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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
三
巻

四
月
号

菜
の
花

ほ
う
ぼ
う
に

自
生
を
し
せ
し

菜
の
花
の

ど
れ
も
変
わ
ら
ぬ

黄
の
あ
で
や
か
さ

菜
の
花
は

ど
こ
に
咲
い
て
も

ま
っ
黄
色

菜
の
花
や

こ
れ
ぞ
黄
色
と

咲
き
に
け
り

赤
土
の
ラ
ッ
パ
水
仙

赤
土
に

一
輪
咲
き
し

水
仙
の

こ
ち
ら
を
向
き
し

顔
の
け
な
げ
さ

一
瞬
の
命
の
大
切
さ

仏
さ
ま

も
っ
た
い
な
く
も

く
だ
さ
り
し

今
日
一
日
の

命
と
て

一
瞬
た
り
と
も

無
駄
に
は
で
き
ず
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ひ
と
で
悩
み
た
く
な
い
人
は

三
、
人
の
欠
点
を
「
業
」
と
し
て
許
す
こ
と
。

人
間
に
は
、
自
分
で
行
動
を
決
定
す
る
、
あ
る
い
は
選
択
す
る

自
由
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
ご
飯
を
永
久
に
食
べ
な
い
自
由
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
食
堂
へ
行
っ
て
、
親
子
丼
を
食
べ
る
か
、
き
つ
ね
う
ど
ん
を

食
べ
る
か
、
あ
る
い
は
倹
約
し
て
簡
単
に
パ
ン
か
即
席
麺
だ
け
で

す
ま
せ
る
か
は
、
自
分
の
選
択
に
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

今
日
、
畑
に
出
て
仕
事
を
す
る
か
、
酒
で
も
飲
み
な
が
ら
、
テ
レ

ビ
で
高
校
野
球
を
見
た
り
、
昼
寝
を
し
た
り
す
る
か
、
そ
れ
と
も

「
こ
こ
ろ
の
と
も
」
の
よ
う
な
何
か
、
文
章
の
よ
う
な
も
の
を
書

、

。

、

い
た
り
す
る
か
も

自
分
の
選
択
に
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す

で
も

呼
吸
を
じ
っ
と
止
め
て
お
く
自
由
や
、
便
所
へ
ず
っ
と
行
か
な
い

で
我
慢
し
続
け
る
自
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
人
間
が
成
長
し
、
教
育
を
う
け
る
こ
と
は
、
こ
の
選
択

肢
の
数
を
増
や
し
て
、
行
動
の
自
由
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
人
間
の
自
由
の
度
を
増

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
自
分
の
行
動
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

で
も
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
一

見
、
自
由
の
度
を
増
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
で
は

な
い
の
で
す
。
こ
の
成
長
に
よ
る
知
識
・
技
能
の
獲
得
は
、
実
は

皮
肉
な
こ
と
に
自
由
の
度
を
減
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
大
多
数
の
方
は
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
、
と
お
っ
し

ゃ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
本
当
な
の
で
す
。

自
分
で
自
由
の
度
を
増
し
て
い
る
と
思
っ
て
一
生
懸
命
頑
張
っ

て
い
る
の
に
、
逆
に
自
由
の
度
を
減
ら
し
て
い
る
と
は
、
な
ん
た

る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
全
く
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
ん
な
ん
だ
っ
た
ら
努
力
す
る
の
は
や
め
た
、
と
言
わ
れ

る
方
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
う
し
た
こ
と
で
増
え

て
い
る
の
は
、
実
は
「
心
の
垢
（
あ
か

」
だ
け
な
の
で
す
。
も

）

っ
と
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
言
え
ば
、
自
分
の
「
心
の
執
わ
れ
」

だ
け
な
の
で
す
。
自
分
が
出
来
る
と
思
う
こ
と
は
、
実
は
自
分
が

出
来
な
い
こ
と
ま
で
も
自
分
が
出
来
る
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

も
あ
る
の
で
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
本
当
の
自
由
は
、
自
分
が
出
来
な
い
こ
と

を
し
っ
か
り
自
覚
し
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
時
、
つ
ま
り
何
に

も
執
わ
れ
な
い
と
き
に
訪
れ
て
き
ま
す
。
何
に
も
執
わ
れ
が
な
け

れ
ば
、
自
由
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
不
安
も
な
け
れ
ば
、
心
配
も

な
い
。
世
の
中
に
怖
い
も
の
は
何
に
も
な
い
。
で
も
、
皆
さ
ん
は

現
実
に
世
の
中
に
は
困
っ
た
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
と
感
じ
て

お
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

自
分
が
病
気
に
な
っ
た
ら
困
る
。
体
が
不
自
由
に
な
っ
た
ら
困
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る
。
会
社
や
職
場
を
く
び
に
な
っ
た
ら
困
る
。
職
場
で
左
遷
（
さ

せ
ん
）
さ
れ
た
ら
困
る
。
自
分
の
仕
事
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た

