ
み
仏
は

頼
れ
る
も
の
は

永
遠
よ

数
あ
れ
ど

あ
あ
み
仏
は

み
仏
ほ
ど
の

絶
対
よ

も
の
は
な
い

あ
あ
み
仏
に

限
り
な
し

お
金
も
地
位
も

す
ぐ
に
消
え

み
仏
こ
そ
が

親
類
縁
者

わ
れ
ら
の
い
の
ち

居
な
く
な
り

い
の
ち
は
か
な
く

流
れ
去
る

ふ
る
さ
と

ふ
る
さ
と
は

今
の
自
分
の

住
む
と
こ
ろ

行
く
先
々
で

触
れ
合
え
ば

ひ
と
の
心
の

ぬ
く
も
り
が

肌
に
伝
わ
り

心
あ
た
た
む
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ひ
と
で
悩
み
た
く
な
い
人
は

先
月
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
と
し
一
年
は

右
の
題
で
書
い
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
く
御
存
知
の
よ
う
に
、
人
の
定
義
と
し
て
「
人
は
社
会
的
動

物
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
定
義
の
意
味
は
、
人

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
社
会
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
、
人

の
中
で
生
ま
れ
て
、
人
に
守
ら
れ
、
人
に
援
助
さ
れ
て
育
ち
、
人

の
中
で
生
活
を
し
、
人
を
助
け
、
遂
に
は
人
の
中
で
死
ん
で
行
く

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
生
か
ら
死
ま
で
、
ど
こ
ま
で

行
っ
て
も
人
か
ら
離
れ
て
生
活
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

で
は
何
故
、
社
会
的
で
な
け
れ
ば
、
生
き
て
行
け
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
は
進
化
の
過
程
で
他
の
動
物
と
違
っ
て

と
て
も
大
き
な
可
塑
性
（
生
ま
れ
た
後
の
学
習
や
習
得
で
変
わ
っ

て
行
く
可
能
性
）
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
な

の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
他
の
動
物
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
本

能
と
呼
べ
る
能
力
に
頼
っ
て
環
境
に
適
応
し
て
生
き
延
び
る
の
と

違
っ
て
、
適
応
力
の
多
く
を
環
境
か
ら
学
ん
で
、
そ
の
学
ん
だ
こ

と
で
逆
に
環
境
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
く
は
人
的
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
に
生

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
人
は
生
ま
れ
た
直
後
か
ら
環
境
の
人
間
的
・
社
会

的
刺
激
、
つ
ま
り
人
の
顔
や
声
や
接
触
に
対
し
て
と
て
も
敏
感
に

反
応
し
て
い
ま
す
。
昔
は
赤
ん
坊
は
、
何
を
言
っ
て
も
分
か
ら
な

い
か
ら
、
ほ
お
っ
て
お
い
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
で
は
、
誕
生
直
後
の
新
生
児
で
も
、
人
の
顔
を
よ
く
見

て
お
り
、
人
の
表
情
の
真
似
を
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
人
は
、
人
へ
の
関
心
を
生
ま
れ
た
直
後
か
ら
強
く
持

、

。

つ
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
へ
と
成
長
し
て
行
け
る
わ
け
な
の
で
す

こ
の
こ
と
を
私
は
、
人
間
の
本
質
は
「
人
の
心
を
感
じ
る
心
」
を

持
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
、
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
人

間
だ
け
が
人
の
心
を
感
じ
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
行
動
す
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。
相
手
の
感
情
を
お
も
ん
ば
か

っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。

人
が
悲
し
む
か
ら
、
や
め
て
お
こ
う
。
人
が
喜
ぶ
か
ら
、
し
て

あ
げ
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
祈
ろ

う
。
人
間
は
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
こ
と
が
人
間
の
本
質
だ
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
人
は
誰
で
も
が
、
実
際
に
皆
そ
う
な
る
わ
け
で
は
あ

。

。

り
ま
せ
ん

自
分
の
エ
ゴ
だ
け
を
追
求
す
る
人
も
中
に
は
い
ま
す

そ
う
い
う
人
は
、
た
と
え
、
自
分
の
エ
ゴ
の
主
張
を
制
限
さ
れ
た

だ
け
で
も
、
自
分
の
エ
ゴ
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
、
今
ま
で
の

見
せ
掛
け
の
や
さ
し
さ
や
思
い
や
り
は
ど
こ
へ
や
ら
、
途
端
に
攻

撃
的
に
な
っ
て
人
を
非
難
し
ま
す
。
そ
し
て
、
大
多
数
の
人
は
、
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自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
た
と
え
正
し
く
て
も
、
攻
撃
さ
れ
ま

す
と
、
自
分
の
エ
ゴ
が
傷
つ
き
、
腹
が
立
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て

、

。

何
故
な
の
か
と
悩
み

ス
ト
レ
ス
を
た
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

そ
う
い
う
経
験
は
、
誰
で
も
が
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

で
す
か
ら
、
人
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
エ
ゴ
イ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
を
含
め
て
、
人
と
の
関
係
を
よ
い
も
の
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
一
巻
一
月
号
で
「
幸
福
に
な
る
生
き
方

