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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
七
巻

五
月
号

自
分
の
中
に
あ
る

宇
宙
の
原
理
は

す
べ
て
自
分
の

中
に
あ
る

だ
か
ら

自
分
を
知
れ
ば

宇
宙
の
全
て
を

知
る
こ
と
が
で
き
る

こ
こ
ろ
枯
れ
さ
す

耳
で
聞
き

目
で
確
か
め
て

納
得
さ
す

学
校
教
育

そ
ん
な
こ
と

ば
か
り
教
え
て

こ
こ
ろ
枯
れ
さ
す
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人
生
を
考
え
直
し
て

）

み
た
い
人
は
（
二
九

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
五
）

マ
タ
イ
福
音
書
の
第
五
章
を
続
け
ま
す
。

七

あ
わ
れ
み
深
い
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
あ
わ
れ
み
を

受
け
る
か
ら
で
す
。

私
が
こ
の
文
章
を
読
ん
で
一
番
気
に
な
り
ま
す
の
は

「
あ
わ

、

れ
み
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
の
鳴
門
教
育
大
学
へ
赴
任
し
て
き
て
間
も
な
く
の

頃
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
る
学
生
が

「
先
生
、
障
害
児

、

教
育
の
基
本
は
『
あ
わ
れ
み
』
で
す
ね
え
」
と
言
っ
た
の
で
す
。

実
は
、
そ
の
学
生
は
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
系
の
大
学
を
卒
業
し
て
大

学
院
へ
進
学
し
て
き
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
言
っ
た
の
だ

と
思
う
の
で
す
が
、
で
も
、
私
は
そ
の
当
時
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と

は
よ
く
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
障
害
児
を
あ
わ
れ
み
の
対
象

、「

、

と
し
て
考
え
る
こ
と
に
と
て
も
抵
抗
を
お
ぼ
え
て

君
自
身
は

障
害
者
か
ら
あ
わ
れ
ま
れ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
」
と
問
い
返

し
ま
し
た
。
そ
の
学
生
は
そ
れ
以
上
は
反
論
し
な
か
っ
た
の
で
、

そ
れ
っ
き
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
障
害
児
を
「
あ
わ
れ

」

。

み
の
対
象

と
し
て
は
い
け
な
い
と
自
分
で
も
思
っ
て
き
ま
し
た

今
回
、
こ
の
文
に
接
し
て
改
め
て
「
あ
わ
れ
む
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
の
受
け
る
、
こ
の
「
あ
わ
れ
む
」
と
い
う
言
葉
の
印
象
は
ど

う
も
あ
ま
り
よ
く
な
く
て

「
自
分
は
障
害
児
で
な
く
て
よ
か
っ

、

た
な
あ
、
で
も
あ
の
人
は
障
害
を
も
っ
て
い
て
気
の
毒
だ
な
あ
」

と
い
っ
た
感
じ
が
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
共
に
悲
し
み
、
共
に
喜

ぶ
の
で
は
な
く
て
、
は
た
め
か
ら
見
て
同
情
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
す
。

も
と
も
と
原
語
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
も
ラ

テ
ン
語
も
ギ
リ
シ
ャ
語
も
で
き
な
い
私
に
は
確
認
す
る
す
べ
が
な

い
の
で
す
が
、
英
語
の
新
約
聖
書
を
見
て
み
ま
す
と
、
こ
の
言
葉

は
ｍ
ｅ
ｒ
ｃ
ｙ
な
い
し
ｍ
ｅ
ｒ
ｃ
ｉ
ｆ
ｕ
ｌ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

前
者
の
意
味
を
英
和
辞
典
で
引
き
ま
す
と
、
①
（
罪
人
・
敵
対
者

・
降
伏
者
な
ど
に
対
す
る
）
慈
悲
、
寛
容

（
行
為
に
現
れ
る
）

、

、

、

（

）

、

、

哀
れ
み

情
け

②

気
質
と
し
て
の

情
け
深
さ

慈
悲
深
さ

③
（
裁
判
官
の
）
赦
免
の
自
由
裁
量
権

（
特
に
）
死
刑
を
減
刑

、

、

〈

〉

、

、

、

す
る
権
能

④

方
言

神
の
恵
み

あ
り
が
た
い
こ
と

幸
運

と
な
っ
て
い
ま
す
（
小
学
館
刊
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
英
和
大
辞
典
よ

り

。）
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こ
の
英
語
訳
の
意
味
か
ら
み
ま
す
と
、
ど
う
も
あ
わ
れ
み
と
訳

す
の
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
慈
悲
深
い
人
と
か
、
そ

れ
が
仏
教
の
用
語
で
気
に
な
れ
ば
、
情
け
深
い
人
ぐ
ら
い
に
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ
わ
れ
み
深
い
と
言
い
ま
す
と
、
日
本
語

で
は
「
行
為
に
現
れ
る
哀
れ
み
」
で
は
な
く
て

「
こ
こ
ろ
に
い

、

だ
く
哀
れ
み
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
あ
わ
れ
み
深
い
」
を
「
慈
悲
深
い
」

