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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
八
巻

七
月
号

病
ん
で
い
る

子
ど
も
が

病
ん
で
い
る

と
テ
レ
ビ
で

評
論
家
た
ち
は

言
う

で
も

自
分
自
身
が

病
ん
で
い
る
と
は

思
っ
て
い
な
い

本
当
は

お
と
な
が

病
ん
で
い
る
か
ら

そ
し
て

社
会
全
体
が

病
ん
で
い
る
か
ら

子
ど
も
が

病
ん
で
育
つ
の
に
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
三
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
一
九
）

九

だ
か
ら
、
こ
う
祈
り
な
さ
い
。

「
天
に
い
ま
す
私
た
ち
の
父
よ
。

御
名
（
み
な
）
が
あ
が
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

十

御
国
（
み
く
に
）
が
来
ま
す
よ
う
に
。

み
こ
こ
ろ
が
天
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
地
で
も
行

わ
れ
ま
す
よ
う
に
。

十
一

私
た
ち
の
日
ご
と
の
糧
（
か
て
）
を
き
ょ
う
も
お

え
く
だ
さ
い
。

十
二

私
た
ち
の
負
い
め
を
お
赦
（
ゆ
る
）
し
く
だ
さ
い

私
た
ち
も
、
私
た
ち
に
負
い
め
の
あ
る
人
た
ち
を
許

し
ま
し
た
。

十
三

私
た
ち
を
試
み
に
会
わ
せ
な
い
で
、
悪
か
ら
お
救
い

く
だ
さ
い

〔
国
と
力
と
栄
え
は
、
と
こ
し
え
に

。
」

あ
な
た
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
ア
ー
メ
ン

〕
。

十
四

も
し
人
の
罪
を
赦
す
な
ら
、
あ
な
た
が
た
の
父
も
あ
な

た
が
た
を
赦
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

十
五

し
か
し
、
人
を
赦
さ
な
い
な
ら
、
あ
な
た
が
た
の
父

あ
な
た
が
た
の
罪
を
お
赦
し
に
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
九
節
か
ら
十
三
節
は

「
主
の
祈
り
」
と
呼
ば
れ
、
キ
リ

、

ス
ト
者
の
集
会
（
ミ
サ
）
で
は
常
に
唱
え
ら
れ
、
み
ん
な
が
暗
記

し
て
い
る
よ
う
で
、
と
て
も
有
名
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
多

く
の
解
説
者
が
、
力
を
入
れ
て
解
説
し
て
い
ま
す
。

順
次
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

「
天
に
い
ま
す
私
た
ち
の
父
よ
」
で
す
が
、
父
と
は
、

、

、

。

、

言
う
ま
で
も
な
く

神
の
こ
と
で
す

神
に
親
愛
の
情
を
も
っ
て

父
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
「
律
法
（
戒
律
や

信
仰
上
の
取
決
め

」
を
重
視
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
神
を
こ
ん

）

な
、
あ
る
意
味
で
く
だ
け
た
呼
び
方
で
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
で

「
こ
こ
ろ
」
を
重
視
し
た
キ
リ
ス
ト
に
し
て
、
は
じ
め
て

、

で
き
た
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

こ
の
父
の
居
ら
れ
る
所
で
す
が
、
そ
れ
が
「
天
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
私
は
、
神
は
自
分
の
「
精
神
」
の
「
髄
（
無
意
識

」
に

）

宿
っ
て
い
て
、
神
の
国
は
自
分
自
身
の
中
に
実
現
す
る
の
だ
と
言

っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
神
が
天
に
居
ら
れ
る
の
は
お
か
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
お
祈
り
す
る
と
き
、
私
た
ち

は
自
分
の
無
意
識
に
宿
る
神
を
、
祈
り
を
捧
げ
る
対
象
に
す
る
こ
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と
は
、
無
意
識
の
こ
と
で
す
か
ら
、
で
き
な
い
の
で
す
。
意
識
し

て
対
象
と
す
る
に
は
、
私
た
ち
を
超
え
た
存
在
と
し
て
私
た
ち
の

外
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
祈
り
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
と
言
え
ま
す
。
坐
禅
の
よ
う
に
意
識
を
滅
し
、
自
分
を
無
に
し

て
、
ひ
た
す
ら
坐
る
と
き
に
は
、
自
分
の
無
意
識
に
ま
で
降
り
て

い
き
、
そ
こ
に
宿
っ
て
お
ら
れ
る
神
や
仏
と
出
会
う
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
し
か
し
意
識
し
て
は
、
そ
れ
は
不
可
能
な
の
で
す
。

意
識
す
る
と
き
に
は
、
神
や
仏
を
、
天
で
あ
れ
、
お
堂
の
中
で

あ
れ
、
自
分
の
外
や
廻
り
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
で
、
そ
の
神
や
仏
と
一
体
に
な
る
よ
う
に
努
力
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
が
、
天
に
居
ら
れ
る
神
で
あ
り
、
仏
教
で
言
え
ば
、
荘
厳