十
ケ
条
」
を
あ
げ
、
そ
の
後
、
毎
月
解
説
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ

の
十
ケ
条
の
五
つ
は
人
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
次
に

あ
げ
る
「
ひ
と
で
悩
ま
な
い
生
き
方
十
ケ
条
」
の
中
に
も
、
そ
の

時
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
も
の
や
、
内
容
的
に
ダ
ブ
ッ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

ひ
と
で
悩
ま
な
い
生
き
方
十
ケ
条

一
、
人
に
は
「
布
施
」
の
心
で
接
す
る
こ
と
。

二
、
い
つ
も
「
和
顔
愛
語
」
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
。

三
、
人
の
欠
点
を
「
業
」
と
し
て
許
す
こ
と
。

四
、
自
分
へ
の
非
難
に
過
敏
に
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
ス
ト
レ
ス
が
掛
か
っ
た
ら
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
。

六
、
し
ゃ
べ
る
言
葉
を
慎
む
こ
と
。

七
、
人
へ
の
感
謝
を
忘
れ
な
い
こ
と
。

八
、
人
が
悪
い
と
思
う
前
に
自
分
を
反
省
し
て
み
る
こ
と
。

九
、
人
に
は
愛
情
を
あ
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
、
ヨ
ー
ガ
に
励
む
こ
と
。

こ
れ
ら
の
箇
条
の
多
く
は
、
心
理
学
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
情

動
・
感
情
・
自
我
・
人
格
な
ど
に
関
わ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
言
葉
は
全
て
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
に
関
連
を
持
っ

て
い
ま
す
。
私
は
、
い
ま
「
こ
こ
ろ
」
を
重
視
す
る
、
新
し
い
心

理
学
と
そ
れ
に
基
づ
く
教
育
学
を
構
築
し
た
い
と
思
っ
て
色
々
勉

強
し
、
論
文
に
ま
と
め
る
構
想
を
練
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言

葉
に
も
私
な
り
の
新
し
い
定
義
と
内
容
を
盛
り
込
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
の

と
も
」
で
も
そ
の
幾
分
か
は
ご
披
露
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
は
仏
教
も
「
こ
こ
ろ
」
を
と
て
も

重
視
し
た
こ
と
を
、
少
し
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
枝
充
悳
（
さ
い
ぐ
さ
み
つ
よ
し
）
氏
の
仏
教
入
門
（
岩
波
新

書
）
か
ら
の
引
用
で
す
が
、
釈
尊
の
教
え
を
ま
と
め
た
詩
集
で
、

最
も
時
代
の
古
い
も
の
に
「
ダ
ン
マ
パ
ダ

（
法
句
経
）
と
い
う

」

の
が
あ
り
ま
す
。
ダ
ン
マ
パ
ダ
は
パ
ー
リ
語
で
、
ダ
ン
マ
が
真
理

を
、
パ
ダ
が
道
と
か
道
跡
を
表
し
、
一
緒
に
し
て
真
理
の
足
跡
と

で
も
訳
せ
る
言
葉
で
す
。
つ
ま
り
釈
尊
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
真
理
の

言
葉
を
詩
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。



- 4 -

こ
の
「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
に
は
、
四
百
二
十
三
の
詩
句
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
冒
頭
の
二
つ
は
次
の
通
り
で
す
。

（
第
一
詩
）

（
第
二
詩
）

さ
ま
ざ
ま
の
も
の
ご
と

さ
ま
ざ
ま
の
も
の
ご
と

あ
ま
た

あ
ま
た

導
く
は
こ
こ
ろ

導
く
は
こ
こ
ろ

主
な
る
は
こ
こ
ろ

主
な
る
は
こ
こ
ろ

こ
こ
ろ
よ
り
成
る

こ
こ
ろ
よ
り
成
る

汚
れ
た
る
こ
こ
ろ
に
よ
り
て

浄
ら
な
る
こ
こ
ろ
に
よ
り
て

話
し
語
り

話
し
語
り

お
こ
な
い
あ
ら
ば

お
こ
な
い
あ
ら
ば

苦
し
み
は
そ
の
人
を
逐(

お
）
う

楽
し
み
は
そ
の
人
を
逐
う

車
引
く
（
牛
の
）
足
に

影
添
い
て

車
の
輪
（
従
う
が
）
ご
と

離
れ
ざ
る
が
ご
と

こ
の
よ
う
に

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
に
は
冒
頭
に
こ
こ
ろ
を
重
視

、

し
た
詩
が
載
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
こ
の
後
に
も
多
く
の

そ
う
し
た
詩
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
詩
の
内
容

に
つ
い
て
少
し
だ
け
解
説
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

、

。

、

ま
ず

こ
の
二
つ
の
詩
は
対
に
な
っ
て
い
ま
す

ポ
イ
ン
ト
は

汚
れ
た
こ
こ
ろ
と
浄
ら
か
な
こ
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ろ
が
汚