な
い
し
「
情
け
深
い
」
と
読
み
変
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
言
葉
の
問
題
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
本
題
に
入
っ
て
い

き
ま
す
。

先
月
号
で
み
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
七
節
か
ら
十
節
ま
で
は
自

己
で
は
な
く
て
他
己
の
働
き
あ
る
い
は
自
他
の
統
合
の
働
き
に
関

係
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
自
己
と
は
何
か
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
自

分
の
生
命
力
（
仏
教
で
言
え
ば
「
煩
悩
蔵
識

）
の
追
求
、
特
に

」

情
動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分
）
の
中
の
欲
望
（
食
欲
・
性
欲
・
優

越
欲
）
の
追
求
に
関
わ
る
働
き
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
他
己
は
、
他
者
を
も
と
め
、
他
者
に
関
心
を
も

ち
、
他
者
と
こ
こ
ろ
を
通
わ
そ
う
と
す
る
働
き
で
す
。
私
は
そ
の

他
己
の
根
幹
を
な
す
無
意
識
の
中
（
心
の
髄
）
に
は
絶
対
他
者
で

あ
る
仏
さ
ま
、
神
さ
ま
を
誰
で
も
が
宿
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
仏
教
で
言
い
ま
す
と
「
如
来
蔵
識
」
と
呼
べ
る
も
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
腹
の
底
や
心
の
奥
底
に
は
、
仏

さ
ま
の
大
慈
・
大
悲
や
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
神
の
愛
、
つ
ま
り
ア

ガ
ペ
ー
を
誰
で
も
が
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
意
識
の
水
準

で
は
私
の
言
う
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
と
な
っ
て
現
れ
る

の
で
す
。
で
も
大
多
数
の
人
は
、
自
己
に
宿
す
「
煩
悩
蔵
識
」
だ

け
が
肥
大
し
て
、
そ
れ
が
心
の
垢
と
な
り
、
こ
の
、
損
得
や
好
き

嫌
い
を
超
え
て
人
を
愛
す
る
心
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
い
で
で
す
が
、
宗
教
は
、
ど
ん
な
宗
派
で
あ
ろ
う
と
人
の
も
つ

こ
の
尊
い
心
を
磨
き
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

さ
て
、
自
己
と
他
己
の
確
認
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
七
節
に

。

、「

。

戻
り
た
い
と
思
い
ま
す

そ
れ
は

慈
悲
深
い
者
は
幸
い
で
す

そ
の
人
は
慈
悲
を
受
け
る
か
ら
で
す

」
と
い
う
も
の
で
す
。

。

で
は
、
慈
悲
深
い
者
と
は
ど
ん
な
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
先
程
あ
げ
ま
し
た
「
人
の
心
を
感
じ

る
こ
こ
ろ
」
を
も
っ
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
下
、
少
し
ば
か
り
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
よ

り
深
く
理
解
し
て
頂
く
た
め
で
す
の
で
、
辛
抱
し
て
読
ん
で
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
「
他
己
」
と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
し
て
「
法

を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
」
も
の
と
し

て
い
ま
す
。

こ
の
定
義
か
ら
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
他
己
は
社
会
を
維
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持
し
よ
う
と
す
る
働
き
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
人
々

が
自
己
の
生
命
力
（
煩
悩
）
の
追
求
ば
か
り
を
し
だ
し
ま
す
と
、

（

、

そ
こ
に
は
動
物
的
な
弱
肉
強
食

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
う
適
者
生
存

自
然
淘
汰
）
の
世
界
が
出
現
し
、
社
会
規
範
は
失
わ
れ
、
各
個
人

は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
暴
力
的
な
力
、
つ
ま
り
武

力
の
あ
る
者
が
勝
つ
「
無
法
社
会
」
が
出
現
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
よ
う
に
働
く
の
が
他
己
な
の
で
す
。

で
す
か
ら

「
法
を
目
指
し
て
」
の
法
は
社
会
を
維
持
す
る
も

、

の

「
の
り

「
人
の
道
」
と
も
言
え
る
も
の
な
の
で
す
。
私
た

、

」

ち
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
守

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の
が
、
既
に
述
べ
ま

し
た
無
意
識
（
髄
識
）
の
如
来
蔵
識
（
神
髄
）
で
あ
り
、
意
識
へ

の
現
れ
で
あ
る
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
（
感
情
）
な
の
で
す
。

こ
う
い
う
視
点
か
ら
こ
の
節
の
文
を
み
ま
す
と
、
法
を
目
指
し

て
、
慈
悲
深
い
者
で
あ
ろ
う
と
心
掛
け
て
い
る
人
は
、
幸
い
と
い

え
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
突
き
詰
め
て
行
き
ま
す
と
、

そ
こ
に
は
神
の
心
、
仏
の
心
、
つ
ま
り
無
意
識
の
神
髄
に
至
る
道

が
開
け
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
時
、
神
の
愛
、
ア
ガ
ペ
ー
や
仏

