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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
七
巻

十
二
月
号

神
は
義
と
愛

キ
リ
ス
ト
教
で
は

神
は

義
で
あ
り
愛
で
あ
る

と
さ
れ
る

そ
れ
は

意
識
の
水
準
で
は

「
他
己
」
の

人
格
で
あ
り

感
情
で
あ
る

で
も

そ
れ
が

実
践
で
き
る
に
は

「
自
己
」
に

そ
れ
ら
を

体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

無
意
識
の
水
準
で

自
己
と
他
己
を

統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
三
六

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
一
二
）

マ
タ
イ
福
音
書
の
第
五
章
を
続
け
ま
す
。

二
一
昔
の
人
々
に

『
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
を
殺

、

す
者
は
さ
ば
き
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

』
と
言
わ
れ

。

た
の
を
、
あ
な
た
が
た
は
聞
い
て
い
ま
す
。

二
二
し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
。
兄
弟

に
向
か
っ
て
腹
を
立
て
る
者
は
、
だ
れ
で
も
さ
ば
き
を
う
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
兄
弟
に
向
か
っ
て
『
能
無
し
』
と

、

。

、

言
う
よ
う
な
者
は

最
高
議
会
に
引
き
渡
さ
れ
ま
す

ま
た

『
ば
か
者
』
と
言
う
よ
う
な
者
は
燃
え
る
ゲ
ヘ
ナ
に
投
げ
込

ま
れ
ま
す
。

二
三
だ
か
ら
、
祭
壇
の
上
に
供
え
物
を
さ
さ
げ
よ
う
と
し
て

い
る
と
き
、
も
し
兄
弟
に
恨
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
こ
で
思

出
し
た
な
ら
、

、

、

二
四
供
え
物
は
そ
こ
に

祭
壇
の
前
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て

出
て
行
っ
て
、
ま
ず
な
た
の
兄
弟
と
仲
直
り
を
し
な
さ
い
。

そ
れ
か
ら
、
来
て
、
そ
の
供
え
物
を
さ
さ
げ
な
さ
い
。

二
五
あ
な
た
を
告
訴
す
る
者
と
は
、
あ
な
た
が
彼
と
い
っ
し

ょ
に
途
中
に
あ
る
間
に
早
く
仲
良
く
な
り
な
さ
い
。
そ
う
で

、

、

、

な
い
と

告
訴
す
る
者
は

あ
な
た
を
裁
判
官
に
引
き
渡
し

裁
判
官
は
下
役
に
引
き
渡
し
て
、
あ
な
た
は
つ
い
に
牢
に
い

れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
六
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
に
告
げ
ま
す
。
あ
な
た
は
最
後
の

一
コ
ド
ラ
ン
ト
を
支
払
う
ま
で
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
は
来
ら

ま
せ
ん
。

前
月
号
の
、
最
後
の
二
○
節
は
次
の
よ
う
で
し
た

「
ま
こ
と

。

に
あ
な
た
が
た
に
告
げ
ま
す
。
も
し
あ
な
た
が
た
の
義
が
、
律
法

学
者
や
パ
リ
サ
イ
人
の
義
に
ま
さ
る
も
の
で
な
い
な
ら
、
あ
な
た

が
た
は
決
し
て
天
の
御
国
に
入
れ
ま
せ
ん

」
。

今
月
号
で
取
り
上
げ
ま
す
部
分
は
、
こ
の
二
○
節
の
「
律
法
学

者
や
パ
リ
サ
イ
人
の
義
に
ま
さ
る
義
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か

を
示
す
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
実
は
、
先
月
号
で
も
取
り
上
げ
ま

し
た
が
、
五
章
の
最
後
の
節
で
あ
る
四
八
節
の
「
だ
か
ら
、
あ
な

、

、

。
」

た
が
た
は

天
の
父
が
完
全
な
よ
う
に

完
全
で
あ
り
な
さ
い

ま
で
続
き
ま
す
。

こ
こ
は
大
切
な
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
先
月
号
の
復
習
を
少
し
し

て
お
き
ま
す
と
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
「
律
法
学
者
や
パ
リ
サ
イ
人

の
義
に
ま
さ
る
義
」
と
は

「
天
の
父
が
完
全
な
よ
う
に
、
完
全

、
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で
あ
る
」
こ
と
で
し
た
。

で
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
誰
で
も
「
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
に
な
れ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
な
れ
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。
で
も
、
な
れ
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
、
な
れ
な
い

