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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

七
月
号

こ
こ
ろ
を
主
と
す

汚
れ
た
る

こ
こ
ろ
で

語
り

行
え
ば

自
ず
と
苦
難

つ
き
従
い
ぬ

浄
ら
か
な

こ
こ
ろ
で

語
り

行
え
ば

自
ず
と
福
楽

つ
き
従
い
ぬ

宗
教
と
反
省

宗
教
は

反
省
を

求
め
る
も
の

な
の
に

宗
教
の
中
に
は

信
じ
る
ほ
ど

傲
慢
に
な
っ
て

反
省
が

で
き
な
く
な
る

も
の
が
あ
る

そ
ん
な
宗
教
は

う
そ
の
宗
教
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
六
）

今
月
は
、
第
十
六
章
を
取
り
上
げ
ま
す
。

（
第
十
六
章

「
虚
」
の
極
致
に
至
り
、
そ
の
「
静
」
に
熱

）

心
に
励
め
ば
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
現
象
し
て
も

も
と
に
帰
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
様
々
に
動
き
ま
す
が
、
そ

、

。

の
お
の
お
の
が

そ
れ
ぞ
れ
の
根
元
に
帰
っ
て
行
く
の
で
す

こ
の
根
元
に
帰
る
こ
と
を
「
静
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。
こ
れ
は

ま
た

「
命
」
に
復
（
か
え
）
る
こ
と
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

、

命
（
め
い
）
に
復
る
こ
と
を
「
常
（
つ
ね

」
と
言
い
ま
す
。

）

常
を
知
る
こ
と
を

「
明
（
め
い

」
と
言
い
ま
す
。
で
す

、

）

か
ら
、
常
を
知
り
ま
せ
ん
と
も
の
が
よ
く
見
え
ず
、
み
だ
り

な
言
動
に
な
り
、
悪
を
な
し
て
し
ま
い
ま
す
。
常
を
知
り
ま

す
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
容
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
包

容
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
公
平
無
私
で
あ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
「
天
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り

「
道
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
道

、

は
永
久
で
す
か
ら
、
こ
の
身
も
安
ら
か
で
無
事
で
い
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

本
章
は
、
深
い
真
理
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
訳
し

に
く
い
言
葉
が
い
く
つ
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
説
明
的
に

訳
し
ま
す
と
、
だ
ら
だ
ら
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
括
弧
に
入
れ
て

そ
の
ま
ま
示
し
て
み
ま
し
た
。
虚
、
静
、
命
、
常
、
明
、
天
、
道

な
ど
で
す
。
説
明
の
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
の

中
で
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
章
の
主
題
は
、
出
だ
し
の
文
と
最
後
の
文
が
示
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り

「

虚
』
の
極
致
に
至
り
、
そ
の
『
静
』

、

『

に
熱
心
に
励
め
ば

「
そ
れ
は

『
道
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

」

、

す
。
道
は
永
久
で
す
か
ら
、
こ
の
身
も
安
ら
か
で
無
事
で
い
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
」
と
い
う
部
分
で
す
。
ま
ず
、
こ

こ
か
ら
解
説
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

虚
と
か
静
と
か
、
出
だ
し
か
ら
し
て
い
き
な
り
難
し
い
言
葉
の

羅
列
で
、
恐
縮
で
す
。
ま
ず
、
虚
の
極
致
に
至
る
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
分
の
執
ら
わ
れ
や
、
は
か
ら
い
を

捨
て
て
、
自
分
の
統
制
が
自
由
自
在
に
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
ま

す
。
仏
教
で
言
え
ば
解
脱
に
至
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

普
通
、
虚
と
い
い
ま
す
の
は
虚
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
の
執
ら
わ
れ
や
は
か
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ら
い
が
無
い
、
自
分
の
欲
望
や
邪
心
が
無
く
な
っ
た
状
態
に
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

次
の
、
そ
の
「
静
」
に
熱
心
に
励
む
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
は
、
虚
の
極
致
が
静
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
よ
う

に
精
進
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
静

と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
難
し
い
こ
と
ば
に
な
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
静
寂
と
か
安
静
と
か
い
っ
た
心
の
澄

ん
だ
状
態
を
示
し
ま
す
。
ま
た
、
老
子
の
考
え
方
を
信
奉
す
る
後

の
道
家
で
は
、
静
は
修
行
の
こ
と
を
言
う
よ
う
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
去
り
、
修
行
に
励
む
こ
と
を
意

味
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て
達
し
た
境
地
、

あ
る
い
は
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
、
静
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

、

、

こ
う
し
た

虚
の
極
致
に
達
し

静
に
励
む
こ
と
は
そ
の
ま
ま

道
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
道
は
あ
ら
ゆ

る
存
在
を
存
在
せ
し
め
る
宇
宙
の
根
元
で
、
永
遠
で
無
限
で
絶
対

で
す
。
で
す
か
ら
、
道
に
達
し
ま
す
と
、
道
と
は
対
照
的
な
、
こ

の
有
限
で
相
対
的
で
時
間
的
な
自
分
自
身
も
、
永
遠
で
無
限
で
絶

対
に
至
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
言
葉
で
言
い
ま
し
て
も
、
実
際
の
体
験
が