。

、

の
大
慈
・
大
悲
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

そ
れ
は
実
は

自
己
と
他
己
と
が
統
合
さ
れ
た
時
で
も
あ
る
の
で
す
。

多
く
の
解
説
書
は

「
あ
わ
れ
み
を
受
け
る
」
と
い
う
そ
の
あ

、

わ
れ
み
を
神
の
あ
わ
れ
み
と
し
て
い
る
点
は
い
い
の
で
す
が
、
あ

わ
れ
み
深
い
者
が
幸
い
な
の
は
、
こ
の
世
で
は
な
く
て
、
あ
の
世

で
神
の
国
へ
行
き
、
そ
こ
で
神
の
裁
き
と
し
て
あ
わ
れ
み
を
受
け

る
と
し
て
い
る
点
で
は
、
不
十
分
だ
と
言
え
ま
す
。

も
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
世
で
も
あ
わ
れ
み
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
た
か
だ
か

相
対
な
誰
か
他
者
か
ら
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

で
も
、
相
対
な
人
間
は
大
多
数
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
他
者
に
あ
わ
れ
み
を
与
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
す
。
い
つ
で
も
「
ブ
ル
ー
タ
ス
、
お
前
も
か
」

と
い
う
裏
切
り
が
起
こ
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
で
言
え
ば

ユ
ダ
の
裏
切
り
が
起
こ
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
他
者
を
あ
わ
れ
む
報
酬
と
し
て
、
自
分
と
同
じ
相

対
者
か
ら
あ
わ
れ
み
を
受
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
す
。
そ
れ
は
、
他
己
と
し
て
の
あ
わ
れ
み
で
は
な
く
、
自
己
の

追
求
と
し
て
の
、
自
己
の
取
引
と
し
て
の
、
自
己
の
役
割
遂
行
と

し
て
の
、
あ
わ
れ
み
で
し
か
な
い
の
で
す
。

見
返
り
を
何
も
期
待
し
な
い
で
、
無
条
件
に
あ
わ
れ
む
の
で
な

け
れ
ば
真
の
、
他
己
の
働
き
と
し
て
の
あ
わ
れ
み
と
は
言
え
な
い

の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
信
じ
、
そ
の
教
え
の
ま
ま
に
実
践

を
続
け
る
と
き
、
神
の
国
は
自
分
の
心
の
中
に
実
現
し
て
く
る
の

で
す

「
神
の
国
は
近
づ
い
て
い
る
」
の
で
す
。

。
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自
作
詩
短
歌
等
選

こ

こ

ろ

の

傷

い
つ
知
ら
ず

か
ら
だ
の
傷
は

癒
え
る
の
に

こ
こ
ろ
の
傷
は

い
つ
ま
で
も

こ
こ
ろ
の
底
に

留
ま
り
て

人
に
不
幸
を

も
た
ら
し
き
た
る

ど

う

行

じ

て

も

だ

め

歎
異
抄
で

親
鸞
は

ど
う
行
じ
て
も
だ
め
だ
か
ら

地
獄
は
一
定
の
す
み
か

と
い
っ
た
と
さ
れ
る

だ
か
ら
こ
そ

ひ
た
す
ら

一
生
を

行
じ
て

い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に

永

遠

に

生

き

る

と

悟

る

自
分
が

永
遠
に

生
き
る

と
悟
る
と
き

為
す
こ
と
無
く
し
て

為
さ
ざ
る
こ
と
無
し

（
無
為
而
無
不
為
）

（
老
子
三
十
七
章
）

そ
れ
は
例
え
ば

読
む
こ
と
無
く
し
て

読
ま
ざ
る
こ
と
無
し

と
い
う
こ
と
で
あ
り

知
る
こ
と
無
く
し
て

知
ら
ざ
る
こ
と
無
し

（
無
知
の
知
）

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る

義

人

に

な

れ

る

キ
リ
ス
ト
教
で
は

義
人
な
し

一
人
だ
に
な
し

と
言
わ
れ
る

た
し
か
に

そ
う
い
え
る
点
も
あ
る

人
多
き

人
の
中
に
も

人
ぞ
な
き

人
に
な
れ
人

人
に
な
せ
人

で
も

心
を
磨
け
ば

誰
で
も
が

義
人
に
な
れ
る
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家

庭

は

人

格

完

成

の

場

家
庭
は

神

の

国

は

近

づ

い

た

成
員
相
互
の

人
格
完
成
の
場

マ
ル
コ
の
福
音
書

子
ど
も
は

一
章
十
五
節

親
に
育
て
ら
れ
て

時
が
満
ち

人
に
な
り

神
の
国
は
近
く
な
っ
た

親
は

悔
い
改
め
て

子
ど
も
を
育
て
て

福
音
を
信
じ
な
さ
い

人
に
な
り

夫
は

こ
れ
は

妻
と
ふ
れ
合
っ
て

「
行
為
か
ら
信
仰
へ
」

人
に
な
り

の
転
換
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る

妻
は

夫
と
ふ
れ
合
っ
て

で
も

人
に
な
る

自
己
を
磨
か
な
け
れ
ば

祖
父
が
い
て
も

信
仰
し
て
も

祖
母
が
い
て
も

幸
せ
は
こ
な
い

誰
が
い
て
も

み
ん
な
同
じ
こ
と

自
作
随
筆
選

子
ど
も
の
人
権
宣
言

今
か
ら
二
年
前
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児
童
の
権
利
に
関

す
る
条
約
）
が
批
准
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
人
権
に
関
し
て
日
本

