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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
六
巻

一
月
号

自
分
で
気
付
か
ぬ
人

言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は

言
わ
な
い
と

言
い
な
が
ら

言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を

い
っ
ぱ
い

言
っ
て
い
る
人

自
分
は
間
違
っ
て
い
な
い

人
が
間
違
っ
て
い
る
と

言
い
な
が
ら

自
分
で

い
っ
ぱ
い

間
違
い
を
犯
し
て
い
る
人

自
分
は

腹
を
立
て
る
こ
と
が
な
い
と

言
い
な
が
ら

ち
ょ
っ
と
注
意
さ
れ
た
だ
け
で

ひ
ど
く

腹
を
立
て
て
い
る
人

議
論
は

理
性
的
に
し
な
け
れ
ば
と

言
い
な
が
ら

相
手
が

一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を

平
然
と
言
っ
て
い
る
人
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
十
三
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
十
二
）

今
月
号
は
、
先
月
の
第
四
十
七
章
に
引
き
続
き
、
第
四
十
八
章

を
取
り
上
げ
ま
す
。

（
第
四
十
八
章
）
学
問
を
な
せ
ば
、
日
に
日
に
知
識
が
増
し

ま
す
。
道
を
な
せ
ば
、
日
に
日
に
知
識
（
へ
の
執
ら
わ
れ
）

が
減
っ
て
行
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
執
ら
わ
れ
を
減
ら
し
、

ま
た
減
ら
し
て
、
遂
に
無
為
に
至
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
無

為
の
境
地
に
至
り
ま
す
と
、
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
く

な
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
第
四
十
八
章
は
、
先
月
号
の
第
四
十
七
章
に
引
き
続
い
て

読
ん
で
頂
け
れ
ば
、
な
お
一
層
よ
く
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
い
ま

す
。
内
容
的
に
は
殆
ど
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
の
で
。

、

、

、

こ
の
偈
の
面
白
さ
は

学
問
を
な
せ
ば

知
識
が
増
え
る
の
に

道
を
な
せ
ば
、
知
識
が
減
る
、
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

現
代
で
は
、
い
ま
そ
の
反
省
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
特
に
学
校
教
育
が
発
達
し
、
子
ど
も
の
時
か
ら
全
員
に
学

問
を
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
殆
ど
が
、
私
の
精
神
モ
デ
ル

で
言
え
ば

「
あ
た
ま
」
の
働
き
で
あ
る
認
知
－
言
語
機
能
に
限

、

ら
れ
て
い
ま
す
。
知
的
能
力
の
発
達
と
知
識
の
獲
得
だ
け
が
重
視

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
は
、
義
務
教
育
以
外
の
高
等

学
校
も
大
学
も
大
学
院
も
、
体
育
や
芸
術
な
ど
「
技
（
わ
ざ

」
）

を
伸
ば
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
学
校
以
外
で
は
、
ほ
と
ん
ど
学
力

検
査
の
み
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
現
代
人
は
特
に
、
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
捨
て
る
こ
と
や
、
減
ら
す
こ

と
な
ど
に
は
思
い
も
及
び
ま
せ
ん
。
獲
得
し
た
こ
と
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
人
間
は
悲
し
い
か
な
、
知
識
を
獲
得
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
そ
し
て
自
分
が
沢
山
獲
得
し
た
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
そ
の

こ
と
に
執
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
悪
い
こ
と
に
は
、

そ
れ
が
執
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
に
す
ら
気
付
け
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
何
も
知
識
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
情
動
機
能
の
食
欲

（
財
産
欲
）
で
も
性
欲
（
氏
族
繁
栄
欲
）
で
も
優
越
欲
（
名
誉
欲

・
権
力
欲
）
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
感
覚
－
運
動
機

能
の
芸
術
的
能
力
や
運
動
能
力
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た

点
で
も
、
得
た
も
の
が
多
か
っ
た
り
、
で
き
る
こ
と
が
多
か
っ
た
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り
し
ま
す
と
、
人
に
認
め
ら
れ
ま
す
し
、
自
分
で
も
満
足
し
ま
す

が
、
そ
れ
は
、
実
は
、
そ
れ
だ
け
執
ら
わ
れ
を
増
や
し
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
知
識
と
同
じ
こ
と
で
、
そ

れ
が
執
ら
わ
れ
を
増
や
し
て
い
る
と
は
、
本
人
も
世
間
も
気
付
け

ま
せ
ん
。

、

、

な
ぜ
そ
れ
が
執
ら
わ
れ
な
の
か

こ
う
言
わ
れ
て
も
皆
さ
ん
も

に
わ
か
に
は
納
得
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
こ
れ
を
分
か
っ
て
頂
く
の
は
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
私
が
入
手
し
て
い
る
十
五
種
余
り
の
、
こ
の
『
老

子
』
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
の
ど
れ
を
み
て
も
、
こ
れ
を
正
し
く

