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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
六
巻

七
月
号

物
を
粗
末
に
す
る
と

物
を

粗
末
に
す
る
こ
と
は

生
命
を

粗
末
に
す
る
こ
と

生
命
を

粗
末
に
す
る
こ
と
は

人
を

粗
末
に
す
る
こ
と

な
ぜ
二
つ
の
感
謝
か

さ
せ
て
い
た
だ
い
て

あ
り
が
た
い
の
は

そ
れ
が

私
の
生
き
甲
斐
に
な
る
か
ら

し
て
い
た
だ
い
て

あ
り
が
た
い
の
は

そ
れ
が

私
の
助
け
に
な
る
か
ら
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
十
九
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
十
八
）

今
月
号
は
、
先
月
号
が
第
七
十
三
章
で
し
た
の
で
、
前
後
し
ま

す
が
、
第
七
十
一
章
を
取
り
上
げ
ま
す
。

（
第
七
十
一
章
）
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ

と
が
、
最
上
で
す
。
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
う
の

は
、
精
神
と
し
て
は
十
全
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
十

全
で
は
な
い
こ
と
を
十
全
で
な
い
と
自
覚
で
き
て
い
れ
ば
、

十
全
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

聖
人
に
は
、
精
神
が
十
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
前
述
の
よ
う
に
、
十
全
で
な
い
こ
と
は
十
全
で
な
い

と
自
覚
し
て
い
る
か
ら
、
十
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い

の
で
す
。

こ
の
章
も
、
深
い
真
理
を
含
み
、
と
て
も
難
し
い
よ
う
で
す
。

私
の
読
ん
だ
本
で
、
正
し
く
解
釈
で
き
て
い
る
本
は
一
つ
も
あ
り

ま
せ
ん
。
み
ん
な
間
違
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
本
が
ど
う
間
違
っ
て

い
る
か
は
、
論
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
省
略
し
、
以
下
、
私
が

感
じ
、
考
え
る
解
釈
を
述
べ
て
行
き
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
章
を
理
解
す
る
の
に
、
キ
イ
ワ
ー
ド
と
な
る
こ
と

ば
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
知
る
」
で
、
も
う
一
つ
は
「
十

全
で
な
い
」
で
す
。
も
と
も
と
の
老
子
の
原
語
は
、
前
者
は
そ
の

ま
ま
「
知
」
で
す
が
、
後
者
は
「
病
」
で
す
。
こ
の
病
は
と
て
も

訳
し
に
く
い
こ
と
ば
で
、
日
本
語
の
よ
う
に
単
に
病
気
と
か
病
ん

で
い
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
、

大
修
館
書
店
の
『
広
漢
和
辞
典
』
で
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
多
く

の
訳
語
の
中
に
も
ぴ
っ
た
り
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
私
な
り
に
「
十
全
で
な
い
」
と
訳
し
て
み
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
ば
が
ど
ん
な
意
味
な
の
か
、
順
次
、
本
文
と
共
に
解

説
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
出
だ
し
の
「
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と

、

。
」

、

、

が

最
上
で
す

と
い
う
部
分
で
す
が

こ
れ
を
読
ん
で
私
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
無
知
の
知
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
内
容
は
全

く
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
の
読
ん
だ
全
て
の
解
説
書
が
、
こ
の
知
を
「
も
の
知
り
」
と

か
「
知
識
」
の
知
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
こ
の

文
章
は
「
知
っ
て
い
る
け
ど
、
謙
遜
し
て
、
知
ら
な
い
と
思
っ
た

り
、
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て
処
世
的
で

「
俗
」
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
も
っ
と
「
聖
」
な
こ
と
を
言
っ
て
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い
る
の
で
す
。

私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
、
こ
の
知
は
「
認
知
－
言
語
（
あ
た

）
」

、

。

ま

の
働
き
と
し
て
の
知
識

知
能
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

そ
れ
は
、
私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と
、
無
意
識
に
つ
い
て
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
無
意
識
に
宿
し
た
神
や
仏
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
無
意
識
の
神
・
仏
（
如
来
蔵
識
）
を
、
普
通
の
意
味
で

い
う
意
識
と
し
て
、
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
意
識
し
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
意
識
の
領
域
の
こ
と
だ
け
な
の
で
す
。
無