ら
困
る
。
何
か
が
自
分
の
思
う
通
り
に
い
か
な
か
っ
た
ら
困
る
。

人
か
ら
非
難
さ
れ
た
り
、
悪
く
思
わ
れ
た
ら
困
る
。
人
に
馬
鹿
に

さ
れ
た
ら
困
る
。
自
分
の
身
内
の
者
に
裏
切
ら
れ
た
り
、
過
剰
に

期
待
さ
れ
た
ら
困
る
。
自
分
が
貯
め
た
り
、
先
祖
か
ら
も
ら
っ
た

財
産
が
減
っ
た
ら
困
る
。
自
分
の
名
誉
が
傷
つ
い
た
り
、
な
く
な

。

。

っ
た
り
し
た
ら
困
る

自
分
の
子
孫
が
続
か
な
く
な
っ
た
ら
困
る

家
族
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
り
、
不
幸
が
あ
っ
た
ら
困
る
。
事

故
や
災
害
に
あ
っ
た
ら
困
る
。
好
き
な
酒
や
タ
バ
コ
が
な
く
な
っ

た
ら
困
る
。
パ
チ
ン
コ
や
ゴ
ル
フ
や
釣
り
が
出
来
な
く
な
っ
た
ら

困
る
。
連
れ
合
い
が
先
に
い
っ
た
ら
困
る
。
い
や
、
い
や
、
自
分

の
命
が
な
く
な
っ
た
ら
困
る
。
い
や
、
そ
れ
も
ぽ
っ
く
り
行
け
た

ら
い
い
が
、
中
風
に
で
も
な
っ
て
動
け
な
く
な
っ
た
ら
困
る
。

こ
う
し
て
、
今
日
の
食
事
が
ま
ず
か
っ
た
り
、
誰
か
の
機
嫌
が
悪

か
っ
た
ら
困
る
、
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
入
れ
て
行
け
ば
、
も
は
や

際
限
な
く
困
っ
た
こ
と
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
こ
の
中
で
、
幾
つ
自
分
に
あ
て
は
ま
る
の
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
全
部
当
た
っ
て
い
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
困
っ
た
こ
と
は
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

の
で
す
が
。

読
者
の
中
に
、
一
つ
も
当
て
は
ま
っ
た
も
の
が
な
い
と
い
う
方

は
お
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
あ
っ
た
ら
そ
の
方
は
本
当

に
自
由
な
の
で
す
。
で
も
、
も
う
一
つ
だ
け
条
件
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
人
が
不
幸
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
困
っ
た
こ
と
だ
と
思

え
る
か
ど
う
か
で
す
。
つ
ま
り
、
人
が
不
幸
に
な
っ
て
困
っ
て
い

た
ら
、
自
分
は
平
気
で
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
分
に
執
わ
れ
の
な
い
人
ほ
ど
、
逆
に
人
の
幸
せ
を
願
う
も
の

な
の
で
す
。
世
界
中
の
多
く
の
人
の
、
一
人
で
も
多
く
の
人
の
幸

せ
を
願
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
ひ
た
す
ら

自
分
を
犠
牲
に
し
て
も
努
力
す
る
も
の
な
の
で
す
。
堕
落
し
て
は

お
ら
れ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
人
の
自
由
の
問
題
に
戻
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
書
き
だ
し
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
に
は
自

由
に
で
き
る
こ
と
と
出
来
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
自

由
に
で
き
る
と
思
う
こ
と
は
、
自
由
に
出
来
な
い
こ
と
ま
で
も
自

由
に
出
来
る
と
思
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
不
自
由
を
作
り
出
し

て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

で
は
、
こ
ん
ど
は
視
点
を
変
え
て
不
自
由
な
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
初
め
に
、
不
自
由
な
こ
と
は
、

生
ま
れ
た
い
と
思
わ
な
い
の
に
生
ま
れ
て
来
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
自
分
の
自
由
な
意
志
で
、
選
択
す
る
余
地
も
な
く
生
ま

れ
て
来
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
気
が
つ
い
た
ら
知
ら
な
い

う
ち
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。
与
え
ら
れ
た
両
親
や
祖
父
母
や
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家
系
や
「
家
」
の
下
の

「
こ
こ
で
、
今
」
こ
の
時
代
に
、
生
ま

、

れ
て
来
て
い
ま
す
。
難
し
く
言
え
ば
、
時
間
的
、
空
間
的
な
限
定

の
下
で
、
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
限
定
を
下
す

の
は
、
自
分
で
は
な
い
の
で
す
。

私
は
、
若
い
頃
自
分
の
生
ま
れ
た
境
遇
や
自
分
の
個
性
、
つ
ま

り
能
力
や
容
姿
や
性
格
が
い
や
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と

別
な
家
に
、
別
な
両
親
を
も
っ
て
、
別
な
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た