解
釈
し
て
い
る
本
が
な
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
偈
が
難
し

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
を
分
か
っ
て
頂
く
た
め
の
理
屈
を
述
べ
る
前
に
、
現
実
に

私
が
出
く
わ
し
て
い
る
執
ら
わ
れ
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
例
は
一
杯
あ
る
の
で
す
が
、
私
が
日
々
体
験
し
て
い

る
大
学
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
自
分
が
、
合
格
す
る
の
が

難
し
い
大
学
や
学
部
を
出
て
い
る
と
か
、
沢
山
仕
事
を
し
て
い
る

と
か
、
人
よ
り
よ
く
外
国
語
が
で
き
る
と
か
、
何
か
の
賞
を
も
ら

っ
た
と
か
、
よ
り
高
い
地
位
（
助
手
や
講
師
で
は
な
く
教
授
で
あ

る
と
い
っ
た
）
に
つ
い
て
い
る
と
か
、
そ
う
思
う
人
ほ
ど
が
、
知

ら
な
い
う
ち
に
傲
慢
に
な
っ
て
、
自
分
で
は
気
付
け
ず
に
大
学
で

の
現
実
生
活
の
中
で
多
く
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
の
で
す
。

悲
し
い
か
な
で
す
。

多
少
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が

「
人
間
精
神
は
、
自

、

分
自
身
を
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
『
自
己
』
と
、
他
者
を
尊
重

し
よ
う
と
す
る
『
他
己
』
と
の
、
二
つ
の
『
己
』
の
弁
証
法
的
運

動
契
機
か
ら
成
っ
て
い
る
」
と
す
る
、
私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す

と
、
こ
う
し
た
執
ら
わ
れ
は

「
自
己
」
へ
の
執
ら
わ
れ
な
の
で

、

す
。
自
分
自
身
の
生
命
維
持
を
確
実
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
働
き

な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
い
う
精
神
分
析
を
創
始
し
た

人
の
言
葉
で
言
え
ば
「
性
（
生
）
の
本
能
」
と
言
っ
て
も
よ
い
と

思
い
ま
す
。
最
近
の
心
理
学
者
は
こ
れ
を
「
自
己
実
現
の
欲
求
」

と
か
、
自
己
の
拡
張
欲
求
と
言
っ
て
い
ま
す
。

自
己
に
執
ら
わ
れ
ま
す
と
、
他
己
の
働
き
が
相
対
的
に
悪
く
な

っ
て
き
ま
す
。
枯
れ
て
い
き
ま
す
。
他
己
は
、
基
本
的
に
は
、
人

を
求
め
る
心
、
人
を
愛
す
る
心
、
人
と
心
を
通
わ
そ
う
と
す
る
心

で
す
の
で
、
他
己
の
働
き
が
弱
ま
り
ま
す
と
、
他
人
の
こ
と
を
考

慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
他
者
の
立
場
か
ら
自

分
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
自

分
を
外
界
（
人
的
、
物
的
）
に
定
位
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ

て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、
ア
メ
リ
カ
流
の
言
葉
で
言
え
ば
、
外

界
に
「
適
応
」
出
来
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
個
人
と
し
て
適

応
し
て
い
る
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
適
応
で

き
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
な
ん
と
皮
肉
な
こ
と
で
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し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
「
学
を
な
し
」
て
知
識
を
増
や
す
こ
と

は
、
実
は
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ

。

、

、

て
い
る
の
で
す

釈
尊
も

人
間
が
苦
か
ら
救
わ
れ
る
た
め
に
は

執
着
を
捨
て
る
こ
と
を
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
老
子
も
知
識
へ
の

執
ら
わ
れ
を
捨
て
な
け
れ
ば
、
道
を
体
得
し
た
「
無
為
」
に
は
至

れ
な
い
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

で
は
、
偈
に
あ
り
ま
す
「
道
を
な
す
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

、

。

、

こ
れ
が

な
か
な
か
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

そ
れ
は

「
道
を
体
得
す
る
た
め
の
修
行
」
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
間

が
道
を
体
得
す
る
（
仏
教
で
言
え
ば
、
悟
り
や
解
脱
に
達
す
る
）

に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
修
行
が
い
る
の
で
す
。
何
も
修
行
し
な

い
で
、
道
を
体
得
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
道
を
体
得
す
る
た

め
の
修
行
と
は
、
毎
回
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
具
体

的
に
は
瞑
想
で
あ
り
、
坐
禅
で
あ
り
、
ヨ
ー
ガ
で
あ
り
、
読
経
な

の
で
す
。

、

（

）

、

そ
う
い
う

道
を
な
せ
ば

修
行
を
す
れ
ば

知
識
を
得
て
も

あ
る
い
は
得
て
い
て
も
、
そ
れ
に
執
ら
わ
れ
る
こ
と
が
無
く
な
っ

て
く
る
の
で
す
。
決
し
て
知
識
を
捨
て
た
り
、
忘
れ
た
り
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
執
ら
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で