意
識
は
、
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
つ

い
で
で
す
が
、
意
識
の
超
え
方
に
は
、
仏
教
で
は
、
坐
禅
（
曹
洞

禅
）
の
よ
う
に
こ
こ
ろ
を
空
に
し
て
ひ
た
す
ら
坐
る
よ
う
な
方
法

も
あ
り
ま
す
し
、
真
言
密
教
の
よ
う
に
身
口
意
（
し
ん
く
い
＝
か

ら
だ
、
あ
た
ま
、
こ
こ
ろ
）
を
統
一
し
て
、
仏
と
我
が
「
入
我
我

入
」
し
、
即
身
成
仏
に
至
る
よ
う
な
方
法
も
あ
り
ま
す
。

と
も
か
く
意
識
を
超
え
た
無
意
識
を
知
る
こ
と
は
、
普
通
の
人

で
は
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

「
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
」

。

人
の
み
が
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
無
意
識
の
体
験
の
な
い
人
に
「
無
知
の

知
」
を
言
っ
て
み
て
も
理
解
で
き
る
人
は
殆
ど
い
な
い
の
で
す
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
で
言
い
ま
す
と
、
優
秀
な
弟
子
で
あ
っ
た
プ
ラ
ト
ン

で
さ
え
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
し
、
ま
た
老
子
で
言
い
ま
す
と
、

こ
れ
ま
で
の
学
者
で
老
子
を
正
し
く
理
解
し
た
人
に
、
私
は
出
会

っ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
の
「
無
知
の
知
」
を
仏
教
の
こ
と
ば
で
言
い
ま
す
と

「
無

、

明
の
知

、
つ
ま
り
無
明
に
い
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
な

」

る
と
思
い
ま
す
。
私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と
、
無
意
識
の
生
命

蔵
識
と
如
来
蔵
識
と
が
統
合
で
き
て
い
な
い
と
き
、
無
明
に
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
無
明
に
い
る
と
き
意
識
の
世
界
は
「
虚
妄
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る

こ
と
は
、
真
の
知
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
相
対

の
世
界
の
こ
と
で
す
か
ら
、
相
対
な
知
な
の
で
す
。
い
つ
で
も
変

わ
る
可
能
性
の
あ
る
知
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
知
識
を

い
く
ら
増
や
し
て
も
、
真
の
知
に
至
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
知

識
を
得
れ
ば
得
る
ほ
ど
、
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
執
ら
わ
れ

（
執
着
）
を
増
や
し
て
ま
す
ま
す
傲
慢
に
な
り
、
無
明
に
い
る
こ

と
に
気
付
け
な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
無
明
の
闇
を
ど
こ
ま
で
も
さ

ま
よ
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

普
通
、
難
関
の
大
学
や
学
部
に
進
学
し
、
高
等
教
育
を
受
け
、

自
ら
読
書
し
、
高
い
学
問
（
科
学
）
や
文
学
・
芸
術
な
ど
の
豊
か

な
教
養
を
身
に
付
け
れ
ば
、
精
神
的
に
高
尚
に
な
っ
て
行
く
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
真
の
知
か
ら
は
か
え
っ
て
遠
ざ

か
っ
て
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
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そ
れ
が
、
第
二
の
キ
イ
ワ
ー
ド
の
精
神
が
「
十
全
で
な
い
」
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
知

ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
精
神
と
し
て
十
全
で
は

な
い
の
で
す

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

。

普
通
は
精
神
的
に
高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
実

は
、
真
の
知
を
も
た
ら
す
無
意
識
の
統
合
と
い
う
点
か
ら
見
ま
す

、

。

と

ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
い
る
と
は
皮
肉
な
こ
と
で
す

し
か
し
、
こ
の
皮
肉
な
真
実
に
気
付
け
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
。
こ
の
解
説
を
読
ん
で
、
た
と
え
理
屈
と
し
て
「
あ
た
ま
」

で
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
、
こ

こ
ろ
の
底
か
ら
そ
う
し
た
知
識
が
単
に
人
間
性
（
人
間
と
し
て
の

真
の
完
成
）
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
思
え
る
人

は
め
っ
た
に
い
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
、
そ
う
聞
い
た
か
ら
、
で

は
、
無
意
識
を
開
発
し
て
真
の
知
に
達
し
よ
う
と
す
る
人
に
至
っ

て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
を
本
文
で
述
べ
た
の
が
、
次
の
「
し
か
し
、
十
全
で

な
い
こ
と
を
十
全
で
な
い
と
自
覚
で
き
て
い
れ
ば
、
十
全
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
す