か
ら
こ
そ
、
大
切
な
こ
と
は
、
そ
う
な
っ
た
人
の
言
う
こ
と
を
、

心
の
底
か
ら
真
実
と
信
じ
、
そ
れ
に
則
っ
て
、
ひ
た
す
ら
、
そ
う

な
ろ
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
戒
律
や
律
法
を

守
り
、
毎
日
欠
か
さ
ず
お
祈
り
（
瞑
想
・
ヨ
ー
ガ
）
を
し
、
そ
の

人
の
教
え
を
学
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
怠
り
な
く
そ
う
し
て
い
る

と
き
、
人
は
無
限
に
そ
の
人
と
同
じ
「
完
全
さ
」
に
近
づ
い
て
行

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
て
、
復
習
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
今
月
号
で
取
り
上
げ
ま

し
た
部
分
で
、
難
し
い
言
葉
で
す
が
、
最
高
議
会
、
燃
え
る
ゲ
ヘ

ナ
、
一
コ
ド
ラ
ン
ト
、
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

最
高
議
会
は
、
宗
教
的
な
問
題
の
裁
き
を
す
る
議
会
で
最
高
裁

判
所
も
か
ね
た
と
こ
ろ
で
す
。

燃
え
る
ゲ
ヘ
ナ
は
、
地
獄
の
こ
と
で
、
仏
教
で
い
え
ば
、
例
え

ば
、
焦
熱
地
獄
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。

一
コ
ド
ラ
ン
ト
は
、
そ
の
当
時
の
貨
幣
の
最
小
単
位
で
、
日
本

で
言
え
ば
一
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
順
次
、
検
討
し
て
行
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
は
じ
め
の
「
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
二
一

節
で
す
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
ユ
ダ
ヤ
教
で
言
わ
れ
て
来
ま

し
た
、
い
わ
ゆ
る
律
法
に
当
た
り
ま
す
。
そ
し
て
、
続
く
二
二
節

か
ら
最
後
の
二
六
節
ま
で
は
、
そ
の
律
法
を
超
え
た
「
完
全
さ
」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。

内
容
で
す
が
、
兄
弟
に
腹
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ

て
い
ま
す
。
も
し
そ
う
す
る
も
の
は
、
さ
ば
き
を
受
け
た
り
、
宗

教
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
り
、
地
獄
に
投
げ
込
ま
れ
た
り
す
る
と
言

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
告
訴
す
る
も
の
と
は
、
直
ぐ
に
も
仲
直
り

す
べ
き
こ
と
が
述
べ
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
要
す
る
に
、
た
と
え
人
を
殺
さ
な
く
て
も
、
た
だ

腹
を
立
て
た
だ
け
で
、
殺
し
た
と
同
様
に
裁
き
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

で
も
、
世
間
に
、
兄
弟
喧
嘩
は
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
で
す
し
、

ま
た
、
訴
訟
も
絶
え
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
人
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

腹
を
立
て
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
殺
人
と
同
様
に
処
罰
し
た
ら
、
処

罰
さ
れ
な
い
人
を
探
す
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
は
、
な
ぜ
、
こ
ん
な
現
実
離
れ
し
た
こ
と
を
言
う
の

。

、

、

で
し
ょ
う
か

こ
れ
が
本
当
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

普
通

な
か
な
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
者
は
、
当
の

キ
リ
ス
ト
さ
え
も
が
、
パ
リ
サ
イ
人
に
は
腹
を
立
て
、
攻
撃
し
て

い
る
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
の
立
腹
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は
、
他
者
へ
の
愛
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
の

と
は
異
な
り
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
も
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
よ
っ
て
、
た
と

え
腹
を
立
て
て
も
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
、
こ
れ
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
仏
教
で
は
ど

う
考
え
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
仏
教
に
は
為
し
て
は
な
ら
な
い
戒
め
（
律

法
）
と
し
て
十
善
戒
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
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
、
で
す
。
①
か
ら
③

は

「
身
」
で
為
す
も
の
、
④
か
ら
⑦
は

「
口
」
で
為
す
も
の
、

、

、

⑧
か
ら
⑩
は

「
意
（
こ
こ
ろ

」
で
為
す
も
の
で
す
。

、

）

私
が
提
唱
し
て
い
ま
す
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
言

い
ま
す
と
、
身
は
「
か
ら
だ
」
つ
ま
り
「
感
覚

運
動
」
と
い
う

―

―

精
神
の
働
き
で
為
す
も
の
、
口
は
「
あ
た
ま
」
つ
ま
り
「
認
知

言
語
」
と
い
う
精
神
の
働
き
で
為
す
も
の
、
意
は
「
こ
こ
ろ
」
つ

ま
り
「
情
動

感
情
」
と
い
う
精
神
の
働
き
で
為
す
も
の
で
す
。

―

そ
し
て
、
仏
教
で
は
、
こ
こ
ろ
で
為
す
三
つ
を
貪
瞋
癡
（
と
ん

じ
ん
ち
）
の
三
毒
と
呼
び
、
か
ら
だ
や
あ
た
ま
で
な
す
悪
の
根
本

で
あ
る
と
し
て
、
重
視
し
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
貪
は
、
む
さ
ぼ