伴
わ
な
い
限
り
な
か
な
か
実
感
と
し
て
分
か
っ
て
頂
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
な
の
だ
と
信
じ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
ひ
た
す
ら
修
行
し
、
虚
の
極
致
に
達
し
な
い
限
り
、
信
じ

る
以
外
に
分
か
る
方
法
は
な
い
の
で
す
。

さ
て
、
次
の
部
分
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

静
に
励
め
ば
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
現
象
は
し
て
も

元
に
帰
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
部
分
で

す
が
、
こ
れ
は
道
に
至
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
一
体
に
な
れ
ま

す
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
道
を
根
元
と
し
て
現
象
し
て
い
る
と

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
根
元
に
帰
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
静
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
す
。

私
の
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
に
基
づ
い
て
、
人
間
の
精
神

に
即
し
て
「
根
元
に
帰
り
静
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま

す
と
、
私
た
ち
の
意
識
を
構
成
し
て
い
る
①
情
動
－
感
情
、
②
感

覚
－
運
動
、
③
認
知
－
言
語
、
④
自
我
－
人
格
の
四
つ
の
機
能
領

域
の
働
き
を
抑
え
、
無
意
識
へ
と
降
り
て
い
き
、
そ
こ
の
働
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
煩

悩
蔵
」
と
「
如
来
蔵
」
と
を
統
合
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
す
。

そ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が
意
識
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
人
類
が
動
物

か
ら
飛
躍
し
、
断
絶
し
て
進
化
し
た
と
き
贈
ら
れ
た
人
間
固
有
な

精
神
の
働
き
な
の
で
す
。
そ
こ
に
、
人
間
が
人
間
た
る
根
元
を
宿

し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
有
り
難
い
こ
と
に
、
老
子
も
す
る
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ど
く
指
摘
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
人
間
は
そ
こ
へ
帰
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
へ
帰
っ
て
行
く
時
、
私
た

ち
は
道
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
こ
へ
至
る
に
は
、
あ
た
ま
（
認
知

言
語
）
で
考

―

え
た
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
す
。
言
葉
で
理
解
し
た
だ
け
で
は
だ

め
な
の
で
す
。
先
程
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
う
だ
と
ひ
た
す
ら

信
じ
て
、
根
元
へ
帰
っ
て
い
く
修
行
を
し
な
け
ば
な
ら
な
い
の
て

す
。
そ
の
修
行
は
、
ヨ
ー
ガ
で
あ
り
、
お
祈
り
で
あ
り
、
読
経
で

あ
り

瞑
想
な
ど
で
あ
る
わ
け
で
す

私
た
ち
は

こ
う
し
た

あ

、

。

、

「

た
ま
」
と
「
か
ら
だ
」
と

「
こ
こ
ろ
」
を
統
合
す
る
修
行
に
よ
っ
て
、
無
意
識
に
降
り
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

次
の
部
分
に
進
み
ま
す
。
そ
れ
は
、
静
は
命
に
復
る
こ
と
で
あ

る
と
言
い
、
命
に
復
る
こ
と
を
常
と
言
い
、
常
を
知
る
こ
と
を
明

と
言
う
、

と
い
う
と
て
も
難
し
い
部
分
で
す
。
こ
の
部
分
は
、
読
ん
だ
だ
け

で
は
、

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

解
説
す
れ
ば
お
分
か
り
頂
け
ま
す
。

ま
ず
命
に
復
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
命
は
、
天
が
そ
れ

ぞ
れ
の
も
の
に
命
じ
た
在
り
方
を
言
う
の
で
す
。
孔
子
の
言
葉
に

、

。

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が

そ
れ
で
す

こ
れ
を
人
間
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
無
意
識
の
中
に
煩
悩
蔵
と

如
来
蔵
を
備
え
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
人
間
が
真
の
人
間

に
な
る
道
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
天
の
命
じ
た
在
り
方
だ
と
言
え

る
の
で
す
。

次
の
、
命
に
復
る
こ
と
を
常
と
い
う
、
と
い
う
部
分
の
常
で
す

が
、
こ
れ
は
、
恒
常
不
変
、
永
遠
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま

。

、

す

人
間
の
真
の
在
り
方
は
無
意
識
の
統
合
に
あ
る
わ
け
で
す
が

そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
が
永
遠
不
滅
と
な
っ
て
行
く
、
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

次
の
、
常
を
知
る
こ
と
を
明
と
い
う
、
と
い
う
部
分
の
明
で
す

が
、

聡
明
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
真
理
を
知
る
智
恵
を
言
い

ま
す
。

人
間
で
は
無
意
識
の
煩
悩
蔵
と
如
来
蔵
の
統
合
が
と
れ
ず
、
両
者

が
分
離
し
て
い
る
状
態
を
無
明
と
言
い
、
そ
れ
ら
の
統
合
さ
れ
た

状
態
を
明
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
に
続
く
後
の
文
は
、
明
に
至
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
行
動