れ
て
い
れ
ば
、
苦
し
み
が
、
浄
ら
か
で
あ
れ
ば
、
楽
し
み
が
、
そ

れ
ぞ
れ
伴
っ
て
来
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
こ
こ
ろ
、
こ
と
ば
、
お
こ
な
い
、
の
三
つ
が
人
間
の

精
神
機
能
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
自
閉
症
児
の
行
動
の
研

究
を
通
じ
て
、
こ
の
こ
と
を
科
学
的
に
確
認
し
ま
し
た
が
、
釈
尊

は
二
千
五
百
年
以
上
も
前
に
既
に
悟
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
精
神
機
能
の
三
分
法
は
、
今
で
も
真
言
宗
在
家
勤
行
式
に

あ
る
十
善
戒
に
反
映
し
て
い
ま
す
。
最
初
の
三
つ
、
①
不
殺
生
、

②
不
偸
盗
、
③
不
邪
婬
が
、
お
こ
な
い
に
属
し
て
い
ま
す
。
次
の

四
つ
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両
舌
は
、
こ

。

、

、

、

と
ば
に
属
し
て
い
ま
す

最
後
の
三
つ

⑧
不
慳
貪

⑨
不
瞋
恚

⑩
不
邪
見
は
、
こ
こ
ろ
に
属
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
こ

こ
ろ
に
属
す
る
三
つ
を
、
三
毒
と
呼
ん
で
、
他
の
七
つ
の
根
源
と

し
て
と
て
も
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。
引
用
し
た
二
つ
の
詩
に
あ

る
通
り
な
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
人
間
関
係
に
関
わ
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
ら
の
戒
律
を
守
っ
て
日
々
の
生
活
を
す
る
こ
と
が
、
結

局
、
人
で
悩
ま
な
い
生
き
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

人

が

い

な

い

人
が
い
な
い

人一
人
と
し
て

い
な
い

人
が
い
な
い

求
人
を
し
た
く
て
も

人
が
い
な
い

人
が
い
な
い

人
が
い
て
も

人
が
い
な
い

真
に

人
に
な
っ
た

人
が
い
な
い

あ

ほ

な

こ

と

言

う

人

自
分
は

賢
い
と

思
う
て

あ
ほ
な
こ
と
を
言
う
人

自
分
は
あ
ほ
だ
か
ら

賢
い
こ
と
を

言
お
う
と
思
う
て

あ
ほ
な
こ
と
を
言
う
人

自
分
は
あ
ほ
だ
か
ら

あ
ほ
な
こ
と
を
言
う
て

当
た
り
前
と
思
う
て

あ
ほ
な
こ
と
を
言
う
人

エ

ゴ

の

執

ら

わ

れ

謙
虚
さ
を

欠
き
た
る
人
の

言
う
こ
と
は

自
分
の
エ
ゴ
の

醜
さ
の
み
よ

自
ら
を

偉
い
と
思
う

人
ほ
ど
が

人
の
話
の

通
じ
ざ
り
け
り

自
ら
の

執
ら
わ
れ
映
し

不
機
嫌
に

回
り
に
あ
た
り

不
愉
快
に
す
る

頼

れ

る

も

の

お
金
に
頼
れ
ば

名
誉
に
頼
れ
ば

他
人
に
頼
れ
ば

何
時
か
は

き
っ
と

裏
切
ら
れ
る

自
分
に
頼
ろ
う

仏
様
に
頼
ろ
う

何
時
か
は

き
っ
と

報
わ
れ
る
か
ら



- 6 -

過
疎
に
な
る
傾
向

山
城
の
人
た
ち

ど
こ
か
で

酷
し
さ
と

食
い
止
め
て

過
疎
に
成
り
行
く

う
つ
く
し
き
む
ら

淋
し
さ
が

残
し
た
き
も
の

人
な
つ
こ
さ
を

倍
加
さ
せ
お
り

山

の

曼

陀

羅

を

見

る

山
城
町

田
舎
の
よ
さ
を

今
日
も
見
し

残
し
て
か

山
の
曼
陀
羅

人
の
心
を

あ
か
あ
お
き

大
切
に
す
る

花

は

美

し

山
城
が

ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の

人
々
の

さ
ざ
ん
か
の

心
に
し
よ
う
と

垣
根
輝
く

語
り
あ
い
け
り

雨
あ
が
り

成

功

失

敗

無

関

係

慣

れ

と

感

性

み
仏
の

何
事
も

心
の
ま
ま
に

慣
れ
て
来
た
時

暮
ら
す
な
ら

感
性
が

鈍
っ
て
し
ま
い

成
功
失
敗

失
敗
す

無
関
係

慣
れ
を
戒
め

日
々
の
暮
ら
し
が

日
々
新
た

全
て
幸
せ

今
日
一
日
と

思
い
な
ば

感
性
い
き
い
き

覚
醒
す
ら
む

自
作
随
筆
選

徹
底
的
反
省
と
宗
教

大
抵
の
人
は
、
日
常
生
活
の
中
で
毎
日
の
よ
う
に
何
ら
か
の
間

違
い
を
犯
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
人
は
、



- 7 -

と
て
も
少
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
勤
行
式
の
「
懺
悔
文
」
を