」
と
い
う
部
分
で
す
。

。

は
じ
め
か
ら
、
自
分
が
勉
強
す
る
ほ
ど
（
自
分
が
お
金
持
ち
に

、

、

、

な
る
ほ
ど

自
分
が
偉
く
な
る
ほ
ど

自
分
が
有
名
に
な
る
ほ
ど

自
分
の
地
位
が
上
が
る
ほ
ど
）
自
分
が
非
人
間
的
に
な
っ
て
行
っ

、

、

て
い
る
と
思
え
る
人
は
滅
多
に
い
ま
せ
ん
の
で

大
切
な
こ
と
は

老
子
の
こ
の
解
説
を
読
み
、
老
子
や
私
を
信
じ
て
、
ひ
た
す
ら
修

行
し
て
頂
く
こ
と
で
す
。
毎
日
毎
日
、
ひ
た
す
ら
修
行
し
て
行
く

こ
と
な
の
で
す
。

そ
う
し
て
い
る
と
き
、
限
り
な
く
十
全
な
精
神
に
近
づ
い
て
い

る
の
で
す
。
既
に
、
十
全
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。

本
文
の
最
後
の
「
聖
人
に
は
、
精
神
が
十
全
で
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
前
述
の
よ
う
に
、
十
全
で
な
い
こ
と
は
十
全

で
な
い
と
自
覚
し
て
い
ま
す
の
で
、
十
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
が

な
い
の
で
す

」
と
い
う
部
分
で
す
が
、
少
し
だ
け
敷
衍
（
ふ
え

。

ん
）
し
て
お
き
ま
す
。

既
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
世
は
相
対
の
世
界
で
す
。
縁
起
の

世
界
で
す
。
諸
行
無
常
の
世
界
で
す
。
限
り
な
く
移
り
行
く
世
界

で
す
。
唯
識
と
い
う
仏
教
の
思
想
で
い
い
ま
す
と

「
虚
妄
（
こ

、

）
」

。

、

、

も
う

の
世
界
な
の
で
す

ま
た

心
理
学
的
に
言
い
ま
す
と

「
流
れ
行
く
意
識
」
の
世
界
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
、
う
つ
ろ
い
行
く
世
界
に
精
神
的
に
定
位
し
て
い
ま

す
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
真
の
安
心
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
自
分

の
心
も
う
つ
ろ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
不
安
定
に
な
っ
て
行
か

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
ま
す
と
、
多
か
れ
少

な
か
れ
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
に
自
己
を
絶
対
化
し
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
非
人
間
的

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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自
作
随
筆
選

幼
児
虐
待

（
平
成
七
年
二
月
十
九
日
作
）

ア
メ
リ
カ
へ
旅
行
し
て
い
て
、
幼
児
虐
待
で
逮
捕
さ
れ
た
日
本

人
夫
婦
の
こ
と
が
、
数
日
前
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
買
い
物
の
た
め
に
赤
ん
坊
（
生
後
十
ヵ
月
（
？
）
の

子
）
を
車
の
中
に
少
な
く
と
も
四
十
分
間
残
し
て
い
た
た
め
に
逮

捕
さ
れ
、
罰
金
と
三
年
間
の
保
護
観
察
処
分
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
で
す
。
判
決
後
、
記
者
会
見
で
父
親
が

「
子
ど
も
は
親
が
責

、

任
を
も
っ
て
育
て
る
の
で
、
国
家
が
介
入
す
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、
私
は
驚
き
ま
し
た
。
こ
の
夫
婦
が

ど
ん
な
目
的
で
赤
ん
坊
を
連
れ
て
ま
で
ア
メ
リ
カ
旅
行
に
出
掛
け

、

、

、

て
行
っ
た
の
か

つ
ま
り
単
な
る
観
光
な
の
か

何
か
仕
事
と
か

付
き
合
い
の
よ
う
な
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
情
に
よ
る
も
の
な
の

か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
す
ら
が
先
ず
、
私
に
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
何
に
し
て
も
、

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
何
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を
多
く
含
ん
で

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
幼
児
虐
待
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
知

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
「
幼
児
虐
待
防

止
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
い
て
、
虐
待
す
れ
ば
そ
の
法

律
で
逮
捕
さ
れ
る
の
だ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
に
は
、
そ

の
こ
と
が
ま
ず
、
と
て
も
異
常
に
思
え
る
の
で
す
。

確
か
に
、
記
者
会
見
で
父
親
が
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
子

。

、

育
て
は
親
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
の
が
当
然
な
の
で
す

な
の
に

そ
れ
を
法
律
で
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
ア
メ
リ
カ

社
会
の
病
理
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

で
も
、
こ
の
父
親
の
よ
う
に
、
自
分
が
幼
い
子
を
ア
メ
リ
カ
ま

で
連
れ
て
い
き
、
そ
の
あ
げ
く
車
に
放
置
し
て
お
き
な
が
ら
、
子

育
て
は
親
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
、
国
が
介
入
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
う
そ
ぶ
く
の
も
、
と
て
も
自
己
に
閉
じ
て
い
て
、