く
て
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
ま
れ
る
こ
と
は
不
幸
だ
、

死
に
た
い
、
と
い
つ
も
考
え
て
い
ま
し
た
。

で
も
そ
れ
は
、
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
自
由
に
な
る
こ
と

、

、

。

と

混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
と

今
で
は
思
え
る
の
で
す

自
分
の
境
遇
も
個
性
も
自
由
に
な
る
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る
と

思
え
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
や
哲
学
の
本
、
あ
る
い
は
文

学
の
本
を
読
み
あ
さ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
救
い
を
求
め
て
行
き
ま

し
た
。
で
も
、
結
局
ど
こ
に
も
救
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

う
す
れ
ば
そ
う
す
る
ほ
ど
、
上
で
み
ま
し
た
よ
う
に
、
結
果
と
し

て
は
不
自
由
を
増
や
し
て
い
た
の
で
す
。
自
分
の
能
力
の
な
さ
を

ま
す
ま
す
深
く
感
じ
て
い
き
ま
し
た
し
、
あ
る
面
で
は
分
か
っ
た

と
思
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
悩
み
や
不
安
は
消

え
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
不
自
由
な
こ
と
は
不
自
由
な
こ
と
と
し
て

「
あ

、

た
ま
」
だ
け
で
は
な
く

「
こ
こ
ろ
」
と
「
か
ら
だ
」
で
認
め
な

、

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
後
で
検
討
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

不
自
由
な
こ
と
の
検
討
を
続
け
て
行
き
ま
す
。
も
う
一
つ
、
生

、

、

ま
れ
る
こ
と
と
同
じ
ぐ
ら
い
に

全
く
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
は

死
ぬ
こ
と
で
す

「
命
あ
っ
て
の
物
種
」
と
言
い

「
命
に
過
ぎ

。

、

た
る
宝
な
し
」
と
い
っ
て
、
命
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
が
、

そ
の
大
切
な
命
が
自
分
の
自
由
に
は
な
り
ま
せ
ん

「
命
は
風
前

。

の
燈
（
と
も
し
び
）
の
如
し
」
な
の
で
す
。
い
つ
命
が
切
れ
る
の

か
、
誰
に
も
予
測
が
出
来
な
い
も
の
な
の
で
す
。
私
も
、
子
ど
も

の
こ
ろ
、
ふ
と
死
を
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
怖

さ
と
き
た
ら
口
で
は
言
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。
精
神
的
な

病
気
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
あ
と
一
ま
と
め
に
し
て
言
い
ま
す

と
、
自
分
の
命
と
人
間
の
種
の
維
持
を
脅
（
お
び
や
）
か
す
も
の

で
す
。
そ
れ
は
、
上
で
も
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
食
事
や
呼
吸

や
排
泄
な
ど
の
生
理
的
欲
求
、
性
欲
、
そ
れ
か
ら
老
い
る
こ
と
と

病
気
に
な
る
こ
と
で
す
。
種
族
保
存
の
た
め
の
性
欲
は
、
か
な
り

の
程
度
自
分
で
統
制
で
き
ま
す
が
、
人
類
全
体
か
ら
み
ま
す
と
自

由
に
出
来
な
い
部
類
に
入
る
と
思
い
ま
す
。
有
名
な
フ
ロ
イ
ト
と

い
う

「
精
神
分
析
学
（
精
神
科
医
の
一
番
頼
り
に
し
て
い
る
心

、

理
学
理
論

」
を
作
っ
た
人
は
、
人
間
の
精
神
的
行
為
は
全
て
性

）



- 5 -

の
衝
動
か
ら
発
す
る
と
さ
え
言
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
由
に
な
ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
人
を
越

え
た
も
の
に
よ
っ
て
人
に
与
え
ら
れ
た
境
遇
や
個
性
、
あ
る
い
は

人
が
そ
れ
に
執
わ
れ
て
い
る
状
態
を
仏
教
で
は
「
業
」
と
か
「
宿

業
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
が
自
由
に
で
き

る
行
為
、
実
は
こ
れ
も
業
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
ま
た
新

た
に
執
わ
れ
、
つ
ま
り
業
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
自
由
に
で
き
る
行
為
も
業
と
呼
べ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
う
み
て
き
ま
す
と
、
人
間
は
業
の
中
で
生
ま
れ
、
業
の
中
で

生
活
し
、
業
の
中
で
死
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。
で
は
、
永
遠
に
業

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
生
ま
れ
も
死
も
業
の
中
に

あ
り
、
日
常
の
生
活
で
も
業
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
救
わ

れ
な
い
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
も

し
業
か
ら
救
わ
れ
な
い
と
し
ま
す
と
、
人
間
の
一
生
は
あ
ま
り
に

も
み
じ
め
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
心
配
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
あ
り
難
い
こ
と
に
、
仏

教
で
は
こ
の
業
か
ら
抜
け
る
道
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
。
釈
尊
は
六
道
輪
廻
（
ろ
く
ど
う
り
ん
ね
）
の
宿
業
か
ら
抜
け