毎
日
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
何
故
そ
れ
ほ
ど
反
省
し
て
も
、
間
違
い
を
犯
し
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
意
識
し
な
い
で
間
違
い
を
犯
す
わ
け
で

す
か
ら
、
何
故
間
違
い
を
犯
す
か
な
ど
と
考
え
る
人
も
め
っ
た
に

い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
を
考
え
る
こ
と
が
、
宗
教
に

と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
の
で
す
。

実
は
、
い
ま
日
本
人
は
、
世
界
で
も
有
数
に
経
済
的
に
豊
か
に

な
り
、
と
て
も
傲
慢
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
映
画
監
督
の
話
し

で
す
が
、
い
ま
日
本
の
役
者
に
精
一
杯
に
幸
せ
な
顔
を
し
て
下
さ

い
と
言
い
ま
す
と
、
と
て
も
傲
慢
な
顔
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で

す
。
そ
れ
し
か
出
来
な
い
そ
う
な
の
で
す
。
と
て
も
お
そ
ろ
し
い

こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
傲
慢
に
な
り
ま
す
と
、
反
省
す
る
こ
と

が
少
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
間
違
い
を

犯
し
て
も
そ
れ
を
意
識
す
ら
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
宗
教
的
に

は
縁
が
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
た
、

と
て
も
お
そ
ろ
し
い
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
本
題
の
、
間
違
い
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
な
る

た
め
に
は
、
し
か
し
、
自
分
が
過
ち
を
犯
さ
な
い
で
お
こ
う
と
思

っ
て
も
犯
し
て
し
ま
う
自
分
の
愚
か
し
さ
を
、
と
こ
と
ん
突
き
詰

、

。

、

め
て
反
省
す
る
こ
と
が

と
て
も
大
切
な
の
で
す

ど
こ
ま
で
も

ど
こ
ま
で
も
、
自
分
の
愚
か
し
さ
を
反
省
し
て
行
く
わ
け
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
す
ぐ
に

「
あ
あ
、
自
分
は
救
わ
れ
な
い
」
と
い

、

う
思
い
が
し
て
、
自
分
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

い
く
ら
そ
う
し
ま
い
と
思
っ
て
も
犯
し
て
し
ま
う
愚
か
し
さ
に
気

付
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

そ
れ
を
突
き
詰
め
て
行
き
ま
す
と
、
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も

出
来
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
翻
っ
て
全
て
を
仏
さ
ま
に
ま

か
せ
て
し
ま
う
生
き
方
が
現
れ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
ひ
た

す
ら
に
修
行
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

で
も
突
き
詰
め
て
反
省
す
る
こ
と
が
、
実
は
大
変
難
し
い
こ
と

な
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
反
省
し
な
く
て
も
、
毎
日
生

き
て
い
け
ま
す
。
自
分
が
偉
い
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
反
省
し
な

い
で
も
、
平
気
で
生
き
て
い
け
ま
す
。
そ
う
い
う
人
は
そ
れ
で
も

結
構
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

人
で
も
、
自
分
の
身
の
上
に
思
わ
ぬ
不
幸
が
起
こ
る
、
例
え
ば
仕

事
を
失
う
と
か
、
不
治
の
病
に
罹
る
と
か
、
事
故
に
遇
う
と
い
っ

た
こ
と
が
起
こ
っ
た
り
、
自
分
の
親
や
子
や
つ
れ
あ
い
な
ど
に
不

幸
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
と
、
自
分
が
途
端
に
不
幸
だ
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
う
い
う
人
に
限
っ
て
、
そ
う
し

た
時
、
狼
狽
も
大
き
い
わ
け
で
す
。
生
き
る
意
味
す
ら
見
失
っ
て

し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

人
間
は
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
ま
た
ど
ん
な
こ
と
が
こ
の
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世
に
起
こ
ろ
う
と
も
幸
せ
で
い
ら
れ
る
た
め
に
、
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
今
を
徹
底
的
に
反
省
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
不
幸
が
起
こ
っ
て
か
ら
で
は
、
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
泥
棒
を

捕
ま
え
て
縄
を
な
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
人

間
と
し
て
自
分
が
生
き
て
来
た
意
味
が
分
か
る
よ
う
に
は
な
れ
ま

せ
ん
。
犬
や
猫
と
あ
ん
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
明
日
死
の
う

が
、
五
十
年
先
に
死
の
う
が
大
し
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ

う
し
た
、
反
省
し
な
い
で
も
平
気
で
お
れ
る
人
に
限
っ
て
、
い
の

ち
へ
の
執
着
が
強
く
、
死
に
た
く
は
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
死