る
こ
と
、
瞋
は
、
腹
を
立
て
る
こ
と
、
癡
は
、
こ
こ
ろ
に
宇
宙
の

根
源
原
理
を
悟
ら
な
い
こ
と
、
で
す
。
こ
う
い
う
こ
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
と
、
い
く
ら
あ
た
ま
や
か
ら
だ
で
為
す
悪
を
為
さ
な
い
で
お

、

。

、

、

こ
う
と
思
っ
て
も

為
し
て
し
ま
う
の
で
す

殺
す
な

盗
む
な

邪
淫
を
犯
す
な
、
嘘
を
つ
く
な
、
悪
口
を
言
う
な
、
と
言
わ
れ
て

み
て
も
、
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
外
見
的
・
形
式
的
に

守
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
そ
れ
は
、
い
つ
破
ら
れ
る
か
分
か
ら
な

い
不
安
定
な
も
の
と
言
え
る
の
で
す
。

聖
書
で
キ
リ
ス
ト
が
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
で
す
。
い
く
ら
殺
す
な
と
い
っ
て
み
て
も
、
こ
こ
ろ
が

伴
わ
な
け
れ
ば
、
い
つ
破
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
が
、
律
法
の

さ
だ
め
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
ろ

も
ま
た
、
い
や
こ
こ
ろ
こ
そ
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
貪
瞋
癡
が
悪
の
根
本
だ
か
ら
、
そ
れ
を
な

、

。

く
し
よ
う
と
思
っ
て
も

直
ぐ
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

、

、

こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
で
言
い
ま
す
と

神
が
愛
す
る
よ
う
に

自
分
も
隣
人
を
愛
そ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
の
通
り
で
き
る
も
の
で

は
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
者
の
歴

史
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
人
で
も
、
例
え
ば
、
心
は
丸
く
、
腹
は
立
て
ず
、
気
は

長
く
、
し
よ
う
と
誓
い
を
立
て
、
色
紙
か
何
か
の
紙
に
、
心
と
い

う
字
を
丸
く
書
き
、
腹
は
立
て
な
い
よ
う
に
と
寝
か
し
て
書
き
、

気
は
長
く
と
伸
ば
し
て
書
い
て
、
毎
日
ま
い
に
ち
、
朝
昼
晩
三
度
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拝
ん
で
い
て
も
、
な
か
な
か
そ
の
通
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
で
す
。

実
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
「
完
全
」
に
な
ら
な
け
れ

ば
、
そ
う
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

、

、

。

で
は

完
全
に
な
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
は
、
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
、
キ
リ

ス
ト
の
教
え
を
信
じ
て
、
言
わ
れ
る
通
り
に
そ
う
な
ろ
う
と
努
力

す
る
こ
と
な
の
で
す

「
あ
な
た
が
た
は
、
天
の
父
が
完
全
な
よ

。

う
に
、
完
全
で
あ
り
な
さ
い

」
と
言
わ
れ
る
通
り
、
完
全
に
な

。

ろ
う
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
努
力
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
瞑
想
や
ヨ
ー
ガ
を
通
じ
て
、
無
意

識
の
自
己
（
生
命
蔵
識
）
と
他
己
（
如
来
蔵
識
）
が
統
合
で
き
る

よ
う
、
修
行
（
瞑
想
・
ヨ
ー
ガ
）
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

は
じ
め
の
辺
り
で
述
べ
ま
し
た
が
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、

「
キ
リ
ス
ト
さ
え
も
が
、
パ
リ
サ
イ
人
に
腹
を
立
て
、
攻
撃
し
て

い
る
」
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
、
で
き
な
く
て
当
た
り
前
で
、
あ

あ
言
わ
れ
た
か
ら
と
て
、
腹
を
立
て
て
も
よ
い
の
だ
と
思
っ
て
い

た
り
、
た
と
え
腹
を
立
て
て
も
神
の
愛
で
許
さ
れ
る
と
考
え
る
よ

う
で
す
が
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
理
解
し
な
い
人
た
ち
の
勝
手

な
思
い
込
み
で
す
。

先
月
号
の
最
初
に
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
一
七
節
で
は
キ
リ

ス
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す

「
わ
た
し
が
来
た
の
は
律

。

法
や
預
言
者
を
廃
棄
す
る
た
め
だ
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
廃