自
分
の
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

こ
の
と
こ
ろ
日
本
で
も
、
車
に
幼
児
を
閉
じ
込
め
て
買
い
物
を

し
、
帰
っ
て
み
た
ら
死
ん
で
い
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
と
き
ど
き

報
道
さ
れ
ま
す
。
私
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
親
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
親

が
責
任
を
も
つ
と
は
、
こ
の
人
も
ア
メ
リ
カ
人
と
同
じ
穴
の
ム
ジ

ナ
と
言
え
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
こ
ん
な
社
会
病
理
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

理
由
を
考
え
る
前
に
、
社
会
病
理
の
実
態
に
つ
い
て
少
し
み
て
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み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
病
理
の
実
態
を

示
す
も
の
と
し
て
、
い
ま
刑
務
所
が
パ
ン
ク
状
態
で
、
収
容
能
力

の
一
五
〇
％
に
も
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

船
を
急
き
ょ
刑
務
所
に
改
造
し
て
対
応
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
特
に
急
増
し
て
い
る
受
刑
者
は
、
麻
薬
関
係
の
犯
罪
者
だ
と

言
い
ま
す
。
こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
ま
じ
め
に
麻
薬
の

自
由
化
さ
え
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
麻
薬
の
よ

う
な
薬
物
依
存
と
似
た
も
の
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
増
加
が

あ
り
ま
す
。
特
に
、
高
校
生
や
大
学
生
の
よ
う
な
若
年
の
依
存
症

患
者
が
急
増
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
で
も
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
成

人
な
ら
犯
罪
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
麻
薬
を
ア
ル
コ
ー

ル
と
同
様
、
自
由
化
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
も
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
必
ず
し
も
依
存
症
に
は

な
り
ま
せ
ん
が
、
麻
薬
は
必
ず
依
存
症
に
な
り
、
身
も
心
も
む
し

ば
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
他
に
も
、
社
会
病
理
を
示
す
も
の
と
し
て
、
エ
イ
ズ
の
流

行
、
同
性
愛
者
の
増
加
、
離
婚
の
常
態
化
、
大
衆
の
ピ
ス
ト
ル
所

持
、
殺
人
や
強
姦
な
ど
凶
悪
犯
罪
の
増
加
、
等
々
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ま
ま
行
き
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
こ
う
し
た
病
理
の

た
め
に
崩
壊
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た

こ
れ
は
、
何
も
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
な
く
、
少
し
遅
れ
て
日
本
も

そ
の
後
を
追
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
原
因
で
す
が
、
私
は
、
そ
れ
は
現
代
社
会
の
行
き

過
ぎ
た
個
人
主
義
、
自
由
主
義
、
合
理
主
義
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
主
義
が
は
び
こ
る
社
会
で

は
、
社
会
（
他
者
）
よ
り
も
一
人
ひ
と
り
の
個
人
が
尊
重
さ
れ
ま

す
し
、
無
意
識
に
潜
む
「
聖
な
る
も
の
」
よ
り
も
意
識
の
な
か
の

「
あ
た
ま
」
や
「
か
ら
だ
」
が
尊
重
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
傾
向
を
も
つ
人
々
の
精
神
的
風
土
は
、
必
然
的
に
聖
な
る
も

の
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
意
識
の
中
の
「
こ
こ
ろ
」
そ
れ
も

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
の
生
育
を
阻
む
結
果
を
も
た
ら
す

の
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
自
分
の
欲
望
の
追
求

が
人
生
の
最
大
の
幸
せ
、
最
大
の
目
標
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

自
分
の
、
あ
る
い
は
自
分
の
仲
間
（
家
族
、
友
人
、
会
社
、
国
、

民
族
な
ど
）
の
、
衣
食
住
な
ど
の
経
済
的
欲
求
の
追
求
、
他
者
よ

り
優
れ
た
い
、
他
者
を
支
配
し
た
い
と
い
う
優
越
欲
求
の
満
足
、

性
的
行
為
に
お
い
て
は
人
間
的
つ
な
が
り
よ
り
も
性
的
欲
望
の
無

制
限
な
追
求
、
な
ど
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
傾
向
が
強
ま
る
ほ
ど
、
人
間
は
他
者
が
信