ん
だ
後
の
自
分
の
財
産
や
自
分
の
名
誉
の
こ
と
な
ど
が
気
に
な
っ

て
、
安
心
し
て
死
ね
な
い
よ
う
で
す
。
情
な
い
こ
と
だ
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

何
か
自
分
に
価
値
的
な
目
標
を
課
し
て
、
徹
底
的
に
そ
れ
が
出

来
た
か
ど
う
か
反
省
し
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
勿
論
、
そ

の
価
値
的
目
標
は
、
名
利
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
死
を
み
つ

め
る
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
「
十
善
戒
」
ぐ
ら
い
で

は
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
、
目
標
の
実
現
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か
を
、
徹
底
的

に
反
省
す
る
こ
と
な
し
に
宗
教
の
意
味
も
、
自
分
が
生
き
て
い
る

意
味
も
、
分
か
り
は
し
ま
せ
ん
し
、
自
分
の
幸
せ
も
実
現
で
き
ま

せ
ん
。
ま
し
て
、
人
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
な
こ
と

だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

相
手
に
期
待
し
な
い

「
こ
こ
ろ
の
と
も
」
第
二
巻
十
一
月
号
に

『

善
き
友
」
と

、

「

な
る
』
と
題
す
る
随
筆
を
載
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
人
と
付
き

合
う
と
き
は
、
そ
の
人
か
ら
何
も
期
待
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

例
え
ば
、
最
も
身
近
で
親
密
な
人
間
関
係
で
あ
る
親
子
、
夫
婦
の

愛
情
も
例
外
で
は
な
く
、
相
手
に
期
待
し
て
、
そ
れ
に
執
ら
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
疑
問
や
反
発
を
感
じ
る
方
も
多
い
の
で
は
な

か
と
思
い
ま
す
。
少
し
補
足
し
て
述
べ
て
お
き
ま
す
。

多
分
、
誤
解
の
中
心
は

「
相
手
に
何
も
期
待
し
て
は
な
ら
な

、

い
」
と
い
う
こ
と
を
、
逆
に
と
ら
れ
て
、
た
と
え
最
も
深
い
信
頼

関
係
で
結
ば
れ
て
い
て
も
平
気
で
「
相
手
の
期
待
を
裏
切
っ
て
も

よ
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
信
頼
関
係
を

裏
切
る
こ
と
は
、
勿
論
、
人
間
と
し
て
は
し
て
は
な
ら
な
い
、
と

て
も
悪
い
こ
と
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
た
と
え
不
幸
に
も
親
密
な
信
頼
関
係
で

結
ば
れ
る
べ
き
相
手
が
悪
い
人
間
で
、
平
気
で
期
待
を
裏
切
る
よ

う
な
人
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
幸
、
不
幸
が
左
右
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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人
を
自
分
の
期
待
に
添
わ
せ
る
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
相
手
の

た
め
を
考
え
た
期
待
で
す
ら
も
、
い
つ
で
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。

誰
で
も
を
期
待
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。

釈
尊
に
も
、
デ
ー
バ
ダ
ッ
タ
と
い
う
反
対
者
が
い
ま
し
た
。
釈

、

、

尊
が
家
を
捨
て
て
出
家
し
た
後
の

も
と
の
奥
さ
ん
を
犯
し
た
り

何
回
も
釈
尊
の
す
る
こ
と
を
邪
魔
し
ま
し
た
し
、
暗
殺
さ
え
も
企

て
ま
し
た
。
ま
た
、
弘
法
大
師
に
も
当
然
そ
う
し
た
反
対
者
が
い

ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
で
、
釈
尊
や
弘
法
大
師
の
行
動
が
制
限
を

、

。

受
け
た
り

幸
せ
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

そ
れ
は
、
そ
の
人
か
ら
、
い
や
誰
か
ら
も
、
何
ら
期
待
を
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

逆
に
、
マ
イ
ナ
ス
の
期
待
、
つ
ま
り
邪
魔
や
裏
切
り
さ
え
も
期
待

し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
す
。

誰
で
も
が
、
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
人
は
、
自
分
の
期
待
、
い
や
自
分
の
醜
い
エ
ゴ
に
執
わ
れ

、

、

た

自
分
の
利
益
の
追
求
の
み
を
考
え
る
よ
う
な
期
待
す
ら
で
も

そ
れ
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
し
、
一
層
間
違
い
を
重

。

、

、

ね
て
行
き
ま
す

一
層
そ
れ
に
執
ら
わ
れ

や
け
く
そ
を
起
こ
し

皆
に
嫌
が
ら
れ
た
り
、
皆
の
笑
い
者
に
す
ら
な
り
ま
す
。
で
も
、

そ
れ
を
自
分
で
気
付
け
な
い
の
が
、
そ
の
人
の
哀
れ
で
あ
る
と
言

え
ま
す
。
業
の
な
せ
る
わ
ざ
な
の
で
す
。
修
行
し
て
い
け
ば
、
人

間
は
そ
う
し
た
業
か
ら
抜
け
ら
れ
る
の
に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
こ