な
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
そ
れ

を
偶
像
崇
拝
と
し
て
排
除
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
う
す
る
必

要
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
祈
り
の
補
助
手
段
と
し
て

大
切
な
も
の
と
言
え
る
の
で
す
。

次
に
「
御
名
（
み
な
）
が
あ
が
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に

」
で
す

。

が
、
こ
れ
は
自
分
が
神
の
名
（
神
自
身
の
こ
と
）
を
あ
が
め
る
の

は
勿
論
、
多
く
の
人
が
あ
が
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
お
祈
り
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
あ
が
め
る
と
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
神

を
自
分
を
超
え
た
尊
い
も
の
と
し
て
信
じ
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き

て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
現
代
人
の
ほ
と
ん
ど
が

失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
現
代
人
は
、
生
活
が
楽
に
な

り
、
自
分
の
生
活
は
自
分
が
自
由
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
多

く
の
場
合
に
、
日
常
的
な
生
活
上
の
苦
し
み
か
ら
、
解
放
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
生
老
病
死
を
忘
れ
さ
せ

「
日
常
性

、

へ
頽
落
（
た
い
ら
く

」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

）

次
に

「
十

御
国
（
み
く
に
）
が
来
ま
す
よ
う
に
。
み
こ
こ

、

ろ
が
天
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
地
で
も
行
わ
れ
ま
す
よ
う
に

」
で

。

、

、

、

す
が

御
国
が
来
る
と
は

こ
れ
ま
で
言
っ
て
き
ま
し
た
よ
う
に

私
た
ち
一
人
一
人
の
心
の
中
に
神
の
国
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
み
こ
こ
ろ
が
天
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
地
で
も

行
わ
れ
ま
す
よ
う
に
と
は
、
一
人
一
人
が
他
者
に
対
し
て
神
の
愛

を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
そ
う
な
り

ま
す
よ
う
に
と
お
祈
り
す
る
わ
け
で
す
。

次
に

「
十
一

私
た
ち
の
日
ご
と
の
糧
（
か
て
）
を
き
ょ
う

、

も
お
与
え
く
だ
さ
い

」
で
す
が
、
日
ご
と
の
糧
と
は
、
食
べ
物

。

に
限
ら
ず
生
活
す
る
た
め
の
、
そ
の
日
そ
の
日
の
物
資
の
こ
と
で

。

、

、
「

」

「

」

す

私
た
ち
人
間
は

他
者
と
呼
べ
る

物

や

生
き
物

「

」

。

や

他
人

に
依
存
し
な
い
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

私
た
ち
人
間
は
、
他
の
こ
の
世
の
存
在
者
と
同
様
に
、
神
や
仏
に

よ
っ
て
こ
の
世
に
「
贈
ら
れ
て
あ
る
」
の
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ
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け
神
や
仏
の
意
志
に
従
っ
て
、
自
分
た
ち
の
命
を
永
ら
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
神
や
仏
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
よ

う
に
、
お
願
い
す
る
わ
け
で
す
。

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

執
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
与
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
神
を
怨
ん
だ
り
、
神
も
仏
も
な
い
と
厭
世
的
に
な
っ
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
い
ま
生
き
て
い
る

以
上
、
い
ま
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
飢
え
た
り
、
凍
え
た
り
、
灼
熱
の
中
に
あ
え

い
だ
り
し
て
、
死
に
瀕
し
て
い
て
も
、
生
き
て
い
る
以
上
、
そ
の

こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を

理
屈
で
そ
う
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
こ
ろ
の
底
か
ら
は
そ
う
思

え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ん
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

次
に

「
十
二

私
た
ち
の
負
い
め
を
お
赦
し
く
だ
さ
い
。
私

、

た
ち
も
、
私
た
ち
に
負
い
め
の
あ
る
人
た
ち
を
許
し
ま
し
た

」
。

で
す
が
、
こ
の
中
の
負
い
め
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
な
じ
み
の

な
い
も
の
で
す
。

こ
の
言
葉
は
、
負
債
と
訳
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と

広
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
他
者
が
自
分
に

対
し
て
為
し
た
、
あ
る
い
は
自
分
が
神
に
対
し
て
為
し
た
、
義
に

反
す
る
行
為
・
神
の
愛
に
反
す
る
行
為
す
べ
て
を
言
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。
こ
こ
の
「
主
の
祈
り
」
で
言
い
ま
す
と
、
御
名

（
み
な
）
を
あ
が
め
な
い
行
為
、
み
こ
こ
ろ
を
地
で
行
わ
な
い
こ

と
な
ど
も
、
負
い
め
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
負
い
め
を
、
自
分
た
ち
も
他
者
に
対
し
て
赦
す
、
あ

る
い
は
現
に
赦
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
神
も
ど
う
か
私
の
負
い

め
を
お
赦
し
下
さ
い
、
と
神
に
お
願
い
す
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
相
対
な
者
は
、
他
人
に
対
し
て
「
常
に
」
負
い
め
を
作