、

。
」

。

棄
す
る
た
め
で
は
な
く

成
就
す
る
た
め
に
来
た
の
で
す

と

こ
の
言
葉
の
通
り
、
キ
リ
ス
ト
が
、
パ
リ
サ
イ
人
に
腹
を
立
て

て
攻
撃
し
た
の
も
「
律
法
」
に
か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
彼
が

し
た
い
こ
と
は
全
て
が
律
法
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
完
全
な

人
が
な
す
こ
と
は
全
て
そ
う
な
の
で
す
。

で
も
、
完
全
で
な
い
人
は
、
ど
こ
か
に
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
腹
を
立
て
れ
ば
か
な
ら
ず
悪
を
為
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
言
わ
れ
る
通
り
、
完
全
で
な
い
人
は
腹

を
立
て
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
悪
を
為
し
て
も
、
神
の
愛

で
許
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、

居
直
っ
て
い
た
の
で
は
、
こ
の
世
は
、
悪
が
ど
ん
ど
ん
累
積
し
て

い
き
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
は
、
何
千
年
も
前
の
こ
と
で
も
、
未
だ
に
許

し
て
い
ま
せ
ん
。
神
と
同
様
に
許
す
べ
き
で
す
が
、
そ
う
は
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
歴
史
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
れ
ほ
ど
戦
争
を
し

て
来
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
し
、
現
在
も
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
破

っ
て
宗
教
の
た
め
に
殺
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
も
方

。

、

、

々
で
テ
ロ
を
行
っ
て
い
ま
す

仏
教
も

釈
尊
の
教
え
を
破
っ
て

太
平
洋
戦
争
の
と
き
、
積
極
的
に
戦
争
参
加
を
奨
励
し
た
宗
派
が

あ
り
し
た
。
キ
リ
ス
ト
が
言
わ
れ
る
通
り
、
腹
を
立
て
な
い
よ
う

に
、
ど
こ
ま
で
も
努
力
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

他

己

が

な

い

過

去

が

な

い

他
己
が

垢
で
汚
れ
て
い
る
人
は

自
己
が

客
観
化
で
き
な
い

だ
か
ら

過
去
が
な
く
な
る

過
去
の
記
憶
は

自
分
の
都
合
の

よ
い
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く

有
っ
た
こ
と
を

無
か
っ
た
と
い
い

無
か
っ
た
こ
と
を

有
っ
た
と
い
う

生

活

の

た

め

に

障
害
児
が

生
活
で
き
る
と
は

社
会
へ
適
応
で
き
る

と
い
う
こ
と
な
の
？

障
害
児
は
生
活
の

た
め
に
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い

た
だ

あ
る
が
ま
ま
に
あ
る

だ
け

み

ん

な

ば

ら

ば

ら

一
人
ず
つ

み
ん
な
ば
ら
ば
ら

民
主
主
義

思

想

は

残

る

老
子
さ
え

ソ
ク
ラ
テ
ス
さ
え

ろ
く
な
弟
子

も
た
ぬ
け
れ
ど
も

今
の
世
に

思
想
は
残
り

輝
い
て
い
る

原

罪

・

如

来

蔵

文

化

他
者
を

私
と
同
じ
く

原
罪
を
背
負
っ
た

罪
深
い
存
在
と
す
る
文
化

他
者
を

私
と
同
じ
く

仏
さ
ま
を
内
に
蔵
し
た

情
け
深
い
存
在
と
す
る
文
化
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相

対

に

依

存

し

た

幸

せ

美
味
し
い
も
の
を

食
べ
た
ら
幸
せ
な
人
は

美
味
し
い
も
の
が
な
か
っ
た

ら幸
せ
に
な
れ
な
い

異
性
に
も
て
た
ら

幸
せ
な
人
は

異
性
に
も
て
な
か
っ
た
ら

幸
せ
に
な
れ
な
い

名
誉
が
あ
っ
た
ら

幸
せ
な
人
は

名
誉
が
な
か
っ
た
ら

幸
せ
に
な
れ
な
い

財
産
が
あ
っ
た
ら

幸
せ
な
人
は

財
産
が
な
か
っ
た
ら

幸
せ
に
な
れ
な
い

身
内
が
そ
ば
に
い
た
ら

幸
せ
な
人
は

身
内
が
い
な
か
っ
た
ら

幸
せ
に
な
れ
な
い

時

間

の

共

有

時
間
は

人
が

生
き
る
と
い
う
こ
と

人
は
時
間
を

共
有
す
る
と
き

こ
こ
ろ
を

響
か
せ
合
え
る

愛

情

の

補

償

作

用

食
欲
は

愛
情
の

代
替
作
用

攻
撃
は

愛
情
の

反
動
作
用

性
欲
は

愛
情
の

確
認
作
用

自

分

の

め

が

ね

学
問
も

世
俗
の
こ
と
も

心
内
も

自
分
の
め
が
ね

通
し
見
る
の
み

他

者

に

ま

か

せ

る

自
ら
の

生
き
甲
斐
さ
え
も

他
者
に
問
う



- 8 -

釈
尊
の
こ
と
ば
（
五
二
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
八
二
）
人
間
の
身
を
受
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
死
す
べ