と
の
哀
れ
を
、
皆
に
示
し
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
人
間
に
は
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
で
、
業
か
ら
抜
け
る
道
が

用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
に
自
分
だ
け
に
依
存
し
た
幸
福
を
自
分

の
心
の
中
に
作
り
出
す
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
こ
と
で
す
。
毎
日
、
ヨ
ー
ガ
を

す
る
な
り
、
在
家
勤
行
式
を
行
ず
る
な
り
、
お
念
仏
を
あ
げ
る
な

り
、
何
ら
か
の
修
行
を
す
る
こ
と
で
す
。
ど
う
ぞ
、
こ
の
「
こ
こ

ろ
の
と
も
」
の
読
者
の
方
は
、
右
の
よ
う
な
哀
れ
な
生
き
物
に
は

な
ら
な
い
よ
う
に
、
修
行
に
励
ん
で
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
は
、
い
ま
家
族
全
員
が
健
康
で
、
家
庭
も
円
満
で
、
経
済

的
に
も
何
不
足
な
く
、
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

そ
ん
な
話
し
は
関
係
な
い
と
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
思
っ
て
い

る
方
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
人
こ
そ
、
不
幸
は
そ
こ
に
待
ち

受
け
て
い
る
の
で
す
。
今
、
不
幸
な
人
は
、
も
う
不
幸
に
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
幸
せ
だ
と
思

っ
て
い
る
人
こ
そ
は
、
今
度
は
不
幸
に
な
る
番
で
す
。
人
生
に
栄

枯
盛
衰
は
つ
き
も
の
で
す
。
人
生
は
、
無
常
な
も
の
で
す
。
そ
の

無
常
が
訪
れ
た
時
、
あ
わ
て
な
い
た
め
に
こ
そ
、
あ
る
い
は
幸
せ

を
消
え
て
い
か
せ
な
い
た
め
に
こ
そ
、
修
行
は
あ
る
の
で
す
。
ど

う
ぞ
修
行
に
励
ん
で
、
人
か
ら
何
か
し
て
も
ら
う
人
で
は
な
く
、

人
に
何
か
を
し
て
あ
げ
る
人
に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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真
言
宗
在
家
勤
行
式
（
１
８
）

「
般
若
心
経

（
１
４
）

」

般
若
心
経
の
解
説
も
、
い
よ
い
よ
今
回
で
最
後
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
最
後
に
残
っ
た
の
は
、
次
の
部
分
で
す
。

「
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
呪

即
説
呪
曰

掲
帝

掲
帝

波
羅

掲
帝

波
羅
僧
掲
帝

菩
提
僧
莎
訶

般
若
心
経

。
読
み
下
し

」

文
は
次
の
通
り
で
す

「
故
に
般
若
波
羅
蜜
多
の
呪
（
じ
ゅ
）
を

。

説
く
。
即
ち
呪
を
説
い
て
曰
く
、
ぎ
ゃ
て
ー

ぎ
ゃ
て
ー

は
ー

ら
ぎ
ゃ
て
ー

は
ら
そ
ー
ぎ
ゃ
て
ー

ぼ
ー
じ

そ
わ
か
。

般

若
心
経

。
」

こ
こ
で
難
し
い
言
葉
は
、
呪
の
「
ぎ
ゃ
て
ー

ぎ
ゃ
て
ー

は

ー
ら
ぎ
ゃ
て
ー

は
ら
そ
ー
ぎ
ゃ
て
ー

ぼ
ー
じ

そ
わ
か
」
で

す
が
、
こ
れ
は
真
言
で
す
の
で
、
漢
訳
で
も
た
だ
音
写
し
た
だ
け

で
、
意
味
を
翻
訳
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
真
言
は

意
味
を
し
る
必
要
は
な
い
も
の
な
の
で
す
。
小
賢
し
く
知
ろ
う
と

思
っ
た
り
し
ま
す
と
か
え
っ
て
効
果
が
消
え
る
か
も
知
れ
な
い
ほ

ど
の
も
の
で
す
。
第
一
巻
八
月
号
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
母

で
あ
る
般
若
菩
薩
の
真
言
を
明
ら
か
に
す
る
こ
の
お
経
の
、
そ
の

真
言
の
霊
験
を
信
じ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
念
誦
す
れ
ば
お
蔭
が
授

か
り
、
知
ら
な
い
中
に
自
分
の
心
の
中
に
宿
っ
て
お
ら
れ
る
仏
さ

ま
が
、
輝
き
出
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。

弘
法
大
師
が
「
般
若
心
経
秘
鍵
」
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
よ
う
に
、
真
言
は
「
一
字
に
千
理
を
含
む
」
も
の
で
、
翻
訳
し