じ
ら
れ
な
く
な
り
、
自
己
に
閉
じ
、
ピ
ス
ト
ル
で
武
装
し
、
精
神

的
健
康
を
失
っ
て
、
自
分
の
子
さ
え
虐
待
し
、
薬
物
や
ア
ル
コ
ー

ル
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

世
界
中
の
人
が
他
己
を
取
り
戻
す
よ
う
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

子

育

て

は

精

神

全

て

い
ま

母
に
と
っ
て

子
育
て
は

楽
し
み
で
は
な
く

自
己
に
負
担
を
し
い
る

義
務
に

変
わ
っ
て
い
る

子
ど
も
は

う
る
さ
い
も
の

自
由
に
な
ら
な
い
も
の

し
か
し

ペ
ッ
ト
の
よ
う
に

自
分
の
都
合
で

可
愛
が
る
も
の

い
ま

赤
ん
坊
が

笑
わ
な
く
な
っ
て
い
る

そ
れ
は

家
庭
内
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム

母
性
行
動
欠
如

の
あ
ら
わ
れ

い
ま

母
親
向
け
雑
誌
が

よ
く
売
れ
て
い
る

そ
れ
は

子
育
て
文
化

伝
承
欠
如
の

あ
ら
わ
れ

で
も

子
育
て
は

精
神
全
て
に
よ
る

人
間
的
係
わ
り

そ
れ
は

自
分
を
犠
牲
に
し
た

他
者
へ
の

サ
ー
ビ
ス
精
神

そ
の
も
の

人
の
心
を

感
じ
る
こ
こ
ろ

そ
の
も
の

雑
誌
を
読
ん
で

あ
た
ま
で

伝
わ
る
も
の
で
は
な
い

問

わ

ず

も

の

語

り

き
い
て
も
い
な
い
の
に

一
人
で

ぺ
ら
ぺ
ら
し
ゃ
べ
る
人

頼
ん
で
も
い
な
い
の
に

勝
手
に
人
の
話
に

く
ち
ば
し
を
差
し
は
さ
む
人

そ
ん
な
人
を

問
わ
ず
も
の
語
り
と
い
う
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マ

ス

コ

ミ

の

社

会

正

義

社
会
正
義
を

売
り
物
に
す
る
は
ず
の

マ
ス
コ
ミ
が

社
会
正
義
を

踏
み
に
じ
る
者
に

弁
明
の
機
会
を

何
度
も

何
度
も

与
え
て
い
る

そ
こ
に
あ
る
の
は

好
奇
心
だ
け

視
聴
率
だ
け

儲
け
だ
け

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
も

司
会
者
に
も

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
も

キ
ャ
ス
タ
ー
に
も

人

が

怖

い

も

の

人
が

失
う
の
を

怖
が
る
も
の
は

世
間

と生
命

で
も

そ
れ
を
克
服
し
な
い
と

本
当
の
幸
せ
は

こ
な
い

露

の

玉

雨
上
が
り

や
つ
で
に
光
る

露
の
玉

自

ら

に

は

た

ら

く

力

自
ら
の

力
を
超
え
て

自
ら
に

は
た
ら
く
力

知
る
と
き
に

敬
う
こ
こ
ろ

起
こ
り
く
る

信
じ
る
こ
こ
ろ

起
こ
り
く
る

宗
教
心
が

わ
き
い
出
て
く
る

辛
と
幸

苦
し
く
も

「
辛
」
ぼ
う
す
れ
ば

心
棒
が

一
本
増
え
て

「
幸
」
せ
と
な
る

執

ら

わ

れ

あ

る

ほ

ど

真
実
が

何
に
あ
る
の
か

わ
か
ら
な
い

自
ら
に

執
ら
わ
れ
あ
る
ほ
ど

わ
か
ら
な
い
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
三
七
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
三
七
）
～
（
一
四
〇
）
手
む
か
う
こ
と
な
く
罪
咎
の
無

い
人
々
に
害
を
加
え
る
な
ら
ば
、
次
に
挙
げ
る
十
種
の
場
合

の
う
ち
の
ど
れ
か
に
速
や
か
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
、

①
激
し
い
痛
み
、
②
老
衰
、
③
身
体
の
障
害
、
④
重
い

―
―

病
い
、
⑤
乱
心
、
⑥
国
王
か
ら
の
災
い
、
⑦
恐
ろ
し
い
告
げ

口
、
⑧
親
族
の
滅
亡
と
、
⑨
財
産
の
損
失
と
、
⑩
そ
の
家
を

火
が
焼
く
。
こ
の
愚
か
な
者
は
、
身
や
ぶ
れ
て
の
ち
に
、
地

獄
に
生
ま
れ
る
。

解
説
は
ほ
と
ん
ど
要
ら
な
い
ほ
ど
、
明
確
で
す
。
無
抵
抗
で
罪

咎
の
な
い
人
に
害
を
加
え
る
こ
と
を
強
く
戒
め
て
い
る
の
で
す
。

最
近
、
毎
日
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
の
ト
ッ
プ
を
か
ざ
る
、
オ
ウ