き
人
々
に
寿
命
が
あ
る
の
も
難
し
い
。
正
し
い
教
え
を
聞
く

の
も
難
し
い
。
も
ろ
も
ろ
の
み
仏
の
出
現
し
た
も
う
こ
と
も

難
し
い
。

難
し
い
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
も
内
容
は
、
結
構
難
し

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
は
じ
め
の
二
つ
の
文
は
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
の
が

難
し
く
、
寿
命
が
あ
る
の
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
本
当

に
こ
の
意
味
が
実
感
で
き
の
は
、
そ
れ
こ
そ
、
か
な
り
難
し
い
こ

と
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

多
く
の
人
は
、
自
分
の
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
育
っ
て
き
た
こ

と
に
、
あ
る
い
は
、
い
ま
の
あ
り
方
に
何
が
し
か
の
不
満
を
い
だ

い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
わ
が
人
生
に
不
足
な
し
、

と
い
う
心
境
に
い
た
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
ど
れ
ほ
ど
お
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

そ
う
思
え
る
に
は
、
自
分
の
全
て
の
過
去
に
感
謝
で
き
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
い
つ
お
迎
え
が
来
て
も
、
あ
り
が
た

く
行
か
せ
て
頂
く
、
と
未
来
に
起
こ
る
こ
と
に
も
感
謝
で
き
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
死
ん
だ
あ
と
、
連
れ
合
い
が
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
財
産
や
名
前
や
子
孫
が
残
る
だ
ろ
う
か

な
ど
と
、
考
え
る
よ
う
で
は
だ
め
で
す
。
こ
の
偈
の
意
味
が
分
か

っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

一
日
生
き
る
こ
と
が
、
永
遠
に
生
き
る
こ
と
だ
と
実
感
で
き
る

と
き
、
は
じ
め
て
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
こ
と
に
感
謝
で
き
、

い
ま
の
命
が
存
在
し
た
こ
と
に
限
り
な
く
感
謝
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
実
に
難
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
実

感
で
き
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
が
自
己
の
生
の
必
然
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
ま
た
実
感
で
き
る
の
で
す
。

偈
の
後
半
の
二
つ
の
文
は
、
正
し
い
教
え
を
聞
く
の
も
難
し
い

し
、
も
ろ
も
ろ
の
み
仏
の
出
現
し
た
も
う
こ
と
も
難
し
い
、
と

い
う
も
の
で
し
た
が
、
こ
の
最
後
の
み
仏
の
出
現
し
た
も
う
こ
と

が
難
し
い
の
は
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
す

が
、
正
し
い
教
え
を
聞
く
の
が
難
し
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
で
は

な
く
、
や
さ
し
い
こ
と
だ
と
思
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
例

、

、

え
ば

い
ま
紹
介
し
て
い
ま
す
法
句
経
も
正
し
い
教
え
で
す
の
で

こ
の
文
章
を
読
む
人
は
、
や
す
や
す
と
正
し
い
教
え
を
聞
い
て
い

る
と
言
え
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う

こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
法
句
経
の
教
え
を
真
に
聞
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
句
経

の
偈
が
心
の
底
か
ら
理
解
で
き
、
か
つ
、
実
行
で
き
る
と
き
言
え
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る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、
釈
尊
は
法
句
経
で
、
自
分

の
財
産
に
も
親
や
子
に
も
、
自
分
の
命
に
す
ら
執
着
し
て
は
な
ら

な
い
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
で
も
、
こ
の
教
え
を
真
に
聞
く

と
い
う
の
は
、
こ
の
教
え
に
従
う
、
あ
る
い
は
、
従
お
う
と
精
進

す
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、
そ
う
か
、
と
い
っ
て
聞
き

流
す
の
で
は
聞
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
え
ま
す
。

ど
う
ぞ
皆
さ
ん
も
、
親
か
ら
頂
い
た
得
難
い
生
を
大
切
に
し
、

一
日
生
き
る
こ
と
が
永
遠
に
生
き
る
こ
と
だ
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
世
に
悪
を
積
ま
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
障
害
児
が
幸
せ

な
社
会
が
来
ま
す
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
幸
せ
に
な
れ
る
社
会