が
違
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
す
。
明
を
得
ま
す
と
、
自
分
へ
の

執
ら
わ
れ
を
克
服
し
て
い
ま
す
か
ら
、
自
分
を
含
め
て
も
の
が
客

。

。

観
的
に
見
え
ま
す

自
分
に
執
ら
わ
れ
て
も
の
ご
と
を
見
ま
せ
ん

で
す
か
ら
公
平
無
私
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
容
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
と
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
が
根
元
を
通
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じ
て
自
分
と
等
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
明
を
得
て
い
ま
せ
ん
と
、
そ
の
逆
で
、
自
分
の
利

害
が
か
ら
ん
で
き
ま
す
と
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
包
容
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
分
と
他
と
を
区
別
（
仏
教
で

は
分
別
）
し
て
、
い
つ
で
も
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
い
つ
で
も
不
幸
が
そ
こ
に
迫
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
の
で
す
。

こ
れ
で
解
説
を
終
わ
り
ま
す
が
、
少
し
難
し
か
っ
た
の
で
は
な

。

、

い
か
と
思
い
ま
す

と
て
も
深
遠
な
真
理
を
説
い
て
い
ま
す
の
で

致
し
方
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
度
も
何
度
も
読

み
返
し
て
味
わ
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

虚
、
静
、
命
、
常
、
明
、
天
、
道
。
こ
れ
ら
の
概
念
に
は
、
仏

教
に
も
、
関
連
し
た
り
、
対
応
し
て
い
る
概
念
が
あ
り
ま
す
。
人

生
の
真
理
は
、
そ
う
沢
山
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
子
に

は
老
子
の
個
性
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
解
脱
し
た
人
に
共
通

し
た
普
遍
性
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
あ
げ
ま
し
た
、
七
つ
の
概
念
は
老
子
の
個
性
を
示
す
と
同

時
に
普
遍
性
を
も
示
し
て
い
ま
す
。
い
ち
い
ち
解
説
は
し
ま
せ
ん

が
、
仏
教
で
は
ど
う
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
ご
自
分

で
考
え
な
が
ら
、
復
習
し
て
い
た
だ
く
の
も
、
ま
た
、
一
つ
の
積

極
的
な
老
子
の
読
み
方
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
作
詩
短
歌
等
選

う

ら

み

は

や

む

あ
の
人
が

坊
主
の
出
家

奪
い

昔
の
坊
主
は

罵
り

出
家
し
た
か
ら

勝
ち

世
間
を
離
れ
て

害
し
た
と

世
間
が
見
え
た

思
い
暮
ら
せ
ば

う
ら
み
は
息
ま
ず

な
の
に

あ
の
人
が

今
の
坊
主
は

奪
い

出
家
し
な
い
で

罵
り

世
間
に
い
る
か
ら

勝
ち

世
間
が
見
え
な
い

害
し
た
と

思
わ
ず
忘
れ
ば

う
ら
み
は
消
え
る
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議

論

は

情

動

が

大

切

議
論
は
冷
静
に

す
べ
き
だ
と

人
間
は
不
完
全

言
う

人
間
は

み
ん
な

で
も

不
完
全

多
く
の
人
は

冷
静
で
も

そ
れ
が

間
違
っ
て

あ
た
ま
だ
け
で
な
く

議
論
す
る

か
ら
だ
と

こ
こ
ろ
で

人
間
を
説
得
す
る
の
は

わ
か
る
と
き

こ
こ
ろ

人
は

こ
こ
ろ
は

限
り
な
く

情
動
と
感
情

完
全
に

近
づ
く

大
切
な
の
は

情
動
を
込
め
て
も

間
違
わ
な
い

と
い
う
こ
と

で

き

損

な

い

こ
の

で
き
損
な
い

と
言
い
た
い

人
が
い
る

せ
つ
な
て
き

障
害
は

ど
こ
に
も
な
い
の
に

い
ま
こ
と
ば
が

根
性
が

せ
つ
な
て
き

ま
が
っ
て
い
る

ラ
ッ
キ
ー

ヤ
ッ
タ
ー

な
の
に

カ
イ
カ
ン

自
分
で
は

そ
う
は
思
わ
な
い
か
ら

直
そ
う
と
も
し
な
い

と
て
も

傲
慢
だ

製
造
責
任
者

出
て
こ
ー
い
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自
作
随
筆
選

福
岡
正
信
語
録

五
月
二
二
日
（
日
）
の
こ
こ
ろ
の
時
代
は
、
愛
媛
県
伊
予
市
大

平
在
住
の
自
然
農
法
実
践
家
福
岡
正
信
氏
へ
の
、
金
光
寿
郎
氏
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。
響
感
す
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
の
で
、

こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
〇
年
前
か
ら
農
業
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
た
。
四
～
五
年

前
か
ら
加
速
度
的
に
お
か
し
い
。
絶
望
的
に
お
か
し
い
と
思
う
。

こ
の
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
に
は
、
こ
こ
へ
入
っ
た
戦
後
す
ぐ