す
。
道
を
な
せ
ば
な
す
ほ
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
執
ら
わ
れ
が
減
っ
て

い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
道
を
体
得
し
て
、
無
為
に
至

れ
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
修
行
を
積
ん
で
無
為
の
境
地
に
至
り
ま
す
と
、
学

問
を
な
し
て
日
に
日
に
知
識
を
得
て
い
た
人
が
得
た
よ
り
も
ず
っ

と
多
く
の
、
正
確
に
言
え
ば
無
限
の
知
識
と
も
言
え
る
「
智
慧
」

を
得
て
、
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
無
く
な
る
の
で
す
。

学
問
を
な
す
人
が
、
無
限
の
知
識
を
得
る
こ
と
は
、
自
分
が
無

限
に
生
き
な
い
限
り
不
可
能
で
す
。
で
も
、
道
を
体
得
す
れ
ば
、

お
分
か
り
頂
け
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
無
限
の
智
慧
を
得
て

も
う
学
問
し
な
く
て
も
分
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
自
分
が
知

る
た
め
に
読
む
必
要
は
な
く
な
る
の
で
す
。

勿
論
、
い
ち
い
ち
の
具
体
的
な
出
来
事
や
科
学
的
な
原
理
で
知

ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
知
ら
な
い
か
ら
と
て
、
不
安
に
な

っ
た
り
、
不
満
足
を
感
じ
た
り
、
悪
を
な
し
た
り
す
る
こ
と
が
な

く
な
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
具
体
的
な
出
来
事
で
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

勝
手
に
生
き
る
喜
び
が
わ
き
だ
し
て
き
て
、
弘
法
大
師
さ
ん
の
師

匠
の
恵
果
和
尚
さ
ん
の
よ
う
に
「
行
住
座
臥
（
ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ

が
）
が
法
に
か
な
う
」
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
人
間
は
知
れ
ば
知

る
ほ
ど
、
間
違
い
を
犯
し
ま
す
が
、
無
限
の
智
慧
を
得
ま
す
と
、

幾
ら
知
っ
て
い
て
も
、
間
違
い
を
犯
さ
な
く
て
も
よ
く
な
っ
て
く

る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

一
杯
の

コ
ー
ラ
に
す
る
な

学
校
の

期
待
を
荷
な
う

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

頭

で

っ

か

ち

分
か
っ
た
と

思
っ
て
い
て
も

間
違
い
を

犯
し
て
し
ま
う

今
の
人

頭
し
っ
か
り

進
ん
で
い
る
の
に

ソ

ク

ラ

テ

ス

ソ
ク
ラ
テ
ス

妻
子
弟
子
た
ち

泣
く
中
で

笑
み
を
浮
か
べ
て

毒
杯
仰
ぐ

完
全
に

自
己
の
執
ら
わ
れ

捨
て
た
人

後
の
人
た
ち

理
解
が
出
来
ず

執
ら
わ
れ
を

捨
て
ら
れ
て
な
い

哲
学
者

紹
介
し
て
も

薄
ぺ
ら
と
な
り

ソ
ク
ラ
テ
ス

い
の
ち
を
賭
け
て

し
た
こ
と
は

相
手
の
堕
落
や

傲
慢
を

問
答
通
じ

指
摘
し
て

気
付
か
せ
る
こ
と

反
省
さ
す
こ
と

人

さ

ま

の

過

失

見

る

な

（
法
句
経
五
○
）

人
さ
ま
の

過
失
を
見
る
な

し
た
こ
と
と

し
な
か
っ
た
こ
と
を

見
て
は
な
ら
な
い

自
ら
の

為
し
た
る
こ
と
と

為
さ
ざ
り
し

こ
と
だ
け
見
つ
め
て

生
き
て
い
く
べ
し

猿

回

し

の

猿

に

す

る

あ
た
ま
で
は

人
を
手
段
に

す
る
こ
と
が

悪
い
こ
と
だ
と

分
か
る
け
ど

多
く
の
人
は

気
付
か
ず

ふ
だ
ん
の
暮
ら
し
で

人
様
を

自
分
の
エ
ゴ
に

執
ら
わ
れ
て

猿
回
し
で
の

猿
に
し
て
い
る
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み
ん
な
が

こ

こ

ろ

の

伝

染

嬉
し
く
な
り

こ
こ
ろ
は

悲
し
い
人
が
い
れ
ば

伝
染
す
る

み
ん
な
が

嬉
し
い
人
が
い
れ
ば

悲
し
く
な
る

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

お
便
り

健
康
の
も
と
（
一
一

（
前
回
よ
り
の
続
き
）

）

（
３
）
枸
杞
丸
で
現
在
九
十
歳
、
セ
ッ
ク
ス
旺
盛

東
宮
学
士
の
大
蔵
善
行
は
、
元
国
士
進
士
で
、
高
貴
な
職
を
歴

任
し
、
子
爵
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
、
常
に
鐘
乳
丸
（
ク
コ
の
粉