っ
て
い
ま
す
。
自
分
で
は
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
積
も
り
が
、
実

は
負
い
め
を
作
り
、
悪
を
為
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
多
く
の

人
は
気
付
か
な
い
だ
け
で
す
。
大
学
の
教
師
も
、
勿
論
、
そ
の
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
的
に
そ
れ
を
感
じ
ま
す
。

、

。

、

こ
の
負
い
め
は

人
間
同
志
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

人
間
は

自
然
全
体
に
対
し
て
も
負
い
め
を
作
っ
て
い
ま
す
。
物
の
尊
厳
を

無
視
し
、
動
物
や
植
物
（
生
命
）
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る

の
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を
負
い
め
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
ほ
と
ん

ど
皆
無
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
が
て
、
人
間
が

こ
の
自
然
全
体
（
地
球
全
体
）
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
そ
れ
が
、
相
対
な
者
の
宿
命
だ
と
言
え
る

。

、

。

、

の
で
す

で
も

こ
の
宿
命
を
逃
れ
る
道
が
あ
り
ま
す

そ
れ
は

神
の
国
を
一
人
一
人
の
心
（
精
神
）
の
中
に
実
現
す
る
こ
と
な
の

で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
人
々
の
心
は
動

い
て
い
ま
す
が
。

こ
の
「
主
の
祈
り
」
の
最
後
の
「
十
三

私
た
ち
を
試
み
に
会
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わ
せ
な
い
で
、
悪
か
ら
お
赦
い
く
だ
さ
い
」
で
す
が
、
難
し
い
言

葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
試
み
」
だ
け
が
、
説
明
が
必
要
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
般
的
な
言
葉
で
置
き
換
え
ま
す
と
、
試
練
が
一

番
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
、
弱
い
も
の
で
す
。
常
に

「
自
己
」
に
執
ら
わ
れ
ま

、

す
。
自
己
を
護
ろ
う
と
し
ま
す
。
自
己
の
欲
望
を
、
自
己
の
名
誉

（
他
者
か
ら
の
非
難
や
侮
辱
を
避
け
る
こ
と
）
を
、
自
己
の
財
産

を
、
自
己
の
肉
親
を
、
護
ろ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
為
に
、
多
く
の

場
合

「
他
己
」
を
麻
痺
さ
せ
、
義
に
反
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

、

悪
を
為
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
も
、
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
多
く
は
悪
と
気
付
か
ず
に
、
或
い
は
善
を
為
し
て
い
る
と
思

っ
て
で
す
。

し
か
し
、
人
間
は
、
悪
魔
と
も
呼
べ
る
「
自
己
へ
の
執
着
」
を

捨
て
な
け
れ
ば
、
真
に
自
分
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
（
自
己
実
現
）

も
で
き
な
け
れ
ば
、
他
者
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
（
他
己
実
現
）
も

で
き
ま
せ
ん
。

自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
る
た
め
に
は
、
修
行
が
い
り
ま
す
。
た

だ

「
あ
た
ま
」
で
理
解
す
る
た
け
で
は
、
自
己
を
捨
て
る
こ
と

、
は
で
き
ま
せ
ん
。

自
己
を
捨
て
る
修
行
の
徳
目
と
し
て
、
仏
教
で
は
よ
く
六
波
羅

蜜
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
①
布
施
、
②
持
戒
、
③
忍
辱
、

④
精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
、
の
六
つ
で
す
。
①
布
施
は
、
見
返

。

、

り
を
期
待
し
な
い
他
者
へ
の
慈
悲
・
愛
の
施
し
で
す

②
持
戒
は

戒
律
や
き
ま
り
を
守
る
こ
と
で
す
。
③
忍
辱
は
、
耐
え
忍
ぶ
こ
と

。

、

。

で
す

④
精
進
は

目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い
く
こ
と
で
す

⑤
禅
定
は
、
ヨ
ー
ガ
や
瞑
想
の
こ
と
で
す
。
⑥
智
慧
は
、
直
観
的

な
知
を
う
る
こ
と
で
す
。

こ
の
中
、
特
に
大
切
と
さ
れ
ま
す
の
は
、
持
戒
と
禅
定
と
智
慧

で
す
。
戒
律
を
守
っ
て
心
身
を
清
め
、
ひ
た
す
ら
禅
定
に
励
み
、

智
慧
を
得
る
の
で
す
。

こ
の
「
主
の
祈
り
」
で
「
十
三

私
た
ち
を
試
み
に
会
わ
せ
な

い
で
く
だ
さ
い
、
悪
か
ら
お
赦
い
く
だ
さ
い

」
と
言
う
と
き
の

。

「
試
み
に
会
わ
す
」
と
は
、
私
た
ち
の
側
か
ら
い
い
ま
す
と
、
戒

律
を
破
る
よ
う
な
試
練
に
会
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

、

、

修
行
を
す
る
と
き

先
ず
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
は

戒
律
を
守
っ
て
心
身
を
清
ら
か
に
保
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