は
、
さ
つ
ま
芋
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
ク
ロ
ー
バ
ー
を
蒔
き
、
果

。

、

、

樹
を
植
え
て
徐
々
に
こ
う
な
っ
て
き
た

今
は

パ
ラ
ダ
イ
ス
で

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
せ
ん
だ
ん
の
木
は
鳥

が
蒔
い
て
く
れ
た
。
二
～
三
年
で
ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く
な
る
。

。

。

こ
こ
の
赤
土
は
寝
て
い
た

そ
れ
を
植
物
が
起
こ
し
て
く
れ
る

ク
ロ
ー
バ
ー
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
生
き
返
る
。
鳥
、

モ
グ
ラ
、
ミ
ミ
ズ
が
い
る
が
邪
魔
を
し
な
い
。
害
虫
は
い
て
も
害

が
な
い
。
蝶
々
は
い
て
も
青
虫
に
食
べ
ら
れ
た
大
根
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
球
は
十
年
前
と
較
べ
て
急
速
に
砂
漠
化
し

て
い
る
。
日
本
人
も
若
い
人
が
青
年
海
外
協
力
隊
と
し
て
、
緑
化

に
協
力
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
絶
望
的
で
あ
る
。
自
然
の
滅
び

る
速
度
の
方
が
ず
っ
と
早
い
。

日
本
の
農
業
が
滅
び
て
い
る
。
ウ
ル
グ
ァ
イ
ラ
ウ
ン
ド
で
自
由

化
が
進
ん
だ
か
ら
。
果
物
が
滅
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
も
、
タ
ケ
ノ

コ
や
フ
キ
が
お
金
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
山
菜
だ
け
で

八
十
万
円
ぐ
ら
い
と
れ
た
が
、
今
年
か
ら
息
子
も
嫁
も
や
め
た
。

中
国
か
ら
の
も
の
に
圧
倒
さ
れ
て
、
引
き
合
わ
な
い
。

日
本
の
農
業
が
滅
び
る
。
日
本
の
農
業
が
滅
ん
だ
ら
、
朝
鮮
、

中
国
の
農
業
も
滅
び
る
。
企
業
農
法
、
近
代
農
法
の
た
め
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
も
イ
ン
ド
も
、
先
に
滅
ん
で
い
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ア
メ
リ
カ
も
土
地
が
だ
ん
だ
ん
死
ん
で
い
っ
て

い
る
。
日
本
は
外
国
に
農
業
を
依
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
外
国
が
滅
ん
で
い
っ
て
い
る
。

近
代
農
法
、
企
業
農
法
で
は
、
増
産
と
い
う
考
え
方
が
基
本
に

あ
る
。
そ
れ
が
お
か
し
い
。
自
然
が
一
番
能
率
が
よ
い
。
一
番
増

産
し
て
い
る
。
な
の
に
人
間
が
手
を
加
え
て
駄
目
に
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
一
人
じ
め
し
て
金
儲
け
し
よ
う
と
す
る
か
ら
。
そ
の
考

え
方
が
間
違
っ
て
い
る
。
人
間
は
自
然
に
生
き
て
い
れ
ば
百
二
十

歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
に
、
肉
の
よ
う
な
美
味
し
い
も
の
ば
か
り

食
べ
て
、
病
気
に
な
り
、
薬
で
治
療
し
て
や
っ
と
八
十
歳
ま
で
生

き
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
だ
。

、

。

今
の
農
業
は
機
械
を
使
っ
て
耕
す
が

こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
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人
間
が
一
番
効
率
が
よ
い
。
人
海
戦
術
が
一
番
よ
い
。

、

、

自
然
農
法
を
実
践
し
た
り

し
よ
う
と
し
て
い
る
人
は
多
い
が

な
か
な
か
成
功
し
な
い
人
が
多
い
の
は
、
基
本
的
な
考
え
方
が
間

違
っ
て
い
る
か
ら
。
そ
の
考
え
方
の
基
礎
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
自

然
観
が
あ
る
。

自
然
は
無
秩
序
で
、
悪
魔
で
あ
る
。
人
間
が
そ
れ
に
秩
序
を
作

っ
て
い
く
。
人
間
が
自
然
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト

教
の
考
え
方
は
、
自
然
に
対
し
て
傲
慢
で
あ
る
。
ま
た
、
一
反
歩

あ
れ
ば
食
え
る
の
に
、
文
化
生
活
が
出
来
な
い
と
い
う
。

今
年
の
四
月
か
ら
、
粘
土
団
子
の
作
り
方
を
教
え
だ
し
た
。
い

ま
ま
で
は
失
敗
談
を
書
い
た
り
は
し
た
が
、
教
え
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
種
子
団
子
に
は
、
せ
ん
だ
ん
の
実
を
入
れ
た
り
、
薬

草
を
入
れ
た
り
す
る
。
い
ま
、
砂
漠
化
防
止
に
、
早
く
太
る
ユ
ー

カ
リ
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
）
を
植
え
て
い
る
が
、
間
違
い
。
い