る
道
を
示
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
わ
れ
を

捨
て
る
こ
と
な
の
で
す
。

最
初
の
部
分
で

「
困
る
こ
と
」
を
多
く
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ

、

れ
ら
は
す
べ
て
執
わ
れ
の
存
在
を
示
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
自

分
が
自
由
に
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
こ
と
に
執
ら
わ
れ
て
、
そ
れ

を
欲
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
欲
す

れ
ば
欲
す
る
ほ
ど
、
幸
せ
、
あ
る
い
は
安
心
立
命
か
ら
遠
ざ
か
っ

。

、

、

て
行
く
の
で
す

例
え
ば

死
に
た
く
な
い
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど

死
の
恐
怖
は
そ
の
人
を
襲
っ
て
き
ま
す
。
私
が
子
ど
も
の
頃
経
験

し
た
よ
う
に
、
不
安
で
不
安
で
た
ま
ら
な
く
な
り
ま
す
。
自
分
の

能
力
や
性
格
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
も
っ
と
高
い
能
力
を
望
め

ば
望
む
ほ
ど
自
分
が
み
じ
め
に
な
り
、
不
安
に
な
り
ま
す
。
名
誉

も
地
位
も
お
金
も
す
べ
て
自
由
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
か
ら
も
ら
う
愛
情
も
そ
う
で
す
。
多
く
の
人
は
、
自
分
が
人
に

愛
情
を
あ
げ
な
い
の
に
、
そ
う
し
た
人
ほ
ど
人
か
ら
は
愛
情
を
か

け
て
欲
し
が
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
自
分
は
人
に
愛
情

を
か
け
て
い
る
、
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、
多
く
は
自
分
に
得
だ

。

、

と
思
う
か
ら
愛
情
を
か
け
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん

そ
れ
は
実
は

そ
の
人
を
利
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。

、

、

こ
の
愛
情
の
よ
う
な
感
情
は

社
会
的
感
情
と
呼
ば
れ
ま
す
が

そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
肯
定
的
な
も
の
と
、
否
定
的
な
も
の
と

が
対
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
尊
敬
と
軽
蔑
、
配
慮
と

無
視
、
賞
賛
と
非
難
、
受
容
と
拒
否
、
援
助
と
攻
撃
、
承
認
と
否

、

、

、

、

、

認

善
意
と
悪
意

親
和
と
排
斥

愛
情
と
憎
悪

好
意
と
敵
意

信
頼
と
不
信
。
多
く
の
人
は
、
こ
れ
ら
の
対
の
前
の
方
の
肯
定
的

感
情
を
人
か
ら
得
た
い
と
思
い
、
後
の
否
定
的
感
情
は
も
ら
い
た
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く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も

「
自
分
」
が
欲
し
い
と
か
欲

、

し
く
な
い
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
に
執
わ
れ
る
の
で
は
な
く

、「

」

。

て

相
手

の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す

で
も
そ
れ
は
、
極
め
て
強
い
自
分
へ
の
執
わ
れ
を
捨
て
な
け
れ
ば

出
来
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

自
分
に
自
由
に
出
来
る
こ
と
は
、
人
か
ら
得
た
い
と
か
得
た
く

な
い
と
か
、
人
の
思
惑
を
考
え
て
人
に
そ
う
し
て
も
ら
お
う
と
望

む
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
何
も
考
え
な
い
で
、
自
分

が
人
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
誰
も
邪
魔
す
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
自
分
が
欲
し
い
と
思
う
、
肯
定
的
感
情
を
人

に
あ
げ
、
自
分
が
欲
し
く
な
い
否
定
的
感
情
は
人
に
も
与
え
な
い

よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

で
も
、
現
実
に
は
自
分
に
否
定
的
感
情
を
抱
い
て
い
る
人
に
、

自
分
の
方
か
ら
肯
定
的
感
情
を
示
す
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

で
す
。
そ
れ
こ
そ
自
分
を
捨
て
て
い
な
い
と
出
来
な
い
こ
と
な
の

で
す
。
人
の
欠
点
を
そ
の
人
の
「
業
」
と
し
て
、
い
つ
も
完
全
に

許
し
て
い
な
け
れ
ば
出
来
ま
せ
ん
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
し
ょ

う
か
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
お
分
か
り
の
通
り
、
ま
ず
、
自
分
の
自

由
に
な
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
き
、

自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
に
は
、
こ
だ
わ
ら
な
い
で
お
こ
う

と
思
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
現
実
に
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
、
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
毎
晩
、
寝
る
前
に
で
も
反
省
し
て

み
る
こ
と
で
す
。
出
来
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
明
日
か
ら
は
同
じ

過
ち
を
犯
さ
な
い
で
お
こ
う
と
悔
い
改
め
る
こ
と
で
す
。

多
分
、
毎
日
反
省
し
て
い
た
ら
す
ぐ
い
や
に
な
っ
て
く
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
き
っ
と
同
じ
過
ち
を
い
く
ら
で
も
重
ね
て
行
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
わ
れ
が
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
な