と
モ
チ
米
を
練
り
合
わ
せ
て
丸
剤
に
す
る
）
を
毎
日
一
丸
ず
つ
食

べ
た
。
八
十
七
歳
で
男
の
子
を
生
ま
せ
た
。
現
在
九
十
歳
で
あ
る

が
、
壮
年
の
よ
う
で
、
耳
目
は
よ
く
、
歩
行
軽
快
、
家
に
は
多
く

の
婦
人
を
も
ち
、
性
交
を
休
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
皇
太
子
に
漢
書

を
献
上
し
て
毎
朝
御
進
講
中
で
休
日
は
皆
無
で
あ
る
。
天
下
、
ひ

ろ
く
感
銘
し
な
い
者
は
な
い
。
ク
コ
を
飲
む
為
に
健
康
で
あ
る
と

皆
が
言
っ
て
い
る
。

以
上
、
医
薬
の
術
法
を
知
ら
せ
る
た
め
に
掲
載
し
た
。

泉
重
千
代
氏
の
長
寿
原
因
は
黒
砂
糖
タ
ン
ニ
ン
で
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
。
以
上
の
三
名
は
ク
コ
タ
ン
ニ
ン
が
原
因
す
る
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。
現
代
食
事
は
長
寿
に
反
し
て
骨
粗
鬆
症
や
成
人
病

の
原
因
に
な
る
。
又
発
癌
食
も
少
な
く
な
い
。

薬
の
は
じ
ま
り
は
植
物
食
に
あ
る
。
ぜ
い
た
く
食
で
は
な
い
。

来
月
号
は
最
終
と
し
て
、
腰
痛
や
膝
痛
な
ど
を
補
筆
し
ま
す
。

（
阿
南
市
・
片
田
一
郎
）

俳
句

○
鶏
が
除
夜
の
鐘
よ
り
先
に
鳴
き

○
去
年
の
夢
二
日
に
来
り
初
笑
顔

（
徳
島
県
・
小
原
白
峰
）

○
ベ
ル
鳴
り
て
陽
気
が
丸
め
し
電
気
餅

○
炎
ゆ
初
日
海
に
浮
か
べ
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
切
る

○
忙
が
し
と
妻
の
一
言
除
夜
の
鐘

（
徳
島
県
・
須
藤
一
樹
）

短
歌

○
譲
り
て
は

草
の
盛
り
が

移
り
行
く

峠
路
に
居
て

こ
こ
ろ
鎮
ま
る

○
眼
に
て
聴
く

楽
の
音
は
こ
れ

夏
草

風
筋
揺
れ
て

輝
き
わ
た
る

（
東
京
都
・
高
木
由
紀
子
）
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自
作
随
筆
選

共
感
能
力
の
欠
如

（
平
成
六
年
十
月
二
日
記
す
）

あ
の
忌
ま
わ
し
い
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
、
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
の
迫

害
を
体
験
し
、
後
に
実
存
分
析
で
有
名
に
な
っ
た
、
フ
ラ
ン
ク
ル

（
八
九
歳
）
が
、
い
ま
日
本
に
来
て
い
て
、
先
日
テ
レ
ビ
に
出
演

し
、
現
代
の
人
々
の
精
神
状
況
を
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、

い
ま
多
く
の
人
々
の
他
者
に
対
す
る
共
感
能
力
が
落
ち
て
き
て
い

て
、
と
て
も
問
題
だ
。
多
分
、
苦
し
さ
の
体
験
が
無
く
な
っ
た
こ

と
と
、
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
話
し
て
い
ま
し

た
。
聞
い
て
い
て
、
そ
れ
こ
そ
共
感
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。
私
も
、

特
に
、
若
い
学
生
た
ち
が
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
傲
慢
に
な
っ
て

い
て
、
私
の
モ
デ
ル
で
言
え
ば
「
他
己
」
が
育
っ
て
い
な
い
よ
う

に
感
じ
て
い
た
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
と

克
服
法
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
か
ら
四
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
家
族
は
大
家
族
で
あ
り
、

皆
貧
乏
で
、
お
金
も
な
く
、
子
ど
も
の
頃
に
は
誰
で
も
が
家
の
手

伝
い
を
さ
せ
ら
れ
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
、
ボ
ロ
を
ま
と
っ
て
い

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
苦
し
さ
を
通
じ
て
、
他
人
の
苦
し

さ
も
理
解
で
き
た
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
三
世
代
以
上
の
同
居
が

多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
者
と
の
人
間
的
な
触
れ
合

い
も
多
か
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
は
、
家
族
は
核
家
族
化
・
少
子
化
し
て
、
父
母
と