ろ
い
ろ
の
種
子
を
混
ぜ
る
、
こ
の
粘
土
団
子
に
こ
そ
近
代
農
法
の

全
て
が
含
ま
れ
て
い
る
。
百
～
二
百
種
類
の
種
を
混
ぜ
る
の
が
よ

い
。
例
え
ば
、
マ
ツ
タ
ケ
菌
を
混
ぜ
た
松
の
種
を
ま
け
ば
松
の
育

ち
が
よ
い
。
科
学
を
否
定
す
る
科
学
が
い
る
。

ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
土
が
死
ん
で
い
る
。
地
上
一
メ
ー
ト

ル
は
よ
い
が
地
下
は
だ
め
。
砂
漠
化
は
、
実
は
耕
作
に
始
ま
る
。

耕
運
機
は
大
間
違
い
。

（

）

（

）

、

粘
土
団
子
の
作
り
方
は
種
子

一

に
粘
土

五

の
割
合
で

適
当
な
湿
り
け
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
水
を
加
え
（
や
り
直
し
が
き

か
な
い
か
ら
気
を
付
け
る

、
中
の
羽
を
と
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

）

。

。

ミ
キ
サ
ー
で
二
十
分
～
三
十
分
回
す

ミ
キ
サ
ー
の
角
度
が
大
切

団
子
の
粒
の
大
き
さ
に
関
係
す
る
。

入
れ
る
も
の
は
、
ユ
ー
カ
リ
ば
か
り
で
は
だ
め
。
砂
漠
化
を
促

進
す
る
。
日
本
で
も
、
ひ
の
き
や
杉
の
植
林
を
盛
ん
に
し
て
い
る

が
間
違
い
。
後
が
三
代
に
渡
っ
て
土
地
が
や
せ
て
で
き
な
い
。
ア

カ
シ
ア
や
大
根
を
も
っ
と
一
緒
に
入
れ
て
蒔
く
。
象
の
住
め
る
森

を
作
れ
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ハ
ヤ
ト
ウ
リ
を
植
え
て
い
る
。
病
虫
害
の
被
害
は

全
く
な
い
。
益
虫
、
害
虫
、
役
に
立
つ
、
立
た
な
い
は
、
人
間
の

近
視
眼
的
見
方
に
過
ぎ
な
い
。
害
虫
は
い
て
も
害
は
な
い
。
ど
う

し
て
か
分
か
ら
な
い
。
五
十
年
間
自
然
を
見
て
い
た
積
も
り
が
、

も
の
が
言
え
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
智
が
役
に
立
た
な
い
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
。
私
の
書
い
た
本
も
読
ん
で
済
ん
だ
ら
捨
て

て
く
れ
と
言
っ
て
い
る
。

稲
の
粘
土
団
子
を
作
る
と
き
は
、
モ
ミ
だ
け
に
し
て
い
る
。
本

当
は
粘
土
団
子
を
作
ら
な
く
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
。

自
然
農
法
を
し
て
い
る
人
で
も
、
よ
り
よ
い
粘
土
団
子
を
作
ろ

う
と
し
て
微
生
物
を
入
れ
よ
う
と
す
る
人
が
出
て
く
る
。
そ
し
て

そ
れ
を
売
っ
て
金
儲
け
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
捨
て
た
と
こ
ろ

に
自
然
農
法
が
あ
る
と
い
う
の
に
。
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本
当
は
、
幸
福
は
科
学
で
は
得
ら
れ
な
い
。
自
然
か
ら
感
じ
る

も
の
。
相
対
的
な
喜
び
で
は
な
い
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
否
定
す
べ
き
も
の
。
坊
主
は
時
空
を

超
え
て
悟
る
。
そ
こ
で
は
、
相
対
的
な
知
恵
が
消
え
る

（
ダ
ー

。

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
時
空
の
相
対
を
説
い
た
も
の
で
、
人
間
の
幸

福
に
は
ま
っ
た
く
役
立
た
な
い

。
抽
象
的
な
喜
び
は
、
頭
だ
け

）

の
も
の
。
自
然
を
肌
で
感
じ
る
幸
せ
で
な
い
と
だ
め
。
衣
食
住
を

芸
術
品
と
す
る
。
こ
こ
は
入
山
禁
止
だ
が
、
鳥
に
な
っ
て
売
れ
な

い
も
の
を
取
り
に
く
れ
ば
よ
い
。
生
き
る
心
配
を
す
る
か
ら
、
生

き
ら
れ
な
い
。
作
物
が
あ
っ
て
人
間
が
あ
る
。
人
間
が
作
物
を
作

っ
て
商
売
し
だ
し
た
こ
と
が
、
間
違
い
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
て
い

る
。ダ

ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
で
い
う
、
適
者
生
存
、
優
勝
劣
敗
、
競

争
原
理
が
、
こ
の
世
を
だ
め
に
し
て
い
る
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
二
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
九
四
）
御
者
が
馬
を
よ
く
馴
ら
し
た
よ
う
に
、
お
の
が
感