い
く
ら
、
信
仰
を
深
め
、
修
行
し
て
い
て
も
、
例
え
ば
、
人
を
殺

し
た
り
、
盗
み
を
し
た
り
、
う
そ
を
つ
い
た
り
、
な
ど
し
て
戒
律

を
破
り
、
悪
を
な
し
て
い
て
は
、
修
行
が
修
行
と
し
て
の
意
味
を

持
た
な
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
こ
の
十
三
節
は
実
際
的
な
意
味
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。
し
か
し
、
十
一
節
の
と
こ
ろ
で
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ

ま
し
た
が
、
い
く
ら
お
願
い
し
て
も
試
練
は
や
っ
て
き
ま
す
。

実
は
、
そ
れ
が
、
試
練
と
思
え
る
よ
う
で
は
、
修
行
が
足
り
な
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い
と
言
え
る
の
で
す
。
人
生
は
、
い
く
ら
お
祈
り
を
し
て
も
、
肉

親
の
死
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
天
災
や
人
災
・
事
故
に

会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
災
い
が
起
こ
れ
ば
、
財
産
や

生
命
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
災
い
も
、
す
べ
て
神
の
な
さ
る
こ
と
だ
と

言
え
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、
自
分
に
執
ら
わ
れ
て
不
幸
だ
と
思
う

の
は
、
自
己
が
驕
慢
に
な
っ
て
い
る
証
拠
で
す
。
何
が
起
こ
ろ
う

と
神
を
怨
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

次
に
、
十
三
節
の
括
弧
の
中
の
〔
国
と
力
と
栄
え
は
、
と
こ
し

え
に
あ
な
た
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
ア
ー
メ
ン

〕
と
い
う
部
分

。

で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
頌
栄
（
し
ょ
う
え
い

」
と
よ
ば

）

れ
、
神
を
賛
美
す
る
文
章
で
す
。
最
後
の
ア
ー
メ
ン
は
、
神
へ
の

畏
敬
や
教
え
へ
の
同
意
の
言
葉
と
し
て
、
文
の
最
後
に
つ
け
て
唱

え
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
、
十
四
節
と
十
五
節
で
す
が
、
赦
す
こ
と
の
大
切
さ
を

「
方
便
」
と
し
て
説
い
て
い
ま
す
。
法
句
経
（
五
）
に
も

「
実

、

に
こ
の
世
に
お
い
て
は
、
怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な

ら
ば
、
つ
い
に
怨
み
の
息
（
や
）
む
こ
と
が
な
い
。
怨
み
を
す
て

て
こ
そ
息
（
や
）
む
。
こ
れ
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る

（
第
三

。
」

巻
五
月
号
で
解
説
）
と
説
か
れ
て
い
ま
し
た
。

自
作
詩
短
歌
等
選

自

分

が

で

き

な

い

事

子
ど
も
を

し
つ
け
る
と
き

自
分
を
棚
上
げ
に
し
て

自
分
が
で
き
も
し
な
い
こ
と
を

子
ど
も
に
き
び
し
く

お
父
さ
ん
！

い
っ
て
は
な
ら
な
い

お
母
さ
ん
！

ま
し
て
や

セ
ン
セ
イ
！

暴
力
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か

自
分
も

で
き
な
い
け
れ
ど

こ
う
こ
う
し
た
ほ
う
が
よ
い

こ
う
こ
う
し
な
い
ほ
う
が
よ
い

と
い
っ
て
は
ど
う
で
す
か

で
も

自
分
も
で
き
る
よ
う
に

が
ん
ば
っ
て
い
る
ん
だ
よ

と
付
け
加
え
て
ほ
し
い
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学

校

に

も

っ

と

自

由

を

某
評
論
家
曰
く

義
務
教
育
が

ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て

十
四
歳
に
し
て

残
忍
に

十
一
歳
の
子
ど
も
を

殺
し
て
し
ま
っ
た

こ
う
し
た
事
件
を

な
く
す
る
に
は

義
務
教
育
が

ス
ト
レ
ス
で
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
っ
と
自
由
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
れ
が

逆
方
向
で
あ
る
の
に

気
付
き
も
せ
ず

こ
う
言
う

少

年

殺

人

防

止

対

策

中
学
生
残
虐
殺
人
を

生
ま
な
い
対
策

あ
る
評
論
家
は

思
い
つ
か
な
い
と
言
う

あ
る
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
は

人
権
教
育
だ
と
言
う

わ
が
国
文
部
大
臣
は

心
の
教
育
だ
と
言
う

そ
ん
な
こ
と
な
ら

今
ま
で
に

ど
れ
ほ
ど

言
わ
れ
た
こ
と
か

破

壊

を

加

速

す

る

お
金
へ
の

執
着
ふ
や
す

現
代
の

人
の
こ
こ
ろ
の

無
毛
さ
よ

農
業
こ
わ
し

自
然
を
も

こ
わ
し
こ
わ
し
て

行
き
着
く
は

人
類
ふ
く
め

地
球
を
も

全
て
こ
わ
し
て

終
わ
る
と
い
う
か

善

い

と

こ

・

悪

い

と

こ

相
対
な
も
の
は

ど
こ
か
に

善
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ど
こ
か
に

悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る

で
も

宗
教
は

絶
対
な
境
地
を

め
ざ
す
も
の

悪
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
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自
作
随
筆
選