も
一
歩
前
進
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

先
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
で
子
ど
も
の
人
権

に
関
し
て
三
夜
連
続
で
取
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
ち
ら
ち

ら
見
て
い
て
、
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
の
場
面
は
、
大
阪
の
あ
る
中
学
校
の
生
徒
た
ち
が
、

自
分
た
ち
の
「
権
利
と
し
て
」
制
服
廃
止
を
求
め
て
、
大
坂
府
知

事
の
横
山
ノ
ッ
ク
氏
に
陳
情
す
る
と
い
う
場
面
で
す
。
ノ
ッ
ク
さ

ん
は
、
制
服
は
、
制
服
を
作
っ
た
り
売
っ
た
り
す
る
業
者
の
人
が

い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
生
活
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
は
廃
止

で
き
な
い
、
と
答
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
生
徒
の
感
想

を
取
材
し
て
い
ま
し
た
が

「
ノ
ッ
ク
さ
ん
は
校
長
先
生
と
同
じ

、

」

。

こ
と
を
言
っ
て
い
る

と
落
胆
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
ま
し
た

そ
の
他
に
番
組
に
出
て
い
る
解
説
者
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
ど
の

発
言
を
聞
い
て
い
て
、
そ
ら
恐
ろ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
子
ど
も
が
自
分
の
権
利
だ
け
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
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で
す
。
権
利
に
は
義
務
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
社
会
は
凝
集
力
を
失

っ
て
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

で
は
、
子
ど
も
の
義
務
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ

れ
は
大
人
の
言
い
つ
け
に
従
う
素
直
さ
だ
と
お
も
う
の
で
す
。

か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
エ
フ
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー
が

就
任
演
説
で

「
国
家
が
自
分
に
何
を
し
て
く
れ
る
か
で
は
な
く

、

て
、
国
家
に
対
し
何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
ま

し
た
が
、
い
ま
の
日
本
を
見
て
い
ま
す
と
、
子
ど
も
を
含
め
て
、

社
会
の
規
範
を
素
直
に
守
っ
て
、
国
家
に
何
ら
か
の
貢
献
を
す
る

と
い
う
よ
り
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
国
家
や
社
会
が
自
分
に
何

か
を
し
て
く
れ
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

子
ど
も
は
、
元
来
、
大
人
の
養
育
・
保
護
の
下
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
大
人
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
前
に
も
（
今
年
の
一
月

号
随
筆
で
）
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
①
愛
情
を
与
え
、
②
自
由
に

し
て
や
り
、
そ
の
上
で
、
③
我
慢
し
て
大
人
が
言
う
こ
と
を
守
ら

せ
る
こ
と
、
で
し
た
。

子
ど
も
が
権
利
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
こ
の
三
つ
の
中
の
前

の
二
つ
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
ま
す
。

子
ど
も
時
代
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
人
に
対
す
る
信
頼
と

自
ら
の
素
直
さ
で
す
。
そ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
大
人
の
価
値
を
受
け

。

、

継
い
で
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

た
と
え
知
識
を
学
び
え
て
も

も
っ
と
大
切
な
人
間
と
し
て
の
生
き
方
や
人
間
と
し
て
の
優
し
さ

を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

た
と
え
、
権
利
な
ぞ
主
張
し
な
く
て
も
、
前
二
つ
の
①
愛
情
と

②
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
と
、
自
然
に
子
ど
も
の
人
権
は
満

た
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

い
ま
、
大
人
が
子
ど
も
に
愛
情
を
与
え
ず
、
管
理
ば
か
り
し
、

自
由
を
奪
い
、
大
人
の
エ
ゴ
で
、
学
校
で
は
勉
強
々
々
、
下
校
す

れ
ば
塾
へ
、
と
我
慢
ば
か
り
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
特
集
番

組
で
み
ま
し
た
よ
う
な
権
利
教
育
は
、
こ
う
し
た
親
の
傾
向
を
再

生
産
す
る
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
こ
う
し
た
教
育
が
続
き
ま
す
と
、
子
ど
も

が
、
親
や
先
生
の
言
う
こ
と
を
素
直
に
聞
く
の
で
は
な
く
て
、
自

分
た
ち
の
わ
が
ま
ま
を
権
利
と
し
て
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行