が
来
ま
す
よ
う
に
、
と
釈
尊
の
教
え
に
則
っ
て
修
行
し
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
一
八
三
）
す
べ
て
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、
善
い
こ
と
を

行
い
、
自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
、

こ
れ
が
諸
の
仏
の

―
―

教
え
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
有
名
な
七
仏
通
戒
偈
と
呼
ば
れ
る
偈
で
す
。
も
う
何

度
も
紹
介
し
ま
し
た
。
仏
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
一
言
で
言
え
ば
、

こ
う
な
り
ま
す
。

こ
の
偈
で
大
切
な
点
は

「
自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
」
と
い

、

う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

ど
の
宗
教
も
、
悪
を
な
さ
ず
、
善
を
な
す
こ
と
を
す
す
め
て
い

ま
す
が
、
心
を
浄
め
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
す
す
め
る
こ
と
は
、

仏
教
の
大
き
な
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。
勿
論
、
い
ま
巻
頭
の
シ

リ
ー
ズ
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
「
独
り
静
か

に
お
祈
り
す
る
こ
と
」
を
す
す
め
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
体
系

化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
ヨ
ー
ガ
の
伝
統
の
あ
っ
た
イ
ン

ド
な
ら
で
は
の
も
の
だ
と
思
え
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
心
を
浄
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
既

に
、
何
度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
人
間
は
難
儀
な
こ
と
に
、
い

く
ら
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
そ
う
と
し
て
も
、
そ
う
は
で
き
な
い

か
ら
な
の
で
す
。
パ
ウ
ロ
の
よ
う
に
、
自
分
の
精
神
に
は
神
が
宿

っ
て
い
る
の
に
、
肉
体
に
は
悪
魔
が
宿
っ
て
い
て
、
そ
の
悪
魔
が

神
の
望
ま
な
い
悪
を
な
さ
し
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
弟
子

、

。

、

た
ち
に
対
し

完
全
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
ま
す

そ
れ
は

、

、

。

実
は

心
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

実
現
で
き
る
も
の
で
す

キ
リ
ス
ト
で
言
い
ま
す
と
「
奥
ま
っ
た
部
屋
で
独
り
静
か
に
お
祈

り
を
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
の
み
実
現
で
き
る
も
の
な
の
で
す
。

で
は
、
悪
と
は
何
で
、
善
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
、
少
し
こ
の
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
モ
デ
ル
で
は

「
自
己
」
は
、
自

、

分
を
主
張
し
て
ど
こ
ま
で
も
生
き
て
行
き
た
い
と
す
る
精
神
の
精
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に
あ
た
る
働
き
で
す
し

「
他
己
」
は
、
他
者
を
求
め
、
他
者
と

、

心
を
通
わ
せ
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
精
神
の
神
に
あ
た
る
働
き

で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
二
つ
の
精
神
の
働
き
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に

生
き
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
基
本
的
に
は
、
悪
は
、
他
己
を
麻
痺
さ
せ
た
、
自

己
に
閉
じ
た
行
為
で
あ
り
、
善
は
、
自
己
を
開
き
、
自
己
を
制
し

た
、
他
己
の
働
い
た
行
為
で
あ
る
、
と
言
え
ま
す
。

で
す
か
ら
、
真
に
善
を
な
す
た
め
に
は
、
ま
ず
、
自
己
を
制
す

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
度
も
述
べ

、

、

、

ま
す
よ
う
に

自
己
へ
の
執
着
を
捨
て

自
己
を
制
す
る
こ
と
は

と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
で
き
な
い
人
は
、
常
に
悪
を

な
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
の
勤
務
す
る
大
学
で
の
、
仲
間
た
ち
の
な
す
行
為
を
見
て
い

ま
す
と
、
一
つ
の
こ
と
を
な
せ
ば
、
一
つ
の
悪
を
な
す
、
と
い
う

ほ
ど
に
自
己
に
執
ら
わ
れ
て
悪
を
な
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
自
分

で
は
逆
に
、
善
い
こ
と
を
な
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

救
わ
れ
ま
せ
ん
。
末
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い

ま
す
。

善
悪
に
関
し
て
人
間
を
見
る
見
方
に
は
、
人
間
の
性
は
善
で
あ

る
と
す
る
性
善
説
と
、
悪
で
あ
る
と
す
る
性
悪
説
と
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
、
人
間
の
本
性
は
、
ど
ち
ら
で
も
あ
り
う
る
と
思
い
ま