子
だ
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
更
に
進
み
核
分
裂
家
族
化
し
て
、
父

と
子
な
い
し
母
と
子
の
み
の
家
族
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
な
ら
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
る
程
度
の
年
齢
幅
を
も
っ
て

皆
が
よ
り
集
ま
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
せ
い

ぜ
い
同
級
生
か
兄
弟
（
姉
妹
）
と
遊
ぶ
ぐ
ら
い
で
、
大
抵
は
塾
へ

言
っ
た
り
、
部
屋
で
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、
テ
レ
ビ
を
見
た
り
し
て

一
人
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
他
者
と
の
関
わ
り
も
昔

に
比
べ
て
は
る
か
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
、
現
在
は
飽
食
暖
衣
で
、
贅
沢
に
な
っ
て
し
ま
い
、
主
婦

が
し
て
い
た
家
事
も
ほ
と
ん
ど
電
化
製
品
に
と
っ
て
代
わ
り
ま
し

た
し
、
職
場
と
住
ま
い
が
分
離
し
ま
し
た
の
で
、
手
伝
う
家
事
や

仕
事
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
子
ど
も
が

我
慢
し
て
す
る
の
は
、
学
校
の
勉
強
だ
け
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
で
は
、
我
慢
し
て
す
る
こ
と
も
人
間
的
触
れ
合
い
も
少
な

過
ぎ
ま
す
。
人
間
は
、
人
と
触
れ
合
い
、
い
や
な
こ
と
を
我
慢
し

て
体
験
し
て
み
な
い
と
、
そ
れ
を
す
る
人
の
苦
し
み
も
、
そ
の
人

の
立
場
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
そ
う
し
た
体
験
を
多
く
し
な

い
と

「
他
己
」
は
育
っ
て
こ
な
い
の
で
す
。

、
私
の
モ
デ
ル
で
は
、
そ
れ
を
体
験
す
る
の
は
、
小
学
時
代
が
い
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ち
ば
ん
よ
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
共
感
能
力
を
高
め
る
、
つ
ま
り

他
己
を
育
て
る
に
は
、
お
と
な
が
し
て
い
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け

た
く
さ
ん
体
験
し
て
み
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
も
、
我
慢
し
な

が
ら
し
て
み
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
の
お
き
て
を
知

る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
社
会
と
い
う
も
の
は
、
い
か
な
る
仕
組

み
で
動
い
て
い
く
の
か
、
自
分
が
身
を
持
っ
て
体
験
し
て
み
る
こ

と
な
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
家
庭
で
す
と
、
便
所
掃
除
を
含
め
て
掃
除
、
洗

濯
、
お
風
呂
の
管
理
、
戸
締
り
、
買
物
、
料
理
、
洗
濯
物
の
取
り

入
れ
と
折
り
畳
み
、
ア
イ
ロ
ン
か
け
、
な
ど
小
学
校
か
ら
積
極
的

に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
勉
強
が
で

き
る
こ
と
よ
り
、
ど
ん
な
躾
け
よ
り
、
大
切
な
の
で
す
。
い
ま
、

家
庭
か
ら
教
育
機
能
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
時
か
ら

お
稽
古
事
に
通
わ
せ
た
り
、
保
育
所
に
預
け
た
り
し
て
、
躾
け
の

代
理
を
し
て
貰
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
。

最
後
に
躾
け
の
時
期
で
す
が
、
も
っ
と
も
有
効
な
躾
け
が
で
き

る
の
は
、
一
歳
か
ら
２
、
３
歳
ま
で
と
小
学
校
時
代
で
す
。
２
、

３
歳
か
ら
小
学
校
入
学
ま
で
は
、
し
っ
か
り
自
分
の
し
た
い
こ
と

を
自
然
の
中
で
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
更
に
、
中
学
校

へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ま
た
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
せ
さ
て

や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
人
は
手
本
を
示
す
だ
け
な
の
で

す
。
適
切
な
躾
け
で
共
感
能
力
を
養
い
ま
し
ょ
う
。

日
本
画
家
・
千
住
博
氏

十
月
十
五
日
（
土
）
の
「
土
曜
美
の
朝
」
は
日
本
画
家
、
千
住

博
氏
（
三
十
六
歳
）
へ
の
山
根
基
世
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
し
た
。

千
住
氏
の
独
創
的
な
日
本
画
に
は
驚
き
ま
し
た
が
、
言
っ
た
言

葉
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
時
間
が
な
く
て
焦
る
。

、

生
き
て
い
ら
れ
る
長
さ
は
決
ま
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
の
絵
は
未

完
成
で
欠
点
が
見
え
て
く
る
。
時
間
が
あ
れ
ば
も
っ
と
よ
い
も
の

が
か
け
る
と
思
う
と
、
焦
っ
て
く
る

」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

。

ま
た
、
同
氏
は
い
ま
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
活
動
し
て
い
る