く
か
ら
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
現
在
に
輪
を
か
け
て
、
世
の

中
は
自
分
の
エ
ゴ
ば
か
り
を
主
張
す
る
人
た
ち
で
み
ち
み
ち
て
行

く
こ
と
に
な
る
と
思
え
る
か
ら
で
す

（
現
実
に
、
あ
る
年
代
の

。

人
た
ち
で
は
、
そ
う
い
う
傾
向
が
強
い
人
が
目
立
ち
ま
す
が

）
。

み
ん
な
が

「
自
己
」
ば
か
り
を
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

、

「
他
己
」
が
枯
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
そ
う
な
り

ま
す
と
、
社
会
は
お
互
い
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
社
会
的
な
凝
集

力
を
失
っ
て
、
崩
壊
へ
と
向
か
っ
て
行
く
の
で
す
。
そ
の
終
着
点

は
、
自
己
を
無
限
に
支
え
さ
せ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
（
暴
力
的
独
裁
）

か
、
自
己
定
位
を
失
っ
た
虚
無
主
義
だ
と
言
え
る
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
四
六
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
六
六
）
た
と
い
他
人
に
と
っ
て
い
か
に
大
事
で
あ
ろ
う

と
も

（
自
分
で
は
な
い
）
他
人
の
目
的
の
た
め
に
自
分
の

、

つ
と
め
を
す
て
去
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
分
の
目
的
を
熟
知
し

て
、
自
分
の
つ
と
め
に
専
念
せ
よ
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
「
自
分
の
目
的
を
熟
知
す
る
」
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
熟
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
自

分
の
つ
と
め
を
ひ
た
す
ら
果
た
そ
う
と
精
進
す
る
こ
と
も
で
き
る

と
言
え
る
か
ら
で
す
。

で
も
、
自
分
の
目
的
を
熟
知
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
真
の
目
的
が
、
自
分
が
生
き
て
い

る
こ
と
そ
の
こ
と
の
中
に
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
で
は
、
人
間
が

生
き
て
い
る
真
の
目
的
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
知
ろ

う
と
す
る
試
み
を
哲
学
と
い
う
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

人
間
の
精
神
に
は
二
つ
の
働
き
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
自
分
自
身

の
可
能
性
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
他
者
を
尊
重
し
、
他
者
と
仲
良
く
生
き
て
行
こ

う
と
す
る
傾
向
で
す
。
前
者
を
自
己
と
呼
び
、
後
者
を
他
己
と
呼

び
ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
の
生
き
る
目
的
は
、
こ
の
両
者
の
そ
れ

ぞ
れ
に
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
、
自
己
の
側
は
「
自
分
を
知
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

よ
り
善
く
生
き
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
己
の
側

は
「
法
を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
。

現
実
に
は
、
私
た
ち
は
こ
の
矛
盾
的
な
二
つ
の
目
的
の
間
を
揺

れ
動
き
な
が
ら
統
合
し
て
（
弁
証
法
的
に
統
合
し
て

、
生
き
て

）

い
ま
す
。
具
体
的
に
、
自
己
の
欲
望
を
追
求
し
た
い
と
い
う
場
合

の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
う
し
た
い
こ
こ
ろ
と
そ
う
す
る

こ
と
が
他
者
に
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
あ
ん
ば
い
し

な
が
ら
、
日
々
行
動
し
て
い
ま
す
。
人
の
こ
こ
ろ
や
人
と
の
約
束

（
伝
統
・
慣
習
や
ル
ー
ル
や
取
決
め
・
契
約
な
ど
）
を
無
視
す
れ

ば
、
自
分
が
社
会
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
社
会
的

に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
皆
が
そ
う
し

ま
す
と
、
社
会
は
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

で
は
、
具
体
的
に
「
自
分
を
知
る
」
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
し

ょ
う
か
。

私
の
考
え
た
構
想
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
い
ま
見
ま
し
た
よ

う
に
、
自
己
と
他
己
と
い
う
縦
に
切
っ
た
面
で
自
分
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
も
う
一
つ
横
に
切
っ
た
面
で
「
自
分
を
知
る
」

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
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そ
れ
は
、
無
意
識
（
精
髄

神
髄
）
の
水
準
、
こ
こ
ろ
（
情
動

―

感
情
）
の
水
準
、
か
ら
だ
（
感
覚
－
運
動
）
の
水
準
、
あ
た
ま

―（

）

、

（

）

、

認
知

言
語

の
水
準

た
ま
し
い

自
我

人
格

の
水
準

―

―

の
五
つ
の
水
準
に
つ
い
て
自
分
を
知
る
こ
と
で
す
。

退
屈
だ
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
だ
け
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、
も
っ
と
も
知
り
や
す
い
の
が
、
あ
た
ま
と
か
ら
だ
の
水
準