き
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
事
実
、
こ
の
部
分
の
翻
訳
は
い

ま
だ
定
訳
が
な
い
ほ
ど
、
ま
ち
ま
ち
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
呪
の
霊
験
に
つ
い
て
の
面
白
い
話
し
が
、
何
度
か
出

て
来
ま
し
た
故
佐
保
田
鶴
治
先
生
の
般
若
心
経
の
真
実
（
人
文
書

院
刊
）
に
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
四
国
に
住
ん
で
い
た
あ
る
一
人
の
老
婆
の
話
し
な

の
で
す
。
そ
の
お
婆
さ
ん
は

「
大
麦
小
麦
二
升
五
合
」
と
唱
え

、

て
、
多
く
の
人
の
病
気
を
治
し
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ

る
お
節
介
な
坊
さ
ん
が
い
ま
し
て
、
そ
の
お
婆
さ
ん
に
「
そ
れ
は

金
剛
経
の
中
に
あ
る
『
応
無
所
住
、
而
生
其
心
（
お
う
む
し
ょ
じ

ゅ
う
、
に
し
ょ
う
ご
し
ん

』
と
い
う
句
の
覚
え
ぞ
こ
な
い
ぞ
」

）

と
教
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
と
た
ん
に
お
婆
さ
ん
の
お
ま
じ
な
い

の
効
き
目
が
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ど
こ
ま

で
信
じ
て
い
い
話
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
真
言
の
性
質
の
一

端
を
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
も
、
真
言
の
意
味
は
知
ら
な
く
て
も
よ
い
な
ど
と
言
わ
れ
ま

す
と
、
よ
け
い
知
り
た
く
な
る
の
が
人
情
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
後

の
、
説
明
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
前
出
の
故
佐
保

田
鶴
治
先
生
の
般
若
心
経
の
真
実
（
人
文
書
院
刊
）
に
載
っ
て
い

る
訳
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す

「
至
り
た
も
う
た
尊
妃
、
至
り
た

。
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も
う
た
尊
妃
、
彼
岸
に
至
り
た
も
う
た
尊
妃
、
彼
岸
に
至
り
終
わ

ら
れ
た
尊
妃
に
ま
し
ま
す
菩
提
（
＝
般
若
）
菩
薩
さ
ま
、
わ
が
献

げ
も
の
を
ご
嘉
納
（
か
の
う
）
あ
れ
！

。
」

と
こ
ろ
で
、
前
回
の
解
説
で
「
般
若
菩
薩
が
呪
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
右
の
呪
の
訳
を
ご
覧
に

な
れ
ば
、
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は

「
そ
わ

、

か
」
の
訳
で
あ
る
「
わ
が
献
げ
も
の
を
ご
嘉
納
（
か
の
う
）
あ

れ
！
」
を
除
い
て
全
て
が
、
尊
妃
と
、
そ
の
同
一
人
で
あ
る
菩
提

（
＝
般
若
）
菩
薩
さ
ま
へ
の
語
り
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
っ
と
も
こ
う
い
う
解
釈
で
、
そ
う
訳
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
。

で
も
私
に
は
、
と
て
も
説
得
的
で
す
。

「
般
若
菩
薩
が
呪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
も
う
一
つ
菩
提
菩
薩
が
般
若
菩
薩
と
同
一
の
菩
薩
で
あ
る
こ

と
を
説
明
し
ま
せ
ん
と
、
納
得
が
い
か
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

実
は
、
真
言
密
教
で
は
、
菩
提
菩
薩
は
女
性
の
菩
薩
の
お
名
前
で

。

、

、

あ
り
ま
す

ま
た

菩
提
と
い
う
語
は
覚
と
か
智
と
か
訳
す
語
で

「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
う
用
法
で
も
有
名
な
よ
う
に
、
仏
の
正
覚

の
智
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
出
て
き

ま
し
た
般
若
波
羅
蜜
多
と
同
じ
意
味
だ
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り

だ
と
思
う
の
で
す
。
ま
た
、
般
若
波
羅
蜜
多
は
女
性
の
菩
薩
で
、

仏
母
と
呼
ば
れ
る
般
若
菩
薩
で
あ
る
こ
と
も
、
第
一
巻
八
月
号
で

述
べ
た
通
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
菩
提
菩
薩
は
般
若
菩

薩
の
別
名
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
だ
と
思
う
の
で
す
。

少
し
理
屈
ぽ
く
な
り
ま
し
た
が
、
最
後
に
弘
法
大
師
の
「
般
若

」

。

、

心
経
秘
鍵

を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と

こ
の
部
分
は
「
秘
蔵
真
言
分
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

い
つ
も
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
部
分
の
説
明
の
最
後
に
そ
の