酒
鬼
薔
薇
聖
斗
事
件

オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
次
い
で
、
ま
た
ま
た
、
世
界
を
震
撼
さ

せ
る
事
件
が
、
日
本
で
起
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
神
戸
市
須
磨
区
で
起
こ
っ
た
十
五
歳
の
中
学
三
年
生

に
よ
る
、
猟
奇
で
残
虐
・
残
忍
な
殺
人
事
件
で
す
。
相
手
は
、
共

に
よ
く
遊
ん
だ
十
一
歳
の
小
学
六
年
生
で
し
た
。
事
件
の
内
容
を

語
る
事
さ
え
、
は
ば
か
り
た
い
と
思
う
よ
う
な
、
か
つ
て
な
い
殺

人
事
件
で
す
。

多
く
の
評
論
家
や
学
者
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
文
化
人
な
る
人
た
ち

が

「
な
ぜ
こ
ん
な
事
件
が
起
き
た
の
か

「
そ
の
動
機
は
何
な

、

」

の
か

「
こ
れ
は
全
く
特
異
な
事
件
と
言
え
る
の
か

「
今
後
こ

」

」

ん
な
事
件
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
と
言
え
る
の
か
」
な
ど
な
ど
、

け
ん
け
ん
が
く
が
く
と
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
や
っ
て
い
ま
す
。

橋
本
総
理
大
臣
も

「
自
分
も
同
じ
世
代
の
子
ど
も
が
い
る
か

、

ら
、
何
と
も
嫌
な
思
い
だ

「
我
々
は
ど
こ
で
教
育
を
間
違
え
た

」

ん
だ
ろ
う

「
教
育
と
い
う
も
の
を
本
当
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば

」

な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
文
部
大
臣
も
、
教
育

を
改
め
る
よ
う
中
教
審
に
諮
問
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
こ
う
し
た
文
化
人
や
文
部
大
臣
の
い
う
こ
と
を
聞
い
て

い
て
も
、
一
々
取
り
上
げ
ま
せ
ん
が
、
真
に
適
切
な
提
案
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
人
権
教
育
や
心
の
教
育
が
大
切
で
あ
る
と
か
、
お

金
本
位
や
物
質
本
位
の
社
会
が
い
け
な
い
の
だ
、
と
い
っ
た
こ
と

は
、
も
う
言
い
古
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
新
し
い
価
値
は
殆
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
こ
と
を
し
て
き
た
結
果
が
、
今
度
の
事
件

だ
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
、
確
認
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
今
度
の
事
件
も
か
つ
て
の
オ
ウ
ム
事
件
も
、
根
は
同
じ

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
現
代
人
の
「
自
己
」
肥
大
に

原
因
が
あ
り
ま
す
。
自
己
を
肥
大
さ
せ
た
社
会
の
特
徴
は
、
例
え

ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
遵
法
精
神
が
薄
ら
ぐ
、
過

去
の
文
化
を
軽
視
す
る
、
他
人
を
愛
さ
な
い
の
に
自
分
は
愛
し
て

ほ
し
が
る
、
義
務
を
果
た
さ
な
い
の
に
権
利
だ
け
は
主
張
す
る
、

自
分
の
欲
望
〔
①
性
欲
（
氏
族
・
民
族
繁
栄

、
②
食
欲
（
物
欲

）

・
金
銭
欲

、
③
優
越
欲
（
名
誉
・
権
力

〕
の
追
求
に
執
ら
わ

）

）

れ
る
、
な
ど
な
ど
で
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と
、
個
人
と
し
て
人
は
自
分
の
な
し
て
い
る
行

為
が
、
社
会
的
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
社
会
へ
自
分
を
定
位
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
く

る
の
で
す
。
現
実
と
空
想
の
区
別
す
ら
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

き
ま
す
。
ま
た
、
他
者
へ
の
感
情
が
平
板
化
し
、
鈍
麻
し
て
き
ま
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。

、

。

、

す

そ
れ
と
裏
腹
に

被
害
者
意
識
が
高
ま
り
ま
す

そ
の
場
合

自
分
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
く
る
対
象
は
、
特
定
の
人
で
は
な
く
、

不
特
定
多
数
の
社
会
一
般
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

「
聖
斗
」
君
は
、
事
件
の
動
機
を
学
校
へ
の
復
讐
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
で
も
、
そ
れ
が
、
な
ぜ
一
人
の
よ
く
知
っ
て
い
る
友