で
す
。
そ
れ
は
、
共
に
機
械
的
な
働
き
だ
か
ら
で
す
。
あ
た
ま
の

働
き
も
、
例
え
ば
受
験
勉
強
を
す
る
な
り
、
学
問
す
る
な
り
し
て

み
れ
ば
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
能
率
的
に
で
き
る
か
は
、
か
な
り
的
確

に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
運
動
技
能
も
芸
術
的
な
技
能

も
、
あ
た
ま
と
同
様
に
機
械
的
に
試
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
わ

ば
テ
ス
ト
に
の
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
適
性
検
査
の
よ
う

、

。

な
も
の
で

か
な
り
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す

で
も
、
た
ま
し
い
と
こ
こ
ろ
は
知
る
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
な

の
で
す
。
そ
れ
は
目
的
的
な
働
き
だ
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
た
ま

し
い
は
、
自
己
が
追
求
す
る
目
的
を
設
定
し
、
そ
の
目
的
を
他
者

の
期
待
や
自
分
の
役
割
、
伝
統
や
慣
習
な
ど
そ
の
社
会
的
な
意
味

を
考
慮
し
な
が
ら
遂
行
し
て
い
く
働
き
な
の
で
す
が
、
設
定
す
べ

き
目
的
は
、
自
分
の
機
械
的
（
手
段
的
）
な
面
と
相
関
的
と
は
言

え
、
無
数
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
実
現
の
仕
方
も
無
数
に
あ

る
の
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
満
足
す
る
か
ど
う
か
も
、
そ
れ
を
ど

う
評
価
す
る
か
も
無
数
に
そ
の
程
度
を
異
に
し
て
存
在
し
て
い
る

の
で
す
。
例
え
ば
、
芸
術
的
技
能
の
能
率
は
た
と
え
低
く
て
も
、

こ
つ
こ
つ
と
い
つ
ま
で
も
追
求
し
続
け
る
と
き
、
滅
多
に
達
成
す

る
人
の
な
い
程
度
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
知
る
こ
と
が
困
難
な
例
を
、
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
す
と
、
こ
こ
ろ
は
自
分
を
制
し
て
他
者
を
立
て
る
働
き
を
し

ま
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
も
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
大
多
数
の

人
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
が
分
か
り
ま
せ
ん
と
、
真

の
心
の
平
安
や
福
祉
・
安
寧
は
訪
れ
て
来
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
知
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
無
意
識
の
部
分
で
す
。
こ

の
部
分
は
文
字
通
り
、
意
識
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
知
ろ
う
と

意
識
し
て
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
修
行
し
て
知
る
以
外
に
は
な
い

の
で
す
。
そ
う
し
た
修
行
を
し
て
知
る
と
き
、
無
意
識
に
宿
し
た

仏
さ
ま
が
、
磨
か
れ
て
輝
き
だ
す
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
自
分
の
目
的
を
熟
知
す
る
こ
と

は
至
難
の
業
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
知
り
ま
せ
ん

と
、
真
の
人
生
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
一
生
の
課
題
だ
と
言
え
る
の
で
す
。

し
か
も
こ
の
課
題
は
、
自
分
自
身
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
す
。
他
人
に
解
決
し
て
も
ら
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
も
の
な
の
で
す
。
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第
一
三
章

世
の
中

（
一
六
七
）
下
劣
な
し
か
た
に
な
じ
む
な
。
怠
け
て
ふ
わ
ふ

わ
暮
ら
す
な
。
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
見
解
を
い
だ
く
な
。
世

俗
の
わ
ず
ら
い
を
ふ
や
す
な
。

四
つ
の
戒
め
の
言
葉
が
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
順
次
、
み
て
行
き

ま
す
。

①
「
下
劣
な
し
か
た
に
な
じ
む
な

」
で
す
が
、
少
し
抽
象
的

。

で
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
下
劣
な
し
か
た
と
は
、
下

品
で
卑
し
い
行
い
の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
自
分

の
情
動
、
特
に
欲
望
に
流
さ
れ
て
、
身
を
つ
つ
し
む
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
行
い
で
、
例
え
ば
、
惰
性
に
流
さ
れ
、
節
制
を
欠
い

た
、
飲
酒
や
喫
煙
で
あ
り
、
必
要
以
上
の
食
欲
の
追
求
で
あ
り
、

ふ
し
だ
ら
な
、
性
欲
追
求
だ
け
の
た
め
の
性
行
為
で
あ
り
、
ス
ポ

ー
ツ
へ
の
異
常
な
熱
狂
で
あ
り
、
そ
の
他
の
多
く
の
贅
沢
で
す
。

私
も
、
生
き
方
の
目
標
の
中
に
、
質
素
倹
約
、
専
心
勤
労
な
ど
を

含
め
て
い
ま
す
。

②
「
怠
け
て
ふ
わ
ふ
わ
暮
ら
す
な

」
で
す
が
、
こ
れ
は
言
葉

。

通
り
で
す
。
私
も
、
昔
は
学
生
に
「
新
聞
を
読
む
な
、
テ
レ
ビ
を

み
る
な
、
惰
眠
を
貪
る
な
」
と
よ
く
言
い
ま
し
た
。
人
間
は
易
き

に
流
さ
れ
ま
す
。
楽
を
し
た
が
り
ま
す
。
快
を
求
め
す
ぎ
ま
す
。

夢
う
つ
つ
の
う
ち
に
人
生
を
終
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
常
に
自