―
―

官
を
静
め
、
高
ぶ
り
を
す
て
、
汚
れ
の
な
く
な
っ
た
人

こ
の
よ
う
な
境
地
に
あ
る
人
を
神
々
で
さ
え
も
羨
む
。

、

。

こ
の
偈
を
読
ん
で

私
は
ヨ
ー
ガ
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た

さ
っ
そ
く
佐
保
田
鶴
治
著
『
解
説
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ

（
平
川

』

出
版
社
刊
）
を
取
り
出
し
て
き
て
、
ヨ
ー
ガ
の
定
義
を
調
べ
て
み

ま
し
た
。
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

「
ヨ
ー
ガ
と
い
う
語
の
最
も
古
い
用
例
は
『
馬
を
馬
車
に
つ
な

』

。
」
（

）
。

ぐ

と
い
う
特
殊
な
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
ま
す

二
五
頁

「
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
な
か
で
・
・
・
ヨ
ー
ガ
を
定
義

し
て
『
五
つ
の
知
覚
器
官
が
意
と
と
も
に
静
止
し
、
覚
も
ま
た
動

か
な
く
な
っ
た
と
き
、
人
々
は
こ
れ
を
至
上
の
境
地
だ
と
い
う
。

か
よ
う
に
諸
々
の
心
理
器
官
を
か
た
く
執
持
す
る
こ
と
を
人
々
は

ヨ
ー
ガ
と
見
な
し
て
い
る
』
と
記
し
て
お
り
ま
す

（
二
七
頁

。

」

）

「
ヨ
ー
ガ
と
い
う
名
称
を
も
っ
た
一
つ
の
行
法
の
シ
ス
テ
ム
が

成
立
し
た
の
は
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
仏
教
が
開
か
れ
る
よ
り
も
一
～

二
世
紀
以
前
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

（
二
六
頁

。

」

）

「
ア
ー
ト
マ
ン
を
車
主
と
知
れ
。
肉
体
を
車
、
覚
を
御
者
、
意

を
手
綱
と
心
得
よ
。
賢
者
た
ち
は
、
も
ろ
も
ろ
の
知
覚
器
官
を
馬

と
よ
び
、
諸
知
覚
に
対
応
す
る
諸
対
象
を
道
路
と
よ
ん
で
い
る
」

（
二
八
頁

。

こ
れ
ら
の
引
用
を
見
ま
す
と
、
こ
の
偈
と
ヨ
ー

）

ガ
の
関
連
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

、

、

、

、

な
お

こ
の
偈
の
解
説
は

こ
れ
以
上

省
略
い
た
し
ま
す
が

た
だ
、
引
用
に
見
慣
れ
な
い
言
葉
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
解

説
し
て
お
き
ま
す
。
ス
ー
ト
ラ
で
す
が
、
こ
れ
は
経
典
の
こ
と
で
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す
。
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
、
イ
ン
ド
の
古
い
哲
学
書
の
一

つ
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
は

「
梵
我
一
如
」
を
め
ざ
す
バ
ラ
モ
ン

、

教
の
、
我
に
当
た
る
も
の
で
す
。
因
み
に
、
梵
に
当
た
る
も
の
は

ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
と
言
い
ま
す
。

（
九
五
）
大
地
の
よ
う
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
、
門
の
し
ま
り

の
よ
う
に
慎
み
深
く

（
深
い
）
湖
は
汚
れ
た
泥
が
な
い
よ

、

う
に

そ
の
よ
う
な
境
地
に
あ
る
人
に
は
、
も
は
や
生
死

―
―

の
世
は
絶
た
れ
て
い
る
。

「
母
の
よ
う
な
大
地
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
大

地
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
受
入
れ
、
包
み
込
み
ま
す
。
雨
が
降
れ
ば

吸
い
込
み
、
吸
い
込
め
な
け
れ
ば
貯
め
、
流
し
、
日
が
照
れ
ば
含

。

、

ん
だ
水
を
蒸
発
さ
せ
ま
す

上
に
道
路
が
で
き
れ
ば
そ
れ
も
よ
し

家
が
建
て
ば
そ
れ
も
よ
し
、
自
然
の
植
物
が
繁
れ
ば
、
な
お
さ
ら

よ
し
で
す
。
け
っ
し
て
逆
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
の
門
で
す
が
、
お
城
の
門
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
頂
け
れ
ば
分
か

。

、

、

り
や
す
い
よ
う
に
思
い
ま
す

た
だ

お
城
の
門
は
多
く
の
場
合

外
部
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
目
的
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、

外
部
か
ら
の
誘
惑
に
心
の
門
を
閉
ざ
し
て
、
そ
れ
に
負
け
な
い
よ

う
に
す
る
の
と
、
自
分
を
抑
え
て
門
か
ら
出
さ
ず
、
他
者
に
対
し

て
慎
み
深
く
す
る
の
と
、
両
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

、

、

、

次
に

深
い
湖
は
汚
れ
た
泥
が
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が

こ
こ
で
は
特
に
深
い
と
い
う
言
葉
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
心
の
汚
れ
も
人
間
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
普
段
、
自
分
で
は
意
識
で
き
な
い