達
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
説
明
が
つ
き
ま
せ

ん
。
復
讐
対
象
の
拡
散
化
と
い
っ
て
い
る
人
が
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
自
己
に
閉
じ
た
人
の
特
徴
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
一
見
不
可
解
に
見
え
る
聖
斗
君
の
行
動
も
、
私

の
提
唱
し
て
い
ま
す
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
に
照
ら
し
て
見

ま
す
と
、
と
て
も
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。

先
月
号
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
、
若
い
人
た
ち
が
自

己
に
閉
じ
て
、
他
人
か
ら
の
甘
え
は
許
さ
な
い
の
に
、
自
分
は
甘

え
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
日
本
的
社
会
風

土
と
し
て
許
し
て
い
る
の
は
年
配
の
人
た
ち
な
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
で
は
世
界
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
、
若
者
の
自
己
肥
大

化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
こ
の
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。
橋
本
総
理
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
間
違
っ
た
教

育
」
を
た
だ
す
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
こ
ろ
の
豊
か
な
人

「
人
間
性
を
重
ん
じ
る
人

「
お
互

」

」

い
に
思
い
や
り
を
持
ち
合
え
る
人
」
を
育
て
る
こ
と
が
、
大
切
な

こ
と
は
、
既
に
言
い
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
切
実
な
問
題

は
、
そ
れ
が
ど
う
す
れ
ば
可
能
な
の
か
、
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
徳
目
を
あ
げ
て
み
て
も
、
実
現
す
る
方
法
が
分
か
ら
な
け
れ

ば
、
絵
に
書
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。

、

。

で
は

な
ぜ
適
切
な
方
法
が
具
体
化
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か

そ
れ
は
、
人
を
納
得
さ
せ
る
現
代
の
「
人
を
捉
え
る
枠
組
み
」
が

存
在
し
な
い
か
ら
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
こ

ろ
と
は
何
な
の
か
、
人
間
性
と
何
か
、
思
い
や
り
と
は
何
か
、
な

ど
は
、
人
間
を
捉
え
る
枠
組
み
が
な
け
れ
ば
、
明
確
に
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
我
田
引
水
の
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
私
の
提
唱

し
て
い
ま
す
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
＝
自
己
・
他
己
双
対

理
論
」
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
ま
、
世
界
的
に
問
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
エ
ゴ
の
主
張
と
他

者
の
尊
重
を
ど
う
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
か
に
あ
り
ま
す
。
倫
理
学
者

も
、
エ
ゴ
の
主
張
を
抑
え
、
他
者
を
尊
重
す
る
納
得
的
な
人
間
モ

デ
ル
の
欠
如
を
訴
え
て
い
ま
す
。

現
在
は

「
個
人
（
自
己
）
社
会
」
化
が
極
度
に
進
み
、
子
ど

、

も
に
対
す
る
統
制
や
し
つ
け
も
極
め
て
ゆ
る
く
な
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
中
学
生
に
も
自
由
が
大
幅
に
許
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
実
は
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
人
の
中
に
は
、
中

学
生
は
ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
も
っ
と
ス
ト
レ
ス
の
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な
い
よ
う
に
、
自
由
に
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張

を
す
る
人
が
結
構
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
間
違
っ
た
方
向

で
す
。
激
烈
な
進
学
競
争
に
組
み
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を

除
け
ば
、
自
由
を
与
え
過
ぎ
て
自
己
化
し
て
し
ま
い
、
社
会
へ
定

位
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
ま
や
、
そ
こ
か
ら
引
き
返
し

「
他
己
」
を
取
り
戻
す
必
要

、

が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
は
大
人
が
、
他
人
を
信
じ
、
神
や
仏
を

信
じ
る
こ
と
を
自
ら
実
行
し
、
子
ど
も
に
そ
れ
を
手
本
と
し
て
示

。

、

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

前
述
の
自
己
の
欲
望
の
追
求
だ
け
が

人
間
の
生
き
甲
斐
で
は
な
い
こ
と
を
身
を
も
っ
て
教
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
伝
統
や
規
則
を
重
ん
じ
、
善
や
義
が
相
対
な
、
例

え
ば
多
数
決
で
決
め
ら
れ
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
境
地
に
達
し

た
人
た
ち
の
言
葉
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
為
に
は
、
中
国
の
孔
子
を
始
祖
と
す
る
儒
教
が
有
効
で
す
。

ま
た
、
教
育
は
人
格
完
成
を
め
ざ
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
、
大
人

が
自
ら
人
格
完
成
を
め
ざ
し
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
や
老
子
や
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
教
え
だ
と
言
え
ま
す
。

自
己
社
会
化
が
こ
こ
ま
で
来
た
今
、
子
ど
も
の
時
か
ら
、
修
行

す
る
こ
と
を
教
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
に
は
、

温
か
い
愛
情
と
、
そ
れ
を
伴
っ
た
自
由
な
行
動
と
、
社
会
ル
ー
ル

を
教
え
る
厳
し
い
し
つ
け
（
統
制
）
が
特
に
大
切
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
五
九
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
〇
六
）
も
ろ
も
ろ
の
聖
者
に
会
う
の
は
善
い
こ
と
で
あ