の
で
す
が
、
な
ぜ
日
本
で
は
な
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
の
か
と
い
う

山
根
ア
ナ
の
問
い
に
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
よ
い
も
の
は
よ
い
、

悪
い
も
の
は
悪
い
と
、
反
応
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
、
自
分
が
そ

れ
に
早
く
対
応
が
で
き
る
か
ら
。
日
本
だ
と
、
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
、
と
言
っ
て
い
い
か
げ
ん
に
し
か
言
わ
な
い
か
ら

」
と
答
え

。

て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
を

実
現
し
て
行
こ
う
と
す
る
素
晴
ら
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま
し

た
。
ま
す
ま
す
精
進
を
し
て
、
自
己
の
芸
術
と
自
己
自
身
と
を
完

成
さ
れ
る
よ
う
、
祈
り
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
三
一
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
一
七
）
人
が
も
し
も
悪
い
こ
と
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

を
繰
り
返
す
な
。
悪
事
を
心
が
け
る
な
。
悪
が
つ
み
重
な
る

の
は
苦
し
み
で
あ
る
。

（
一
一
八
）
人
が
も
し
も
善
い
こ
と
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

を
繰
り
返
せ
。
善
い
こ
と
を
心
が
け
よ
。
善
い
こ
と
が
つ
み

重
な
る
の
は
楽
し
み
で
あ
る
。

こ
の
偈
を
読
ん
で
、
分
か
ら
な
い
よ
う
な
難
し
い
言
葉
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
内
容
も
、
決
ま
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
も
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で

す
。
以
前
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
の
教
え
を
一
口
で
表

す
も
の
に
、
七
仏
通
戒
偈
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
悪

を
な
さ
ず
、
善
を
な
し
、
心
を
清
め
よ
、
そ
れ
が
諸
仏
の
教
え
で

あ
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
解
説
す
る
偈
は
、
悪
を
な

さ
ず
、
善
を
な
せ
、
と
い
う
通
戒
偈
の
教
え
を
も
う
少
し
具
体
化

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
悪
事
を
繰
り
返
す
な
と
い
う

（
一
一
七
）
の
偈
で
す

、

が
、
こ
の
場
合
、
大
切
な
こ
と
は
、
自
分
が
悪
を
な
し
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
は
、
常
に
自
分
を
客
観
的
に
見
て
、
反
省
し
て
み
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
多
く
の
人
は
自
分
の
な
し
て
い
る

悪
に
気
付
け
ま
せ
ん
。
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
積
も
り
で
悪
い
こ

と
を
し
て
い
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、
悪
い
こ
と
を
し
た
と
気
付
い
て
も
、
多
く
の
人
は
自
分

へ
の
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
自
分
の
心
が
痛
ま
な

い
よ
う
に
合
理
化
し
ま
す
。
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
自
分

で
理
屈
づ
け
を
し
て
、
自
分
で
納
得
す
る
わ
け
で
す
。

あ
る
い
は
、
一
つ
の
悪
を
犯
し
ま
す
と
、
た
と
え
そ
れ
が
過
失

で
悪
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
場
合
で
も
、
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
か
、
謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
世
間
体
が

、

。

悪
い
と
か

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
ま
す

そ
し
て
、
今
度
は
も
っ
と
大
き
い
悪
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
一
度
嘘
を
つ
き
ま
す
と
、
そ
の
嘘
を
守
る
た
め
に
、
ま

た
嘘
の
上
塗
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う

な
り
ま
す
と
、
悪
の
深
み
へ
と
ま
す
ま
す
は
ま
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
こ
の
偈
に
言
い
ま
す
よ
う
に
、
積
極
的
に
「
悪
事

を
心
が
け
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
の
偈
を
少
し
く
だ
い
て
言
い
ま
す
と

「
一
つ
の
過
失
や
悪

、

、

、

、

事
に
気
付
い
た
ら

そ
れ
を
即
座
に
反
省
し
て

そ
の
悪
を
償
い

二
つ
以
上
の
、
そ
れ
を
つ
く
ろ
う
よ
う
な
過
失
や
悪
事
を
重
ね
る
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な
」
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
悪
事
を
重
ね
て
い
ま
す
と
、
必
ず
ど

こ
か
で
付
け
が
回
っ
て
き
ま
す
。
必
ず
、
苦
し
み
が
巡
っ
て
き
ま

す
。次

の
（
一
一
八
）
の
偈
は
、
善
い
こ
と
を
繰
り
返
せ
、
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
前
の
偈