部
分
に
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
除
去
す
る
に
は
、
意

識
の
水
準
で
は
効
果
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
無
意
識
に
働
き
か

け
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
、
た
だ
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
す
る
と
か
、
ひ
た
す
ら
念
仏

を
あ
げ
る
と
か
と
い
っ
た

「
あ
た
ま
」
と
「
か
ら
だ
」
と
「
こ

、

こ
ろ
」
を
統
合
し
て
、
実
践
的
に
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。

そ
う
し
て
、
心
の
深
い
部
分
の
汚
れ
を
落
と
し
ま
す
と
、
人
間

は
生
死
を
超
え
た
境
地
に
至
れ
る
の
で
す
。
死
ぬ
こ
と
に
も
、
生

、

。

き
る
こ
と
に
も

こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
く
な
っ
て
く
る
の
で
す

死
ぬ
も
よ
し
、
生
き
る
も
よ
し
、
と
い
っ
た
境
地
に
至
れ
る
の
で

す
。な

お
、
四
月
号
で
は
次
の
よ
う
な
偈
を
解
説
い
た
し
ま
し
た
。

（
八
二
）
深
い
湖
が
、
澄
ん
で
、
清
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

賢
者
は
真
理
を
聞
い
て
、
こ
こ
ろ
清
ら
か
で
あ
る
。
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（
九
六
）
正
し
い
智
慧
に
よ
っ
て
解
脱
し
て
、
や
す
ら
い
に

帰
し
た
人

そ
の
よ
う
な
人
の
心
は
静
か
で
あ
る
。
こ
と

―
―

ば
も
静
か
で
あ
る
。
行
な
い
も
静
か
で
あ
る
。

（

）

、

真
言
密
教
の
念
誦
次
第

お
祈
り
の
仕
方
を
書
い
た
本

に
は

「
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
知
見
（
か
い
・
じ
ょ
う
・
え
・
げ

だ
つ
・
げ
だ
つ
ち
け
ん

」
と
唱
え
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

）

い
ま
す
。

こ
れ
は
、
戒
律
を
守
り
、
身
を
清
め
て
、
禅
定
に
励
め
ば
、
仏

の
智
慧
を
得
て
、
解
脱
に
至
り
、
自
分
が
解
脱
し
た
と
い
う
自
覚

を
得
て
、
開
放
さ
れ
た
心
の
安
ら
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
を
念
誦
者
に
意
識
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
う

見
て
み
ま
す
と
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
仏
道
修
行
の
本
質
を
表
す
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
偈
の
前
半
は
、
戒
と
定
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
「
戒
・

定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
知
見
」
に
当
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、
解
脱
し
て
心
の
安
ら
か
さ
を
得
、
開
放
さ
れ
た

喜
び
に
ひ
た
っ
て
い
る
人
は

「
こ
こ
ろ
」
が
静
か
で
あ
り

「
あ

、

、

た
ま
」
の
働
き
で
す
る
語
ら
い
も
静
か
で
あ
り

「
か
ら
だ
」
で

、

す
る
行
い
も
静
か
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
解
脱
に
至
っ
た
境
地
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
漢
訳
が
涅
槃
で
す
。
涅
槃
の
心

理
状
態
を
表
す
言
葉
に
涅
槃
寂
静
（
ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
偈
で
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
涅
槃
寂
静
の

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
本
月
号
の
『
老
子
』
に
あ
り
ま
す
「
静
」
も
こ
こ
で
い

う
「
静
か
で
あ
る
」
と
い
う
の
と
、
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

俳
句

○
七
夕
に
夢
も
願
わ
ず
塾
に
い
く

○
終
戦
日
球
児
黙
祷
甲
子
園

○
運
動
会
出
番
の
遅
い
ひ
と
り
っ
子

○
落
葉
降
り
風
の
流
れ
に
さ
か
ら
わ
ず

○
山
猿
か
痛
さ
こ
ら
え
て
栗
を
む
く

○
す
ず
め
共
不
作
の
稲
に
近
よ
ら
ず

○
赤
と
ん
ぼ
夕
日
と
共
に
消
え
て
行
く

○
紅
葉
見
る
妻
の
メ
ガ
ネ
の
色
に
染
み

（
徳
島
県
・
小
原
白
峰
）
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お
便
り

健
康
の
も
と
（
五
）

酒
類
の
優
劣
は
市
価
が
明
確
に
示
し
て
い

る
。
こ
れ
を
化
学
分
析
す
れ
ば
タ
ン
ニ
ン
の
含
有
量
に
正
比
例
す

。

。

、

る

然
る
に
世
界
中
の
人
が
知
ら
な
い

次
頁
の
表
に
示
す
如
く

日
本
酒
の
う
ち
辛
口
は
醸
造
用
ア
ル
コ
ー
ル
が
過
ぎ
て
い
る
。
並

口
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
銘
柄
は
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
ぬ
。
阿
波
銘
柄
は

ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
る
。
伊
予
川
之
江
の
梅
錦
は
毎
年
金
賞
を

と
っ
て
い
る
。

洋
酒
で
、
日
本
産
の
辛
口
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
発
癌
酒
で
ボ
ト
ル
千
円
か

ら
二
千
円
、
並
口
の
ス
コ
ッ
チ
Ａ
と
Ｂ
は
ま
あ
ま
あ
で
、
五
千
円

～
七
千
円
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
二
万
円
～
三
万
円
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
が

四
～
五
万
円
、
エ
ク
ス
ト
ラ
が
六
万
円
以
上
と
樫
樽
の
タ
ン
ニ
ン

度
で
価
格
も
ピ
ッ
タ
リ
。
不
思
議
だ
。
ビ
ー
ル
で
は
、
私
の
聴
講

社
ア
サ
ヒ
ド
ラ
イ
が
最
高
を
記
録
し
た
。
要
は
砂
糖
な
ら
ぬ
タ
ン

ニ
ン
の
コ
ク
風
味
が
、
市
価
と
健
康
度
を
左
右
す
る
。
無
タ
ン
ニ

ン
の
焼
酎
は
胃
癌
、
肝
炎
、
Ａ
Ｔ
Ｌ
（
エ
イ
ズ
の
兄
弟
菌
）
の
誘

因
と
な
る
。
日
本
西
部
の
Ａ
Ｔ
Ｌ
は
世
界
一
で
、
百
万
と
も
二
百

万
と
も
言
わ
れ
る
Ｃ
型
肝
炎
の
主
流
だ
。
日
本
の
焼
酎
と
カ
リ
ブ

海
沿
岸
の
ウ
オ
ツ
カ
が
犯
人
だ

（
阿
南
市
・
片
田
一
郎
）

。

後
記

一
、
私
は
、
死
ぬ
ま
で
学
問
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

、

、

の
た
め
の
準
備
と
思
い

で
き
る
だ
け
古
本
屋
さ
ん
を
訪
ね
て
は

心
理
学
、
宗
教
学
、
教
育
学
、
哲
学
な
ど
の
本
を
購
入
し
て
い
ま

す
。
最
近
、
老
子
の
本
で
昭
和
初
期
に
出
た
分
厚
い
本
を
二
冊
買

い
ま
し
た
。
シ
リ
ー
ズ
の
『
老
子
』
解
説
の
参
考
に
し
て
い
ま
す

、

「

」

。

、

が

竹
内
義
雄
著
の

老
子
之
研
究

に
は
及
び
ま
せ
ん

ま
た

い
つ
か
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
、
プ
ラ
ト
ン
全

集
で
持
っ
て
い
な
い
も
の
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
書
名
に
つ
く
本
は
、

で
き
る
だ
け
買
っ
て
い
ま
す
。
最
近
も
、
昭
和
初
期
に
出
た
『
ソ

ク
ラ
テ
ス
』
と
題
す
る
本
を
二
冊
買
い
ま
し
た
。
二
、
あ
る
じ
っ

こ
ん
な
古
本
屋
の
ご
主
人
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
古
本
屋
と
し
て

は
、
今
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
大
き
な
お
店
に
行
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
岡
山
に
あ
る
万
歩
書
店
と
い
う
店
で
、
な
る
ほ
ど
大
き

。

、

く
び
っ
く
り
し
ま
し
た

何
十
万
冊
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
ほ
ど
で

お
お
げ
さ
に
言
い
ま
す
と
、
迷
子
に
な
り
そ
う
で
し
た
。
通
り
に

名
前
ま
で
付
け
て
あ
り
ま
す
。
全
部
を
細
か
く
み
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
く
さ
ん
買
っ
て
来
ま
し
た
。

三
、
い
ま
『
障
害
児
の
心
理
と
響
育
』
と
い
う
、
教
科
書
の
積
も

り
の
講
義
録
を
書
い
て
い
ま
す
。
一
部
、
私
の
ゼ
ミ
を
と
っ
た
方

に
も
協
力
し
て
頂
い
て
い
ま
す
。

四
、
い
ま
、
た
い
さ
ん
ぼ
く
が
大
き
な
花
を
付
け
て
い
ま
す
。
真
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っ
白
い
花
び
ら
が
印
象
的
で
す
。
あ
じ
さ
い
は
小
さ
な
花
を
つ
け

始
め
ま
し
た
。
も
う
梅
雨
も
間
近
で
す
。

お
便
り
、
質
問
、
感
想
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
な
ど
、
ど

う
ぞ
お
寄
せ
下
さ
い
。

月
刊

平
成
六
年
七
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

（
発
行
人
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

七
月
号

（
制
作
）
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス

（
通
巻

（
発
行
所
）

五
十
五
号
）

ひ
び
き
の
さ
と

エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所

〒
７
７
１
│
４
３

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
星
谷

星
の
岩
屋

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

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０