る
。
か
れ
ら
と
共
に
住
む
の
は
つ
ね
に
楽
し
い
。
愚
か
な
る

者
ど
も
に
会
わ
な
い
な
ら
ば
、
心
は
つ
ね
に
楽
し
い
で
あ
ろ

う
。

（
二
〇
七
）
愚
人
と
と
も
に
歩
む
人
は
長
い
道
の
り
に
わ
た

っ
て
憂
い
が
あ
る
。
愚
人
と
共
に
住
む
の
は
、
つ
ね
に
つ
ら

い
こ
と
で
あ
る
。

仇
敵
と
と
も
に
住
む
よ
う
に
。

―
―

心
あ
る
人
と
共
に
住
む
の
は
楽
し
い
。

親
族
に
出
会
う

―
―

よ
う
に
。

二
つ
の
偈
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

聖
者
・
心
あ
る
人
と
、
会
っ
た
り
、
住
ん
だ
り
す
る
の
は
、
善

い
こ
と
で
あ
り
、
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
愚
か

な
る
人
・
愚
人
に
、
会
っ
た
り
、
共
に
歩
ん
だ
り
、
共
に
住
む
の

は
、
嫌
で
、
と
て
も
辛
い
こ
と
で
あ
る
。

、

（

）

。

既
に

偈

六
一

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た

「
旅
に
出
て
、
も
し
も
自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
者
か
、
ま
た
は
自

分
に
ひ
と
し
い
者
に
出
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
む
し
ろ
き
っ
ぱ
り
と
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独
り
で
行
け
。
愚
か
な
者
を
道
伴
れ
に
し
て
は
な
ら
ぬ

（
第

。
」

四
巻
九
月
号
で
解
説

。
）

こ
れ
ら
の
偈
に
出
て
く
る
言
葉
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
解
説

は
い
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け

感
じ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
（
二
〇
六
）
で
す
が

「
も
ろ
も
ろ
の
聖
者
に
会
う
の
は

、

善
い
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
そ
の
通
り
で
す
。

聖
者
に
会
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
善
な
る
こ
と
で
す
。
人
間
が
よ

り
善
い
人
間
に
な
る
た
め
に
は
、
善
い
人
間
と
の
出
会
い
が
要
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
出
会
い
そ
れ
自
身
が
善
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
す
。
で
も
、
悲
し
い
こ
と
に
現
代
で
は
、
人
間
と
し
て
の

人
々
の
器
量
が
落
ち
て
き
て
、
聖
者
が
と
て
も
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
し
、
ま
た
、
聖
者
に
出
会
っ
て
も
、
そ
れ
が
聖
者
な
の
か
、

金
儲
け
や
売
名
を
目
的
に
し
て
、
手
品
師
・
曲
芸
師
の
よ
う
な
特

技
や
、
先
祖
の
霊
を
呼
び
出
す
よ
う
な
特
殊
な
能
力
を
養
っ
て
き

、

。

た

単
な
る
凡
人
・
愚
人
な
の
か
判
断
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す

で
す
か
ら
、
現
代
で
は
、
本
物
の
聖
者
と
ま
や
か
し
の
聖
者
を
見

分
け
る
力
を
養
う
た
め
に
も
、
信
仰
や
修
行
が
必
要
だ
と
言
え
ま

す
。
学
校
教
育
な
り
、
地
域
の
社
会
教
育
な
り
で
、
子
ど
も
の
時

か
ら
、
そ
う
し
た
教
育
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

「
愚
か
な
る
者
ど
も
に
会
わ
な
い
な
ら
ば
、
心
は
つ
ね
に
楽
し

い
で
あ
ろ
う
」
と
は
、
こ
れ
ま
た
そ
の
通
り
で
す
。
で
は
、
愚
か

な
る
者
と
は
ど
ん
な
人
な
の
で
し
ょ
う
か
。
十
善
戒
を
守
れ
な
い

人
、
道
・
徳
・
仁
・
義
・
礼
を
重
ん
じ
な
い
人
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

と
基
準
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と
、

「
自
己
」
に
執
ら
わ
れ

「
他
己
」
を
弱
め
て
い
る
人
だ
と
言
え

、

ま
す
。
現
代
で
は
、
多
く
の
人
が
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
が
。

そ
う
し
た
人
と
の
関
係
の
中
で
、
多
く
の
ス
ト
レ
ス
・
悩
み
・

不
安
が
生
み
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
人
と

会
わ
な
い
な
ら
ば
、
心
は
つ
ね
に
楽
し
い
と
言
え
る
の
で
す
。

次
に
（
二
〇
七
）
の
「
愚
人
と
と
も
に
歩
む
人
は
、
長
い
道
の

り
に
わ
た
っ
て
憂
い
が
あ
る
」
で
す
が
、
い
ま
、
人
間
に
と
っ
て

一
次
的
な
基
礎
集
団
と
し
て
の
家
族
が
、
お
互
い
に
こ
う
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
危
惧
さ
れ
ま
す
。
夫
婦
、
親
子
、
兄
弟