の
で
す
。
自
分
で
自
分
が
統
制
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
タ
バ
コ
は

人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
し
、
自
分
の
健
康
に
も
悪
い
か
ら
吸
う

ま
い
と
思
っ
て
も
や
め
ら
れ
な
い
人
は
極
め
て
多
い
の
で
す
。
た

っ
た
タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
と
い
う
自
己
統
制
で
す
ら
難
し
い
も
の

な
の
で
す
。
や
は
り
自
己
統
制
が
き
ち
っ
と
出
来
る
よ
う
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
心
の
中
に
真
の
安
心
は
や
っ
て
来
ま
せ
ん
。
自
分
の

そ
と
で
起
こ
る
ど
ん
な
こ
と
に
も
揺
る
が
な
い
、
絶
対
な
幸
福
や

安
心
は
、
自
分
の
心
の
安
定
や
統
制
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
後

に
訪
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
何
回
言
っ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
頭
で
分
か
っ

て
も
、
体
や
心
は
勝
手
に
動
い
て
し
ま
い
ま
す
。
頭
で
心
を
統
制

す
る
こ
と
は
、
人
間
が
自
分
の
力
で
自
由
に
統
制
出
来
な
い
程
度

に
応
じ
て
難
し
く
な
り
ま
す
。
死
ぬ
こ
と
は
無
条
件
に
怖
い
で
す

し
、
食
べ
る
も
の
が
な
く
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
飲
む
水
が
な
く
な
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れ
ば
、
多
く
の
場
合
殺
し
合
い
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
異
性
問

題
の
も
つ
れ
に
よ
る
殺
傷
事
件
は
、
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
シ
ョ
ウ
や

新
聞
紙
面
を
に
ぎ
わ
し
て
い
ま
す
。

自
分
が
反
省
し
て
、
反
省
し
て
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
救
わ
れ

な
い
と
思
わ
な
い
か
ぎ
り
人
は
、
信
仰
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ま
せ

ん
。
堕
落
し
て
い
て
も
、
自
分
は
こ
れ
で
い
い
の
だ
と
達
観
し
た

よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
て
は
一
生
、
執
わ
れ
や
業
か
ら
抜
け
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
し
、
本
当
の
幸
せ
は
訪
れ
て
来
ま
せ
ん
。
ま

た
、
な
か
な
か
人
の
欠
点
を
業
と
し
て
許
す
こ
と
も
で
き
に
く
い

。

。

、

と
思
い
ま
す

そ
れ
で
は
よ
い
人
に
も
な
れ
ま
せ
ん

せ
い
ぜ
い

い
い
人
は
こ
う
す
る
の
だ
と
努
力
し
て
、
他
者
か
ら
肯
定
的
感
情

。

、

、

を
得
よ
う
と
す
る
だ
け
で
す

そ
れ
は

前
に
も
書
き
ま
し
た
が

自
分
の
た
め
に
人
を
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
、
何
度
も
、
何
度
も
言
っ
て
来
ま
し
た
よ
う
に
、
ご

飯
を
食
べ
な
い
日
は
あ
っ
て
も
、
何
か
の
修
行
を
し
な
い
日
は
な

い
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
人
は

忙
し
く
立
ち
働
い
て
い
ま
す
。
で
も
昔
に
較
べ
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
暇

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
暇
を
一
日
十
分
で
も
、
じ
っ
と
立
ち
止
ま
っ

て
、
自
分
を
見
つ
め
る
た
め
に
使
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
が
幸
せ
に
な
っ
て
、
人
を
幸
せ
に
し
て
あ
げ
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
修
行
し
な
が
ら
、
そ
う
心
掛
け
て
い
た
ら
、
人
で