分
に
目
標
を
課
し
て
、
生
き
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

③
「
邪
な
見
解
を
い
だ
く
な

」
で
す
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か

。

難
し
い
課
題
で
す
。
い
ま
日
本
人
が
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て

、

。

自
己
を
肥
大
さ
せ

何
が
邪
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す

正
し
い
見
方
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
何

が
邪
な
の
か
を
問
う
問
題
意
識
す
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分

の
損
得
や
自
分
の
好
き
嫌
い
だ
け
で
物
事
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。
正
し
い
見
方
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
学
に

お
い
て
さ
え
、
悲
し
い
か
な
、
そ
う
で
す
。

④
「
世
俗
の
わ
ず
ら
い
を
ふ
や
す
な

」
で
す
が
、
こ
れ
も
な

。

。

、

か
な
か
実
行
が
難
し
い
課
題
で
す

世
間
に
は
し
き
た
り
が
あ
り

伝
統
が
あ
り
ま
す
。
人
間
は
、
そ
う
し
た
も
の
に
従
っ
て
、
み
ん

な
が
す
る
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
安
心
で
す
。
多
く
の
人
か
ら
非
難

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
で
も
、
そ
う
し
た
世
俗
の
人
の

す
る
こ
と
を
い
く
ら
し
て
い
て
も
、
真
の
安
心
は
来
ま
せ
ん
。
世

、

、

。

俗
の
垢
を
落
と
し

世
間
を
超
え
な
い
か
ぎ
り

だ
め
な
の
で
す

私
は
、
大
学
で
は
一
切
の
お
付
き
合
い
の
宴
会
は
お
断
り
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
虚
礼
と
言
わ
れ
な
が
ら
続
い
て
い
る
年
賀
状
も
、

一
年
一
回
の
消
息
を
伝
え
る
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
、
一
切
失
礼
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さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
正
月
に
も
親
類
縁
者
を
含
め
て

ど
な
た
に
も
、
挨
拶
は
失
礼
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
で
も
、
特

に
お
世
話
に
な
っ
た
と
思
え
る
方
へ
の
さ
さ
や
か
な
お
礼
だ
け

は
、
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
が
。

（
一
六
八
）
奮
起
せ
よ
。
怠
け
て
は
な
ら
な
い
。
善
い
行
な

い
の
こ
と
わ
り
を
実
行
せ
よ
。
こ
と
わ
り
に
従
っ
て
行
う
人

は
、
こ
の
世
で
も
、
あ
の
世
で
も
、
安
楽
に
臥
す
。

（
一
六
九
）
善
い
行
な
い
の
こ
と
わ
り
を
実
行
せ
よ
。
悪
い

行
い
の
こ
と
わ
り
を
実
行
す
る
な
。
こ
と
わ
り
に
従
っ
て
行

う
人
は
、
こ
の
世
で
も
、
あ
の
世
で
も
、
安
楽
に
臥
す
。

こ
の
二
つ
の
偈
は
殆
ど
同
じ
内
容
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

多
少
わ
か
り
に
く
い
言
葉
は
「
こ
と
わ
り
」
ぐ
ら
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
物
事
の
道
理
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
少
し

難
し
く
い
い
ま
す
と
、
法
、
の
り
、
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
と
言

え
ま
す
。
私
の
言
葉
で
は
、
他
己
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

後
者
の
偈
で
は
、
善
い
行
い
を
し
、
悪
い
行
い
を
す
る
な
、
と

言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
他
己
と
の
関
係
で
言
い
ま
す
と
、

善
い
こ
と
と
は
、
他
己
が
十
分
働
い
て
い
る
状
態
の
と
き
で
き
る

こ
と
で
す
。
ま
た
逆
に
、
悪
い
こ
と
と
は
、
他
己
の
働
き
が
悪
く

な
り
、
自
分
の
し
て
い
る
行
為
の
社
会
的
意
味
が
分
か
ら
な
く
な

っ
て
、
他
者
を
傷
つ
け
た
り
、
他
者
に
迷
惑
を
か
け
た
り
す
る
こ

と
で
す
。
仁
と
の
関
係
で
言
い
ま
す
と
、
悪
は
、
自
分
を
制
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
他
者
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

、

。

で
す
し

善
は
仁
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す

で
も
、
こ
の
「
こ
と
わ
り
に
従
っ
て
行
う
」
こ
と
は
、
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
で
す
。
口
で
い
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
七
仏
通
誡
偈
に
言
い
ま
す
よ
う
に
、
自
ら
の
心
を
浄
め
る
と