と
対
を
な
し
て
い
ま
す
。

既
に
、
十
善
戒
に
つ
い
て
は
何
度
か
述
べ
た
と
思
い
ま
す
が
、

復
習
し
て
お
き
ま
す
と
、
①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、

④
不
妄
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両
舌
、
⑧
不
慳
貪
、

⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
、
の
十
個
で
す
。

、

。

（

）
、

ま
た

六
波
羅
蜜
は
次
の
六
項
目
で
し
た

①
布
施

壇
那

②
持
戒
、
③
忍
辱
、
④
精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
。

こ
の
②
持
戒
の
な
か
に
、
右
の
十
善
戒
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
東
南
ア
ジ
ア
に
広
ま
っ
て
い
る
小
乗
仏
教
で
は
、
今
も
僧
侶

は
何
百
と
い
う
戒
律
を
守
っ
て
い
ま
す
（
比
丘
二
五
〇
戒
、
比
丘

尼
三
五
〇
戒

。）

六
波
羅
蜜
の
①
布
施
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
、
和
顔
施
（
わ
げ

ん
せ
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
布
施
は
、
相
手
か
ら
何
の
見
返

り
も
期
待
し
な
い
で
、
行
う
施
し
で
す
が
、
こ
の
和
顔
施
は
、
こ

ち
ら
に
何
も
な
く
て
も
出
来
る
施
し
で
す
。

で
も
、
い
つ
、
誰
に
、
ど
こ
で
会
っ
て
も
、
常
に
笑
顔
を
欠
か

さ
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
出
来
に
く
い
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
も
、
こ
の
一
つ
の
善
い
こ
と
だ
け
で
も
、
徹
底
し
て
行

っ
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。
き
っ
と
、
出
来
な
い
こ
と
に
気
付

か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
な
ぜ
で
き
な
い
の
か
を
反
省

し
、
な
ん
と
か
出
来
る
よ
う
に
精
進
・
努
力
を
重
ね
て
い
け
ば
、

そ
れ
は
既
に
、
仏
の
道
（
自
分
の
安
心
立
命
）
に
通
じ
る
道
を
歩

ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

（
一
一
九
）
ま
だ
悪
の
報
い
が
熟
し
な
い
あ
い
だ
は
、
悪
人

で
も
幸
運
に
遇
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
悪
の
報
い
が
熟
し

た
と
き
に
は
、
悪
人
は
わ
ざ
わ
い
に
遇
う
。

（
一
二
〇
）
ま
だ
善
の
報
い
が
熟
し
な
い
あ
い
だ
は
、
善
人

で
も
わ
ざ
わ
い
に
遇
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
善
の
果
報
が

熟
し
た
と
き
に
は
、
善
人
は
幸
福
（
さ
い
わ
い
）
に
遇
う
。

、

。

こ
の
偈
は

い
わ
ゆ
る
因
果
応
報
の
教
え
を
述
べ
る
も
の
で
す

（
一
一
九
）
は
悪
因
悪
果

（
一
二
〇
）
善
因
善
果
を
教
え
て
い

、

ま
す
。

日
本
に
は

「
情
け
は
人
の
為
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が

、

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
に
情
け
を
施
し
て
善
い
行
い
を
し
て
お

け
ば
、
そ
の
時
す
ぐ
に
は
か
え
っ
て
こ
な
く
て
も
、
い
つ
か
社
会

、

、

の
中
を
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て

自
分
に
も
善
い
報
い
が
あ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
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英
語
で
も

「
善
い
行
い
は
、
決
し
て
失
わ
れ
る
事
が
な
い
」

、

と
か
「
善
い
こ
と
を
し
な
さ
い
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
た
め
に
す

る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
因
果
応
報
を
言
っ
た
も
の
で
す
。

現
代
で
は
、
人
と
人
の
関
係
が
、
損
得
（
利
害
）
関
係
や
好
き

嫌
い
（
好
悪
）
関
係
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
に

「
善
」
を
施
す
こ
と
す
ら
が
、
そ
う
し
た
も
の
に
還
元
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
因
果
応
報
と
い
っ
た
考
え
方

も
、
い
ま
で
は
死
語
に
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

経
済
や
政
治
が
、
基
本
的
に
は
利
害
関
係
で
動
い
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
す
が
、
今
や
、
大
学
で
さ
え
も
、
自
分
の
損
得

や
好
悪
が
、
善
悪
や
真
偽
に
優
先
さ
れ
て
、
多
く
の
人
が
政
治
的

に
動
い
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
や
政
治
で
、
社

会
全
体
が
動
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

、

、

と
こ
ろ
で

政
治
の
基
本
的
原
理
は
民
主
主
義
に
あ
り
ま
す
が

そ
の
民
主
主
義
で
は
、
個
人
個
人
の
エ
ゴ
が
尊
重
さ
れ
ま
す
。
そ

う
し
た
エ
ゴ
の
集
約
さ
れ
た
も
の
が
、
実
は

「
善
」
に
な
っ
て

、

し
ま
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
原
子
爆
弾
を
落
と
し
た
の
は
、

戦
争
を
早
く
集
結
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
書
い
た
記
念
切
手