悩
ま
な
く
て
も
よ
く
な
っ
て
来
ま
す
か
ら
。

自
作
詩
短
歌
等
選

春

告

げ

鳥

う

ぐ

い

す

景

色

さ

ま

ざ

ま

鳴
き
だ
す
や

突
然
に

し
き
り
と
聞
ゆ

開
け
し
畑
の

う
ぐ
い
す
の

一
面
に

春
つ
ぐ
声
の

黄
色
き
菜
の
花

う
れ
し
か
り
け
り

絨
毯
の
ご
と

み
ょ
う
と
岩

青

年

大

師

何
時
か
は
崩
れ
し

さ
だ
め
か
は

仰
ぎ
み
れ
ゃ

立
ち
並
ぶ

真
白
き
大
師

ぽ
ん
か
ん
う
ま
そ
う

太
平
洋

東
洋
町

幸
せ
祈
り
て

じ
っ
と
な
が
む
る
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ひ

と

の

た

め

・

お

の

が

た

め

ひ
と
の
た
め

思
い
て
努
力

し
て
い
た
ら

知
ら
な
い
う
ち
に

幸
せ
が

心
の
中
に

満
ち
て
来
る

お
の
が
た
め

思
い
て
頽
落

し
て
い
た
ら

知
ら
な
い
う
ち
に

歳
を
と
り

虚
し
き
臨
終

訪
れ
て
来
る

（
注
）

「

」

、

頽
落
と
は

た
い
ら
く

と
読
み

日
常
性
の
中
に
埋
も
れ
て
い
て
、

人
生
を
安
穏
に
送
っ
て
い
る
状
態

を
言
い
ま
す
。

う

ぐ

い

す

の

初

鳴

き

初
鳴
き
の

う
ぐ
い
す
寒
し

ひ
な
ま
つ
り

鳥

の

初

鳴

き

久
し
振
り

目
覚
ま
し
と
な
り
ぬ

鳥
の
声

今
年
も
春
の

巡
り
来
た
ら
む

空

・

海

・

波

・

岩

青
き
海

か
す
み
か
か
り
し

白
き
空

波
と
触
れ
合
う

岩
の
凹
凸

幾
重
に
も

海
に
せ
り
こ
む

山
の
裾

海
岸
を

く
ね
り
く
ね
り
と

一
筋
の

札
所
め
ぐ
り
の

自
動
車
道
路

執

わ

れ

の

無

明

自
ら
が

犯
し
た
過
ち

気
付
か
ず
に

ひ
と
の
過
ち
と

み
る
悲
し
さ
よ

執
わ
れ
を

そ
れ
と
気
付
か
ぬ

無
明
さ
が

人
に
過
ち

重
ね
さ
せ
け
る

過
ち
を

指
摘
さ
れ
れ
ば

な
お
さ
ら
に

自
分
を
守
り

執
わ
れ
強
め
る
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自
作
随
筆
選

花
ま
つ
り

今
月
の
縁
日
、
四
月
八
日
は
、
釈
尊
の
誕
生
日
を
祝
う
花
ま
つ

り
（
降
誕
会
）
の
日
で
す
。
挿
絵
（
さ
し
え
・

）
の
よ
う
に
、

略

お
花
で
飾
っ
た
花
御
堂
（
は
な
み
ど
う
）
を
し
つ
ら
え
、
中
に
右

手
で
天
を
、
左
手
で
地
を
指
し
て
い
る
誕
生
仏
を
安
置
し
、
そ
れ

に
甘
茶
を
か
け
て
お
祝
い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
後
で
そ
の
甘
茶
を

頂
き
ま
す
。
こ
の
甘
茶
は
、
釈
尊
の
誕
生
を
祝
っ
て
天
の
龍
王
が

甘
露
の
雨
を
降
ら
せ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
誕
生
仏
は
、
釈
尊
が
摩
耶
夫
人
（
ま
や
ぶ
に
ん
）
の
右

脇
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
す
ぐ
、
四
方
に
七
歩
あ
ゆ
ま
れ
、
右

手
で
天
を
指
し
、
左
手
で
地
を
指
し
て
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

勿
論
、
人
間
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
歩
い
た
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
す

る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
後
世
の
人
が
そ
の
偉
大
さ
に
感
激

し
て
、
釈
尊
を
讃
え
て
作
っ
た
話
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ

に
し
て
も
こ
の
天
上
天
下
唯
我
独
尊
（
て
ん
じ
ょ
う
て
ん
げ
ゆ
い

が
ど
く
そ
ん
）
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
の
実
存
の
本
質
を
な
ん
と

よ
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
生
命
の
尊
厳
と
か
、
命
の
重
さ
と
か
、
人
権
の
尊
重
と

か
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
人
間
存
在
の
本
質
を
釈
尊
は
お

生
ま
れ
に
な
っ
た
直
後
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
あ

る
意
味
で
仏
教
の
真
髄
の
一
つ
、
つ
ま
り
仏
教
の
基
本
的
人
間
観

を
表
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

私
は
、
約
十
五
年
ほ
ど
前
に
障
害
児
と
そ
の
親
ご
さ
ん
に
出
会

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
仏
光
の
お
蔭
で
や
っ
と
自
分
の
存
在

の
意
味
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
今
も
自
閉
症
児
を

研
究
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
お
蔭
で

「
人
の
心
を
感
じ
る
心
」
を

、

中
心
概
念
と
す
る
、
世
界
に
類
を
見
な
い
新
し
い
哲
学
（
宗
教
）

と
心
理
学
と
教
育
学
と
を
、
構
築
で
き
そ
う
な
の
で
す
。

、

。

世
間
で
は

障
害
児
は
社
会
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
ま
す

親
ご
さ
ん
や
肉
親
は
、
と
て
も
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
な
が
ら
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
私
に
と
っ
て
は
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
私

を
、
存
在
の
本
質
へ
と
導
い
て
下
さ
り
、
多
く
の
人
の
幸
せ
の
も

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
学
問
に
、
根
源
的
示
唆
を
与
え
て
下
さ
っ
て