ム
真
理
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
殺
人
行
為
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
偈
を
地

で
行
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
る
無
差
別
な
殺
人
も
、
こ
こ
で

い
う
手
む
か
い
も
し
な
い
し
、
罪
咎
も
な
い
老
人
や
子
ど
も
ま
で

も
に
害
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
誘
拐
の
よ
う
に
、
自
分
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
罪

咎
が
な
く
、
何
ら
関
係
の
無
い
人
を
人
質
に
と
る
行
為
も
こ
の
偈

に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
暴
力
を
使
わ
な
く
て
も
、
権
力
を
も
つ
人
が
自
分
を
守

る
た
め
に
、
こ
と
ば
や
行
為
（
約
束
を
ほ
ご
に
し
た
り
、
中
傷
し

て
ま
わ
る
な
ど
）
で
自
分
が
権
力
を
行
使
で
き
る
人
を
傷
つ
け
る

の
も
、
こ
の
偈
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
行
い
は
、
人
を
ど
れ
ほ
ど
苦
し
め
、
人
の
心
を
ど
れ

ほ
ど
荒
廃
さ
せ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
人
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き

な
く
さ
せ
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

人
間
は
人
間
を
信
じ
る
こ
と
で
、
社
会
生
活
を
成
り
立
た
せ
て

い
ま
す
。
お
互
い
が
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
行
く
と
き
、

そ
の
社
会
は
崩
壊
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で
す
。
家
族
で
も
、
会
社

で
も
、
学
校
で
も
、
宗
教
団
体
で
も
、
民
族
で
も
、
国
家
で
も
、

す
べ
て
同
じ
で
す
。

い
ま
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
で
あ
ら
ゆ
る
権
威
が
失

わ
れ
、
人
々
が
お
互
い
に
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
信
じ

る
の
は
、
人
で
は
な
く
財
産
や
科
学
・
技
術
や
権
力
だ
け
に
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
を
絶
対
化
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
自
分
の
属
す
る
集
団
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
も

。

、

、

、

、

あ
り
ま
す

つ
ま
り

自
分
の
家
族

自
分
の
国

自
分
の
民
族

自
分
の
宗
教
を
絶
対
化
す
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
分

の
精
神
生
活
を
維
持
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
偈
に
言
い
ま
す
「
手
む
か
う
こ
と
な
く
罪
咎
の
無
い
人
々
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に
害
を
加
え
る
」
可
能
性
は
、
自
己
を
絶
対
化
す
る
ほ
ど
高
ま
り

ま
す
。
現
代
は
、
残
念
な
が
ら
世
界
中
が
そ
の
方
向
に
進
ん
で
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
不
幸
に
な
っ
て
行
く
道
で
あ
り
、
人

類
が
滅
亡
へ
と
進
む
道
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
偈
を
肝
に
銘
じ

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
四
一
）
裸
か
の
行
も
、
髷
（
ま
げ
）
を
結
う
の
も
、
身

が
泥
に
ま
み
れ
る
の
も
、
断
食
も
、
露
地
に
臥
す
の
も
、
塵

や
泥
を
身
に
塗
る
の
も
、
蹲
（
う
ず
く
ま
）
っ
て
動
か
な
い

の
も
、

疑
い
を
離
れ
て
い
な
い
人
を
浄
め
る
こ
と
は
で

―
―

き
な
い
。

こ
の
偈
の
「
裸
か
の
行
」
か
ら
「
蹲
（
う
ず
く
ま
）
っ
て
動
か

な
い
」
ま
で
の
記
述
は
、
釈
尊
の
時
代
に
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い

た
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
の
形
態
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
苦
行
に
属
す
る
も
の
と
思
え
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
偈
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
人
が
で
き
な
い
よ

う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
行
を
し
て
も
、
そ
の
人
の
精
神
が
「
疑
い

を
離
れ
て
い
な
い
」
な
ら
ば
、
そ
の
人
を
浄
め
る
効
果
は
期
待
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
「
疑
い
を
離
れ
て
い
な
い
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し