、

、

が
先
日
ア
メ
リ
カ
で
発
行
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が

こ
れ
は

ア
メ
リ
カ
人
の
エ
ゴ
の
総
意
と
し
て
日
本
へ
原
子
爆
弾
が
投
下
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
の
「
善
」
と
し
て
正
当

化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
人
の
生
命
も
日
本
人
の
生
命
も
、
生
命
と
し
て
は
等

し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
釈
尊
の
言
わ
れ
た
「
不
殺

生
戒
」
は
、
人
間
が
力
や
多
数
決
で
決
め
う
る
相
対
的
原
理
と
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
力
の
あ
る
者
や
多
く
の
人
が
、
善

い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
善
い
こ
と
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

右
で
み
ま
し
た
よ
う
に
、
今
や
、
何
が
真
偽
で
何
が
善
悪
で
あ

る
か
を
追
求
し
て
い
く
学
問
の
世
界
す
ら
が
、
利
害
関
係
や
相
対

的
多
数
決
原
理
の
支
配
に
屈
し
て
い
ま
す
。
ま
し
て
、
一
般
の
世

間
で
は
、
自
分
の
損
得
を
無
視
し
て
他
者
に
対
し
て
「
善
い
こ
と

を
為
す
」
こ
と
な
ど
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
縁
遠
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

人
々
の
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
は
鈍
麻
し
、
釈
尊
や
老

子
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
キ
リ
ス
ト
の
言
わ
れ
た
「
善
い
こ
と
」
は
無

視
さ
れ
、
利
害
や
好
悪
の
中
心
を
な
す
、
自
己
の
欲
望
（
食
・
性

・
優
越
）
や
快
・
不
快
が
最
優
先
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
偈
を
、
し
っ
か
り
と
何
度
も
読
み
な
お
し
て
、
善
行
を
積

み
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
作
る
よ
う
、
精
進

・
努
力
し
て
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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後
記

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

頂
き
ま
し
た
方
々
に
、
紙
面
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ど

な
た
さ
ま
に
も
、
ご
無
礼
を
し
て
お
り
ま
す
。
お
許
し
下
さ
い
。

二
、
昨
年
の
十
二
月
号
後
記
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
新
た
に
暮

れ
に
本
を
出
版
し
て
頂
き
ま
し
た
。
風
間
書
房
か
ら
「
人
間
精
神

学
序
説

自
他
統
合
の
哲
学
的
心
理
学
の
構
築
と
そ
の
応
用

」

―

―

と
い
う
書
名
で
出
し
て
頂
き
ま
し
た
。
頁
数
は
二
百
三
十
頁
余
り

な
の
で
す
が
、
値
段
が
高
く
て
、
一
万
三
千
三
百
九
十
円
で
す
。

一
般
書
店
で
も
注
文
す
れ
ば
ど
こ
で
で
も
入
手
で
き
ま
す
が
、
読

者
の
方
で
読
ん
で
見
た
い
と
お
思
い
の
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
奥

付
の
「
ひ
び
き
の
さ
と
」
に
郵
便
振
替
で
一
万
円
お
振
り
込
み
下

さ
い
。
こ
ら
ち
か
ら
直
接
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

三
、
内
容
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論
文
六
編
と
新
た

に
書
い
た
二
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で

に
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
で
も
紹
介
し
ま
し
た
「
人
間
精
神
の

心
理
学
モ
デ
ル
」
を
中
心
と
す
る
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
の

教
育
（
響
育
）
学
や
精
神
医
学
や
心
理
学
へ
の
応
用
で
す
。

四
、
暮
れ
の
十
二
月
十
七
日
（
土
）
に
徳
島
県
の
池
田
町
公
民
館

で
実
施
さ
れ
た
「
池
田
幼
・
小
・
中
合
同
人
権
集
会
」
で
「
障
害

児
・
者
の
差
別
と
人
権
」
と
題
し
て
講
演
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

多
く
の
方
々
が
熱
心
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

五
、
古
本
屋
さ
ん
め
ぐ
り
の
こ
と
は
以
前
書
き
ま
し
た
が
、
十
二

月
に
、
鳴
門
教
育
大
学
に
留
学
し
て
い
る
現
職
の
先
生
方
三
人
と

共
に
、
車
で
瀬
戸
大
橋
を
渡
っ
て
、
岡
山
の
万
歩
書
店
に
行
き
ま

し
た
。
か
な
り
沢
山
の
古
本
を
買
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
本

店
の
他
に
、
三
つ
の
支
店
が
出
来
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
一
月

の
は
じ
め
に
、
そ
の
中
の
二
店
に
行
き
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
古
本

屋
さ
ん
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
大
き
い
店

で
、
教
育
学
、
心
理
学
、
哲
学
、
宗
教
学
の
本
も
多
く
置
い
て
あ

り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
よ
う
な
学
問
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
と
て

も
あ
り
が
た
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

月
刊

平
成
七
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
六
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

六
十
一
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

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

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０