い
る
仏
さ
ま
な
の
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
人
は
、
皆
等
し
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
人

が
無
条
件
に
天
上
天
下
唯
我
独
尊
な
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
は
分

別
す
る
事
ば
か
り
が
賢
い
こ
と
で
あ
り
、
無
分
別
は
愚
か
し
い
こ

と
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
お

花
ま
つ
り
に
因
ん
で
、
人
と
人
を
分
別
し
な
い
仏
教
の
、
人
間
に

対
す
る
平
等
観
を
改
め
て
味
わ
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
花
祭
り
の
挿
絵
・
省
略
し
て
い
ま
す
）

わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
有
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
デ
カ
ル
ト
（
１
５
９
６

１
６
５
０
）
が

―

「

、

」

。

近
世
に
な
っ
て

わ
れ
思
う

故
に
わ
れ
有
り

と
言
い
ま
し
た

、

「

、

、

で
も
東
洋
で
は

昔
か
ら

わ
れ
何
も
思
わ
ず

故
に
わ
れ
有
り

故
に
わ
れ
無
く
、
故
に
わ
れ
宇
宙
を
感
ず
」
と
言
っ
て
き
た
と
思

う
の
で
す
。

密
教
で
は

「
諸
法
本
不
生
不
可
得
な
り
、
自
性
離
言
説
不
可

、

得
な
り
、
因
業
不
可
得
な
り
、
等
空
不
可
得
な
り
」
と
言
っ
て
瞑

想
を
し
て
来
ま
し
た
。
何
も
分
か
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
せ
よ
、
い

ら
な
い
こ
と
は
何
も
考
え
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
言
っ
て
来
た
の

で
す
。

ど
う
も
近
世
以
来
の
西
洋
で
は

「
わ
れ
、
わ
れ
」
と
自
分
が

、

あ
た
か
も
宇
宙
の
中
心
の
よ
う
に
思
っ
て
来
た
よ
う
で
す
。
そ
の

こ
と
が
、
今
は
世
界
中
に
広
が
っ
て
し
ま
い
、
世
界
中
の
人
が
、

「
お
れ
が

「
お
れ
が
」
と
「
が
」
を
張
り
出
し
ま
し
た
。
お

」
、

れ
の
国
、
お
れ
の
お
金
、
お
れ
の
儲
け
、
お
れ
の
会
社
、
お
れ
の

、

、

、

、

、

土
地

お
れ
の
村

お
れ
の
家
族

お
れ
の
宗
教

お
れ
の
主
張

と
お
れ
の
、
お
れ
の
と
世
界
中
の
人
が
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
か
り

を
主
張
し
て
い
ま
す
。

い
ま
や
、
西
洋
人
が
見
直
す
前
に
、
私
た
ち
自
身
で
東
洋
を
見

。

。

直
す
と
き
が
来
て
い
ま
す

自
己
の
主
張
は
控
え
た
い
も
の
で
す
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真
言
宗
在
家
勤
行
式
（

）

２
０

回
向
文
（
え
こ
う
も
ん
）

願
以
此
功
徳
（
が
ん
に
し
く
ど
く
）

普
及
於
一
切
（
ふ
ぎ
ゅ
う
お
い
っ
さ
い
）

我
等
與
衆
生
（
が
ど
う
よ
し
ゅ
う
じ
ょ
う
）

皆
共
成
佛
道
（
か
い
ぐ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ
ど
う
）

（
読
み
下
し
文
）

回
向
の
文

願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て

あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し

我
ら
と
衆
生
と

皆
共
に
佛
道
を
じ
ょ
う
ぜ
ん
こ
と
を

（
現
代
語
訳
）

回
向
の
こ
と
ば

こ
の
お
勤
め
の
功
徳
を

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
及
ぼ
し

私
た
ち
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が

み
な
共
に
仏
の
道
を
体
得
で
き
ま
す
よ
う
に

難
し
い
言
葉
を
少
し
解
説
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

、

。

、

回
向
で
す
が

こ
れ
は
ふ
り
向
け
る
と
い
う
意
味
で
す

つ
ま
り

次
に
本
文
に
出
て
来
ま
す
よ
う
に
、
自
分
の
積
ん
だ
善
根
や
功
徳

を
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
、
特
に
人
の
悟
り
の
た
め
に
差
し

向
け
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

次
に
、
も
う
使
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
功
徳
と
い
う
言
葉
に

移
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
が
善
い
こ
と
を
し
て
得
る
す
ぐ
れ
た
徳

性
の
こ
と
で
す
。
い
わ
ゆ
る
徳
を
い
い
ま
す
。
人
格
者
が
身
に
つ

け
て
い
る
も
の
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
善
い
こ
と
を
し
、
こ
の

徳
を
身
に
つ
け
て
、
福
祉
（
幸
福
）
を
得
る
こ
と
を
人
生
の
目
的

に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
知
識
を
得
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知