ょ
う
か
。
疑
い
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
疑
う
こ
と
の

反
対
の
こ
と
ば
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
勿
論
、
信
じ
る

。

、

。

こ
と
で
す

で
は

信
じ
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か

昨
年
の
本
誌
八
月
号
、
巻
頭
シ
リ
ー
ズ
の
『
老
子
』
解
説
で
、

第
二
十
一
章
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、

「
そ
の
精
は
ま
さ
し
く
「
真
」
で
す
。
そ
の
中
に
「
信
」
が
あ
り

ま
す

」
と
あ
り
ま
し
た
。
お
持
ち
の
方
は
、
そ
こ
を
も
う
一
度

。

確
認
し
て
み
て
下
さ
い
。
そ
の
解
説
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
信
は

ま
さ
し
く
人
間
「
精
神
」
の
精
（
自
己
）
と
神
（
他
己
）
と
の
弁

証
法
的
統
合
に
関
係
し
た
こ
と
な
の
で
す
。
自
己
を
信
じ
る
こ
と

、

、

と

他
己
を
信
じ
る
こ
と
と
が
自
分
自
身
の
な
か
で
可
能
と
な
り

か
つ
、
そ
れ
ら
が
統
合
さ
れ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
昨
年
十
一
月
号
の
『
老
子
』
解
説
第
四
十
一
章
で
も

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
し
た

「
上
士
と
呼
べ
る
立
派
な
人

。

は
、
道
を
聞
け
ば
勤
め
て
実
行
し
ま
す
。
中
士
と
呼
べ
る
人
は
、

道
を
聞
い
て
も
『
半
信
半
疑
』
で
す
。
下
士
と
呼
べ
る
人
は
、
道

を
聞
く
と
馬
鹿
に
し
て
大
笑
い
を
し
ま
す
。
で
も
、
こ
う
し
た
人

に
笑
わ
れ
な
い
よ
う
で
は
、
道
と
は
言
え
な
い
の
で
す

」
。

こ
れ
に
直
接
関
係
し
た
解
説
部
分
を
抜
き
出
し
ま
す
と
、
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
人
間
は
自
己
と
他
己
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
切
で
す
。
バ
ラ
ン
ス

が
取
れ
て
い
る
人
は
、
他
者
の
言
葉
に
も
敬
意
を
払
っ
て
素
直
に
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耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
振
り
回
さ

れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
見
失
わ
な
い
だ
け

の
芯
の
強
さ
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
か
ら
善
い

話
を
き
い
て
感
動
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
実
際
に
実
行
に
移
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
判
断
力
と
実
行
力
を
持
っ
て
い

る
の
で
す
。
／
／
と
こ
ろ
が
、
自
己
と
他
己
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い

人
や
統
合
の
弱
い
人
は
、
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
と
き
は
そ
う

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
い
ざ
と
な
る
と
、
そ
の
こ
と
が
自
己
に
統

合
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
実
行
力
が
伴
わ
ず

『
半
信
半
疑
』

、

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
／
／
さ
ら
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
が

大
き
い
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
を
強
く
持
っ
て
い
る
人
、
普
通
の

言
葉
で
言
え
ば
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
、
わ
が
ま
ま
で
、
傲
慢

で
、
独
り
よ
が
り
の
人
で
は
、
自
分
の
「
か
ら
だ
」
で
で
き
な
か

っ
た
り

「
あ
た
ま
」
で
分
か
ら
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
こ

、

こ
ろ
」
で
自
分
の
損
得
や
好
き
嫌
い
に
関
係
な
い
こ
と
は
、
馬
鹿

に
し
て
笑
い
と
ば
す
の
で
す

」。

現
代
人
は
、
い
ま
、
信
じ
る
も
の
を
失
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
や

キ
リ
ス
ト
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
な
ど
と
言
う
人
が
、
釈
尊
や
キ
リ

ス
ト
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
仰
っ
た
こ
と
を
、
平
気
で
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
信
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
反
対
の
極
致
に
い
て
、
た

だ
自
己
を
絶
対
化
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
本
当
に
信
じ
て
い