す
。
基
本
的
に
、
人
間
は
、
自
己
を
追
求
し
て
生
き
て
い
く
（
生

命
蔵
識
を
宿
し
て
い
る
）
存
在
で
す
し
、
ま
た
、
同
時
に
他
者
を

求
め
る
こ
と
で
し
か
、
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
な
い
（
如
来
蔵
識
を
宿

し
て
い
る
）
存
在
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
あ

ら
ゆ
る
人
が
、
幸
せ
に
な
る
た
め
に
は
、
自
己
を
制
し
、
他
者
を

尊
重
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
一
八
四
）
忍
耐
・
堪
忍
は
最
上
の
苦
行
で
あ
る
。
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
は

説
き
た
ま
う
。
他
人
を
害
す
る
人
は
出
家
者
で
は
な
い
。
他

人
を
悩
ま
す
人
は
（
道
の
人
）
で
は
な
い
。

こ
の
偈
も
、
深
遠
な
真
理
を
述
べ
て
い
ま
す
。
順
次
、
見
て
い

き
ま
す
。

ま
ず

「
忍
耐
・
堪
忍
は
最
上
の
苦
行
で
あ
る

」
と
い
う
文

、

。

で
す
が
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
ば
だ
と
思
い
ま
す
。

大
乗
仏
教
の
実
践
徳
目
に
六
波
羅
蜜
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

、

、

、

（

）
、

、

そ
れ
は

①
布
施

②
持
戒

③
忍
辱

に
ん
に
く

④
精
進

⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
、
の
六
つ
で
す
。
こ
の
中
の
③
が
、
こ
こ
の
忍

耐
・
堪
忍
に
あ
た
り
ま
す
。

、

、

。

こ
の
中
で
も

最
も
難
し
い
の
が

こ
の
忍
辱
の
徳
な
の
で
す

特
に
、
他
者
か
ら
、
そ
れ
も
自
分
以
下
だ
と
思
え
る
よ
う
な
人
か

ら
侮
辱
さ
れ
た
り
、
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
し
た
時
に
じ
っ
と
耐
え
て
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い
る
こ
と
ほ
ど
、
難
し
い
も
の
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

と
き
感
じ
る
苦
し
み
、
ス
ト
レ
ス
の
大
き
さ
は
、
は
か
り
知
れ
ま

せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
に
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
こ
と
は
、
徳
を
積
む

上
で
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

現
代
人
に
は
、
こ
の
徳
が
特
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
じ
っ
と
我
慢
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
不
当
な
、
い
わ
れ
の
な
い
差
別
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
い
ま
は
、
人
の
善
意
か
ら
な
さ
れ
た
よ
う
な
行
為
に
た

い
し
て
す
ら
、
も
し
そ
れ
が
行
き
過
ぎ
て
で
も
い
れ
ば
、
人
権
を

主
張
し
て
、
相
手
を
裁
判
所
に
引
き
出
し
て
い
ま
す
。
じ
っ
と
我

慢
す
る
こ
と
の
徳
な
ど
、
ま
っ
た
く
そ
の
価
値
を
失
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す

「
成
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

。

も
う
死
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
釈
尊

が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
功
徳
を
積
む
最
上
の
苦
行
な
の
で
す
が
。

次
の
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
、
も
ろ
も
ろ

の
ブ
ッ
ダ
は
説
き
た
ま
う

」
と
い
う
文
に
移
り
ま
す
。
ニ
ル
ヴ

。

、

、

。

ァ
ー
ナ
と
は

日
本
語
で
は

涅
槃
と
か
解
脱
と
か
呼
ば
れ
ま
す

そ
の
境
地
は
、
口
で
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
表
現
し
ま

す
と
、
体
験
で
き
な
い
人
は
、
そ
の
言
葉
に
執
ら
わ
れ
ま
す
。
た

と
え
ば
そ
の
境
地
は

「
こ
の
世
と
か
の
世
を
捨
て
る
」
こ
と
だ

、

と
釈
尊
が
言
わ
れ
ま
す
と

「
こ
の
世
を
捨
て
る
」
の
が
往
（
お

、

う
）
で
あ
り

「
か
の
世
を
捨
て
る
」
の
が
還
（
げ
ん
）
で
あ
る

、

と
理
屈
を
つ
け
て
、
解
釈
し
ま
す
。
私
に
は
、
自
分
の
中
で
過
去

へ
の
執
着
も
未
来
へ
の
執
着
も
消
え
て
、
自
他
が
統
合
さ
れ
、
永

遠
の
い
ま
を
「
た
だ
生
き
て
い
る
」
だ
け
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
す
が
。

残
っ
た
部
分
の
「
他
人
を
害
す
る
人
は
出
家
者
で
は
な
い
。
他

人
を
悩
ま
す
人
は
（
道
の
人
）
で
は
な
い

」
に
移
り
ま
す
。

。

こ
の
文
を
読
み
ま
す
と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
こ
と
を
思
い
出
し