内
容
を
頌
（
じ
ゅ
＝
）
に
示
し
て
い
ま
す
。
大
変
意
味
深
い
も
の

な
の
で
、
そ
の
大
半
を
現
代
語
訳
で
載
せ
て
お
き
ま
す
。

「
真
言
と
い
う
も
の
は
、
と
て
も
不
思
議
な
も
の
で
す
。
こ
こ

ろ
静
か
に
仏
さ
ま
を
想
っ
て
呪
す
れ
ば
、
無
明
（
む
め
ょ
う
）
の

闇
が
取
り
除
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
の
文
字
に
も
無
限
の
真
理

が
含
ま
れ
て
い
て
、
即
身
（
こ
の
身
の
ま
ま
）
に
絶
対
の
真
理
を

体
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す

・
・
・

こ
の
現
象
し
て
い

。

る
世
界
は
、
仮
の
宿
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
般
若
菩
薩
の
心
こ
そ

が
本
当
の
住
ま
い
な
の
で
す

」
。

以
上
で
般
若
心
経
の
解
説
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

般
若
心
経
を
二
四
八
万
遍
唱
え
て
、
そ
の
実
践
に
基
づ
い
て
解
説

を
書
い
て
お
ら
れ
る
小
原
弘
万
（
お
は
ら
ひ
ろ
か
ず
）
氏
（
般
若

、

（

）

）

、

心
経
い
ろ
は
か
る
た

朱
鷺

と
き

書
房
刊

に
よ
り
ま
す
と

こ
の
般
若
心
経
は
全
文
が
真
言
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
私

も
そ
う
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

ど
う
か
日
々
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
見
る
暇
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

一
回
な
り
と
も
、
こ
の
お
経
を
唱
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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後
記

一
、
あ
け
ま
し
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
速
に
賀
状
を

頂
い
た
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
勝
手
な
が
ら
、
昨
年

か
ら
、
ど
な
た
様
に
も
、
年
賀
状
を
廃
止
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

、

「

」

、

。

二

こ
の

こ
こ
ろ
の
と
も

も

今
年
で
三
年
目
に
入
り
ま
す

お
蔭
を
持
ち
ま
し
て
、
二
年
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
つ

ま
で
続
け
ら
れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
出
来
る
だ
け
永
く
と
念

じ
て
お
り
ま
す
。

三
、
こ
れ
ま
で
の
分
を
読
み
直
し
て
み
ま
す
と
、
同
じ
こ
と
を
繰

り
返
し
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
も
、
人
生
で
大
切

な
こ
と
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
度
で
も
同
じ
こ
と
を
角

度
を
変
え
て
読
ん
で
頂
い
て
、
そ
の
都
度
、
知
識
の
確
認
に
な
っ

た
り
、
反
省
に
な
っ
た
り
、
慰
め
に
な
っ
た
り
、
戒
め
に
で
も
な

れ
ば
幸
い
で
す
。

、「

」

。

四

ヨ
ー
ガ
教
室

を
重
実
の
梅
宮
神
社
で
も
実
施
し
ま
し
た

、

。

、

出
席
者
が
多
く

熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
し
た

毎
月
一
回

第
二
日
曜
日
の
五
時
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
、
十
二
月
十
五
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、
島
根
大
学
教
育
学
部
の

非
常
勤
講
師
に
行
き
、
障
害
児
教
育
の
こ
と
、
自
閉
症
の
こ
と
、

障
害
児
の
母
の
ス
ト
レ
ス
の
こ
と
、
な
ど
を
自
分
の
研
究
を
通
じ

て
、
集
中
講
義
を
し
て
来
ま
し
た
。
純
粋
な
学
生
さ
ん
が
多
く
、

熱
心
に
受
講
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
暇
を
み
て
、
古
本
屋
さ
ん
を

見
付
け
、
宗
教
関
係
の
本
を
二
十
冊
余
り
買
い
ま
し
た
。
ま
た
、

松
江
城
、
小
泉
八
雲
記
念
館
な
ど
を
見
学
し
て
き
ま
し
た
。
と
て

も
充
実
し
た
時
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

六
、
一
月
四
日
、
山
城
町
の
成
人
式
で
「
若
者
に
の
ぞ
む
も
の
」

と
い
う
題
で
講
演
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
新
成
人
八
十
名
足
ら

ず
、
来
賓
も
同
数
程
度
の
出
席
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
が
こ

こ
山
城
へ
来
て
、
何
を
、
ど
ん
な
主
張
を
も
っ
て
や
ろ
う
と
し
て

い
る
か
を
話
し
ま
し
た
。
特
に
我
が
寺
の
訓
言
と
し
て
の
①
質
素

倹
約
、
②
専
心
勤
労
、
③
他
心
感
応
、
④
仏
道
修
証
の
四
つ
を
中

心
に
話
し
ま
し
た
。
と
て
も
熱
心
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

月
刊

平
成
四
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
９
│
５
３

第
三
巻

徳
島
県
三
好
郡
山
城
町
国
政
八
三
四

一
月
号

清
心
者
寺
院

心
光
寺

（
通
巻

二
十
五
号
）

（
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

清
心
者
寺
院

心
光
寺

口
座
番
号

徳
島
９
│
５
３
７
０
８
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