、

。

れ
ば

生
ま
れ
変
わ
り
だ
な
ど
ど
言
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
す

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

俳
句

○
夕
映
え
の
青
田
に
ビ
ル
の
並
ぶ
影

○
風
鈴
と
並
び
て
風
を
待
ち
い
た
り

○
し
ら
じ
ら
と
か
さ
な
り
あ
い
し
竹
落
葉

（
徳
島
県
・
須
藤
一
樹
）

初
夏
雑
詠

○
天
地
の
咫
尺
を
受
け
て
早
苗
立
つ

○
さ
ず
か
り
し
命
貴
く
ほ
た
る
舞
う

○
く
ち
な
し
や
老
は
し
つ
れ
ど
吾
亦
人（

阿
南
市
・
片
田
月
牙
）

（
中
塚
注
）
咫
尺
と
は
「
し
せ
き
」
と
読
み
、
意
味
は
次
の

通
り
。
①
き
わ
め
て
短
い
距
離
、
ま
た
、
長
さ
。
②
ご
く

近
く
ま
で
接
近
す
る
、
拝
謁
す
る
。
③
わ
ず
か
、
僅
少
。

先
日
、
関
西
の
あ
る
読
者
の
方
か
ら
お
手
紙
を
頂
き
、
お
会
い

す
る
約
束
を
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
ち
ら
に
お
い
で
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
東
北
の
最
近
読
者
に
な
っ
た
あ
る
若
い
女
性
の
方
か
ら

お
手
紙
を
頂
き
ま
し
た
。
悩
み
を
吐
露
す
る
も
の
で
し
た
が
、
私

な
り
に
、
お
返
事
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
ど
う
か
、
な

ん
で
も
結
構
で
す
、
お
便
り
く
だ
さ
い
。
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後
記

一
、
私
は
、
健
康
の
た
め
も
あ
り
、
去
年
の
夏
頃
か
ら
寝
る
前
に

梅
酒
を
薄
く
薄
め
て
コ
ッ
プ
一
杯
～
二
杯
飲
む
こ
と
に
し
て
い
ま

。

、

す

昨
年
は
六
升
ほ
ど
梅
の
焼
酎
漬
を
作
り
ま
し
た
が
無
く
な
り

既
成
の
も
の
を
買
い
足
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
今
年
は
、
二

斗
ほ
ど
漬
け
ま
し
た
。

二
、
最
近
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
本
と
、
哲
学
的
な
時
間
論
の
本

を
読
ん
で
い
ま
す
。
時
間
と
は
何
な
の
か
、
哲
学
的
に
考
察
す
る

の
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
私
は
、
時
間
は
自
己
と
他
己

の
弁
証
法
的
統
合
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
無
意
識
の
「
生
命
蔵

識
」
と
「
如
来
蔵
識
」
と
が
統
合
さ
れ
る
と
き
、
私
た
ち
は
時
間

を
超
え
て
永
遠
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

、

。

三

こ
の
考
え
を
い
つ
か
論
文
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す

本
誌
で
も
で
き
た
ら
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
、
最
近
あ
る
人
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
あ
る
国
立
大
学
の
教

員
養
成
系
学
部
で
は
、
近
い
将
来
、
い
ま
進
み
つ
つ
あ
る
中
央
集

権
か
ら
地
方
分
権
へ
の
政
治
改
革
や
規
制
緩
和
な
ど
の
政
策
の
一

貫
と
し
て
、
国
立
大
学
も
公
立
大
学
へ
移
管
さ
れ
、
縮
小
さ
れ
る

と
い
う
噂
が
流
れ
、
誰
が
ク
ビ
に
な
る
か
業
績
の
査
定
を
真
剣
に

考
え
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

、

、

五

大
学
単
位
で

そ
の
大
学
が
ど
ん
な
弟
子
を
育
て
て
い
る
か

と
か
ど
ん
な
研
究
業
績
を
あ
げ
て
い
る
か
な
ど
を
評
価
す
る
基
準

を
作
り
、
世
界
中
の
大
学
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
出
し
て
い
る
ア
メ
リ

カ
の
学
者
が
い
ま
す
。

、

、

、

六

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と

日
本
の
大
学
は
東
大
が
最
高
で
す
が

で
も
世
界
の
順
位
で
言
え
ば
、
百
位
に
も
入
ら
な
い
そ
う
で
す
。

七
、
こ
れ
ま
で
も
大
学
の
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
書
い
て
き
ま
し
た

が
、
い
ま
東
大
で
す
ら

「
ご
ま
す
り
」
と
「
な
ま
け
」
が
蔓
延

、

し
、
大
学
教
員
は
研
究
も
教
育
も
い
い
加
減
に
し
、
政
治
に
力
を

入
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
い
ま
、
大
学
の
政
治
は
、
好
き
嫌
い
や

損
得
で
動
い
て
い
ま
す
。
真
や
善
や
美
や
聖
を
追
求
す
べ
き
大
学

す
ら
が
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
ほ
ど
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
は
あ
り

。

。

ま
せ
ん

大
幅
な
人
員
の
刷
新
が
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

月
刊

平
成
七
年
七
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

七
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

六
十
七
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