関
係
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
職
場
や
学
校
の
よ
う

な
二
次
的
な
機
能
集
団
で
あ
れ
ば
、
所
属
を
変
え
た
り
、
メ
ン
バ

ー
が
入
れ
代
わ
る
こ
と
で
、
関
係
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
家

族
関
係
は
な
か
な
か
「
と
も
に
歩
む
」
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に

「
長
い
道
の
り
に
わ
た
っ
て
憂
い

、

が
あ
る
」
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
を
逃
れ
る
道
は
、
相
手
が
変
わ
る

こ
と
を
期
待
し
て
も
だ
め
で
す
。
ま
ず
、
自
分
自
身
が
「
愚
人
」

か
ら
脱
す
る
精
進
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
逃
れ
ら
れ
な
い
と
き
は
別
離
し
て
独
り
歩
む
こ
と
で
す
。
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後
記

、

、

、

。

、

一

こ
の
と
こ
ろ

毎
日

畑
に
出
て
い
ま
す

げ
し
の
草
刈
り

さ
つ
ま
い
も
や
さ
と
う
き
び
な
ど
、
作
物
の
中
の
草
取
り
、
晩
生

の
大
豆
の
植
付
け
、
な
ど
で
す
。

二
、
こ
ち
ら
で
は
、
鳥
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
大
豆
は
一
旦

苗
床
に
密
に
蒔
き
、
一
〇
日
～
一
四
日
た
っ
て
、
少
し
大
き
く
な

っ
た
と
き
、
二
本
を
一
株
と
し
て
本
植
え
に
し
ま
す
。
根
が
と
て

も
強
く
、
根
の
土
を
全
て
落
と
し
て
も
完
全
に
活
着
し
ま
す
。

三
、
耕
運
機
を
入
手
し
た
こ
と
は
、
五
月
号
の
後
記
で
述
べ
ま
し

た
が
、
そ
の
後
も
、
と
て
も
調
子
よ
く
動
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。

四
、
そ
の
耕
運
機
の
管
理
で
す
が
、
い
つ
も
、
畑
に
ト
タ
ン
板
一

枚
を
上
に
掛
け
て
置
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
す
の
で
、
ト
タ
ン

板
か
ら
は
み
出
し
た
ハ
ン
ド
ル
や
ベ
ル
ト
を
懸
け
る
部
分
な
ど
の

錆
び
が
、
だ
ん
だ
ん
と
進
行
し
て
き
ま
し
た
。
見
て
い
て
か
わ
い

そ
う
に
な
り
、
小
さ
な
、
屋
根
だ
け
あ
る
小
屋
を
作
り
、
入
れ
て

や
り
ま
し
た
。
有
り
難
い
こ
と
に
、
近
所
の
精
農
家
の
方
が
い
ろ

い
ろ
と
援
助
し
て
下
さ
い
ま
す
。

五
、
今
年
は
、
私
の
ゼ
ミ
を
選
択
し
て
く
れ
た
人
が
二
人
あ
り
ま

し
た
。
先
日
、
家
で
歓
迎
会
を
し
ま
し
た
。
一
人
は
現
職
で
、
和

歌
山
大
学
を
卒
業
し
た
男
性
の
人
で
す
。
も
う
一
人
は
、
学
部
卒

の
女
性
で
、
岡
山
市
出
身
の
人
で
す
。
何
か
の
ご
縁
で
し
ょ
う
。

六
、
大
学
の
紀
要
な
ど
に
、
九
月
末
ま
で
に
、
二
つ
の
論
文
を
書

く
こ
と
に
し
、
い
ま
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

七
、
一
つ
は
、
自
閉
症
児
の
大
脳
半
球
機
能
差
の
仮
説
を
検
討
す

る
論
文
で
す
。
人
間
だ
け
に
、
大
脳
半
球
の
機
能
分
化
が
見
ら
れ

ま
す
が
、
私
は
、
そ
れ
は
人
間
の
精
神
機
能
が
自
己
と
他
己
に
分

化
し
た
た
め
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
左
半
球
は
他
己
に
、
右
半
球

。

、

は
自
己
に
対
応
し
て
い
る
と
仮
説
し
て
い
ま
す

そ
う
し
ま
す
と

自
閉
症
児
は
左
半
球
の
機
能
障
害
だ
と
言
え
ま
す
。

八
、
も
う
一
つ
は
、
生
き
る
こ
と
を
時
間
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を

倫
理
学
と
し
て
示
す
論
文
で
す
。
人
生
は
、
生
（
自
己
・
有
）
と

死
（
他
己
・
無
）
の
弁
証
法
的
統
合
と
し
て
「
成
」
っ
て
行
き
ま

す
が
、
そ
れ
を
時
間
と
す
る
こ
と
が
、
基
本
的
構
想
で
す
。

月
刊

平
成
九
年
七
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
八
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

九
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
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