ま
す
。
親
が
反
対
す
る
の
に
家
出
を
し
て
出
家
を
す
る
の
は
、
成

年
に
達
し
た
人
な
ら
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
自
分
の
生
き
方
を

、

、

自
分
で
決
め
る
行
為
と
し
て

た
と
え
親
を
悩
ま
し
た
と
し
て
も

許
さ
れ
ま
す
が
、
で
も
、
宗
教
の
名
に
お
い
て
、
自
分
の
親
や
信

者
や
一
般
他
者
の
自
由
を
奪
い
、
他
者
を
悩
ま
し
た
り
、
害
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

出
家
し
た
い
と
い
う
子
の
生
き
方
を
、
親
の
エ
ゴ
で
反
対
す
る

こ
と
は
、
反
対
す
る
方
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
親
が
反
省

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

、

、

、

現
代
人
は

自
己
に
閉
じ

自
己
を
肥
大
化
し
て
い
ま
す
の
で

、

、

、

自
分
が

相
手
を
信
頼
も
し
な
け
れ
ば

愛
情
も
あ
げ
な
い
の
に

相
手
が
く
れ
な
い
と
言
っ
て
自
分
が
悩
み
、
自
分
が
悪
い
の
に
相

、

、

、

手
を
恨
み

そ
し
て

そ
れ
を
相
手
に
ぶ
つ
け
て
相
手
を
悩
ま
し

悪
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。
親
の
子
に
対
す
る
関
係
も
同
じ
で
あ
る

こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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後
記

一
、
今
年
は
、
寒
波
が
来
る
の
が
例
年
よ
り
早
い
よ
う
で
す
。
急

に
寒
く
な
っ
て
、
向
か
い
の
山
も
紅
葉
も
、
も
う
茶
色
に
急
速
に

色
が
変
わ
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

二
、
お
墓
を
修
理
さ
せ
て
頂
い
た
「
大
阿
闍
梨
法
印
増
観
」
さ
ん

の
命
日
は
、
十
二
月
八
日
で
し
た
。
お
供
え
を
し
、
理
趣
経
と
い

う
、
真
言
宗
で
重
視
す
る
お
経
を
あ
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

三
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
十
二
月
八
日
は
成
道
会
、
つ
ま
り
、
釈

尊
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
日
、
つ
ま
り
成
道
さ
れ
た
日
を
祝
っ
て

仏
教
寺
院
で
は
、
法
会
が
も
た
れ
る
日
だ
っ
た
の
で
す
。

四
、
考
え
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
増
観
さ
ん
は
こ
の
日
を
選

ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
成
仏
」
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
弘
法
大
師
さ
ん
が
三
月
二
十
日
の
彼
岸
に
成
仏
さ
れ
た
よ

う
に
、
で
す
。

五
、
そ
の
こ
と
は
、
お
墓
の
向
き
が
、
自
分
が
開
発
さ
れ
た
新
田

、

、

を
見
下
ろ
せ
る
と
同
時
に

自
分
の
所
属
さ
れ
る
仲
間
の
お
墓
も

寺
も
丁
度
見
渡
せ
る
位
置
と
向
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
虚

空
蔵
求
聞
持
法
を
修
法
す
る
と
き
の
東
を
向
い
て
い
る
こ
と
な

ど
、
極
め
て
配
慮
の
行
き
届
い
た
場
所
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え

合
わ
せ
ま
す
と
、
そ
う
思
う
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
す
。

六
、
先
日
、
増
観
さ
ん
の
所
属
し
て
い
た
お
寺
で
、
明
治
初
年
に

お
取
り
潰
し
に
あ
っ
た
神
護
寺
・
城
林
寺
の
所
管
し
て
い
た
誉
田

八
幡
宮
の
宮
司
さ
ん
に
あ
う
機
会
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
増
観
さ

ん
に
つ
い
て
の
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
か
お
尋
ね
し
ま
し
た
と
こ

ろ
、
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

七
、
増
観
さ
ん
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
が
い
ま
住
ん
で
い
ま
す
家

の
前
に
広
が
る
田
ん
ぼ
を
、
前
述
の
よ
う
に
新
田
開
発
さ
れ
、
そ

れ
が
見
下
ろ
せ
る
場
所
に
お
墓
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
方
だ
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
、
何
か
分
か
れ
ば
い
い
の
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。

八
、
早
い
も
の
で
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
も
も
う
満
七
年
に

な
り
ま
し
た
。
よ
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

月
刊

平
成
八
年
十
二
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

十
二
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

八
十
四
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
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