い
う
修
行
・
精
進
が
い
る
の
で
す
。
釈
尊
な
ら
釈
尊
の
言
葉
を
ひ

、

、「

、

た
す
ら
信
じ
て

修
行
・
精
進
を
重
ね
る
と
き

こ
の
世
で
も

あ
の
世
で
も
、
安
楽
に
臥
す
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。最

後
に
そ
の
「
こ
の
世
で
も
、
あ
の
世
で
も
、
安
楽
に
臥
す
」

と
い
う
部
分
で
す
が
、
こ
の
世
と
か
あ
の
世
と
か
、
な
に
か
来
世

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
み
た
い
で
す
が
、
方
便
と
し
て
言
っ
て
い

る
だ
け
で
、
そ
う
し
た
人
に
と
っ
て
は
、
あ
の
世
も
こ
の
世
も
あ

り
ま
せ
ん
。
過
去
も
未
来
も
現
在
に
統
合
さ
れ
て
、
永
遠
の
今
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
今
日
一
日
、
今
の
一
瞬
を
生
き
れ
ば
、
過

去
か
ら
未
来
永
劫
に
至
る
ま
で
、
生
き
て
い
る
と
実
感
で
き
る
の

で
す
。

ま
た

「
安
楽
」
と
言
い
ま
す
と
、
す
ぐ
怠
け
て
「
安
」
易
に

、

快
「
楽
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
連
想
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

。

。

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

安
心
立
命
し
て
大
楽
を
得
る
こ
と
で
す
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後
記

一
、
連
休
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
風
薫
る
、
青
葉
若
葉
の
さ
わ
や

か
な
五
月
に
な
り
ま
し
た
。

二
、
前
月
号
の
後
記
で
述
べ
ま
し
た
「
大
阿
闍
梨
法
印

増
観
」

さ
ん
の
お
墓
で
す
が
、
そ
の
後
、
香
川
県
牟
礼
町
の
石
屋
さ
ん
に

お
願
い
し
て
、
壊
れ
た
と
こ
ろ
を
修
復
し
て
頂
き
ま
し
た
。

三
、
そ
の
時
、
修
復
す
る
た
め
に
埋
ま
っ
て
い
る
部
分
を
掘
り
起

こ
し
ま
し
た
が
、
掘
れ
ば
掘
る
ほ
ど
下
に
土
台
が
埋
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
立
派
な
お
墓
が
復
元
で
き
ま
し
た
。

四
、
ま
た
、
そ
の
お
墓
に
は
石
仏
（
多
分
、
大
日
如
来
だ
と
思
い

）

、

、

ま
す

が
乗
せ
て
あ
る
の
で
す
が

か
つ
て
そ
の
首
が
な
く
な
り

お
墓
の
す
ぐ
そ
ば
の
池
に
投
げ
込
ん
だ
と
い
う
う
わ
さ
で
、
池
を

さ
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

こ
で
、
石
屋
さ
ん
に
頼
ん
で
首
だ
け
作
っ
て
も
ら
い
セ
メ
ン
ト
で

く
っ
つ
け
て
あ
る
の
で
す
。

五
、
と
こ
ろ
が
、
あ
れ
だ
け
探
し
て
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
首
が
、

今
度
の
修
復
で
掘
り
お
こ
し
て
い
て
、
見
つ
か
り
ま
し
た
。
他
に

も
、
欠
け
た
部
分
や
無
く
な
っ
た
部
分
も
、
壊
れ
た
も
の
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。

六
、
首
は
さ
っ
そ
く
、
持
っ
て
返
っ
て
洗
い
、
近
所
の
木
工
所
の

方
に
お
願
い
し
て
台
座
を
作
っ
て
頂
き
、
わ
が
家
の
お
堂
に
安
置

し
、
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

七
、
推
測
で
す
が
、
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
の
折
、
廃
寺
の
墓
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
特
に
粗
末
に
さ
れ
て
壊
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
土

台
と
も
ど
も
埋
め
ら
れ
、
畑
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

八
、
そ
の
お
墓
を
取
り
巻
く
畑
は
休
耕
中
で
し
た
の
で
、
地
主
の

方
に
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
貸
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

九
、
ま
た
、
お
墓
の
修
復
も
、
畑
が
少
々
狭
ま
っ
た
の
で
す
が
、

快
く
承
諾
し
、
修
復
の
二
日
目
に
は
、
立
ち
会
っ
て
見
守
っ
て
下

さ
い
ま
し
た
。

、

、

、

、

、

、

十

い
ま
そ
の
畑
に
は

い
ち
ご

パ
セ
リ

キ
ャ
ベ
ツ

大
根

菊
菜
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
南
京
、
ナ
ス
、
ト
マ
ト
、
さ
つ
ま
い
も

。

、

。

な
ど
を
植
え
て
い
ま
す

毎
日

そ
の
畑
に
出
掛
け
て
行
き
ま
す

月
刊

平
成
八
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
七
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

五
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

七
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