識
を
捨
て
て
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
で
す
。
無
知
の
知
を
得
る

こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

次
に
、
衆
生
で
す
が
、
こ
れ
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
を

言
い
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
人
間
を
指
し
て
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
ど
う
も
仏
教
で
は
植
物
は
こ
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
で
も
植
物
も
、
い
や
物
で
も
大
事
に
し
た
い
も
の
で
す
。

次
に
、
佛
道
で
す
が
、
文
字
通
り
仏
の
道
、
仏
に
な
る
た
め
の

教
え
、
仏
教
を
い
い
ま
す
。
菩
薩
行
で
は
、
上
求
菩
提
（
じ
ょ
う

ぐ
ぼ
だ
い

、
下
化
衆
生
（
げ
け
し
ゅ
じ
ょ
う
）
の
こ
と
を
言
い

）

ま
す
。
上
に
悟
り
を
求
め
、
下
に
衆
生
を
教
化
す
る
（
幸
せ
に
す

る
）
こ
と
で
す
。
ま
た
、
諸
々
の
仏
の
教
え
と
し
て

「
悪
い
こ

、

と
を
な
さ
ず
、
善
い
こ
と
を
行
い
、
心
を
清
め
る
こ
と
」
を
教
え

て
い
ま
す
（
七
仏
通
誡
偈

。
そ
れ
が
佛
道
で
す
。

）
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後
記

一
、
三
月
八
日
の
縁
日
は
日
曜
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
二

十
人
も
の
参
拝
者
が
あ
り
、
お
堂
は
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
、
今
回
は
シ
リ
ー
ズ
「
ひ
と
で
悩
み
た
く
な
い
人
は
」
が
と
て

も
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
多
少
理
屈
ぽ
く
な
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
読
む
の
が
し
ん
ど
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
何

度
も
読
み
返
し
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

三
、
真
言
宗
在
家
勤
行
式
の
解
説
が
今
回
で
終
わ
り
に
な
り
ま
し

た
。
十
三
仏
の
紹
介
も
終
わ
っ
て
い
ま
す
し
、
来
月
号
か
ら
は
何

か
新
た
な
企
画
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

四
、
池
田
町
（
三
月
二
十
一
日
）
と
山
城
町
（
三
月
三
十
日
）
の

高
齢
者
の
方
々
に

「
心
を
磨
く
」
と
い
う
同
じ
演
題
で
講
演
を

、

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
高
齢
者
の
方
だ
け
を
対
象
に
話
を
す
る
の

は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
す
が
、
聴
か
れ
る
態
度
の
熱
心
さ
に
は
心

を
う
た
れ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
幸

せ
な
老
後
を
送
れ
ま
す
よ
う
、
お
祈
り
致
し
ま
す
。

五
、
畑
に
果
樹
を
植
え
ま
し
た
。
キ
ー
ウ
イ
ー
、
り
ん
ご
、
梨
、

す
も
も
、
桃
で
す
。
二
本
か
ら
四
本
ず
つ
植
え
ま
し
た
。
実
が
な

る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
楽
し
み
に
育
て
ま
す
。

六
、
じ
ゃ
が
い
も
も
植
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
書
き
終
え
れ
ば
、
椎

茸
の
菌
を
、
切
り
倒
し
て
あ
る
栗
の
木
に
植
え
ま
す
。

七
、
冬
の
草
が
急
に
大
き
く
な
り
だ
し
、
草
取
り
が
大
変
で
す
。

や
が
て
夏
野
菜
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
す
。

八
、
三
月
十
一
、
十
二
日
に
、
大
学
の
ゼ
ミ
生
と
共
に
、
六
人
で

室
戸
へ
旅
行
し
ま
し
た
。
第
二
十
四
番
札
所
の
最
御
崎
寺
（
ほ
つ

み
さ
き
じ
）
の
近
く
の
国
民
宿
舎
に
泊
ま
り
ま
し
た
。
翌
日
、
そ

の
最
御
崎
寺
と
第
二
十
五
番
札
所
津
照
寺
（
し
ん
し
ょ
う
じ
）
と

に
お
参
り
し
ま
し
た
。

九
、
新
た
な
「
人
格
論
」
の
成
果
と
し
て
、
あ
る
雑
誌
に
「
精
神

病
理
学
の
た
め
の
心
理
学
的
精
神
モ
デ
ル
」
と
い
う
題
で
、
四
百

字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚
ほ
ど
の
論
文
を
投
稿
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
響
育
」
に
つ
い
て
書
き
下
ろ
し
の
講
義
録
を
書
い
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
四
年
四
月
八
日
（
縁
日
は
、
毎
月

）

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
９
│
５
３

八
日
十
時
よ
り

第
三
巻

徳
島
県
三
好
郡
山
城
町
国
政
八
三
四

四
月
号

清
心
者
寺
院

心
光
寺

（
通
巻

二
十
八
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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