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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
八
巻

八
月
号

人
間
関
係
が
と
れ
な
い

い
ま

若
者
が

人
間
関
係
が

取
れ
な
く
な
っ
て
い
る

と
い
う

そ
れ
は

他
己
が

な
く
な
っ
て
き
た

と
い
う
こ
と

オ
ウ
ム
も

十
四
歳
児
の
殺
人
も

根
は
み
ん
な
い
っ
し
ょ

教
育
の
成
果

い
ま

教
育
の
成
果
は

人
を

エ
ゴ
イ
ス
ト
に
し

ず
る
が
し
こ
く
す
る
こ
と

に
あ
る
の
か

大
学
の
先
生
の
よ
う
に
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
四
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
〇
）

一
六

断
食
す
る
と
き
に
は
、
偽
善
者
た
ち
の
よ
う
に
や
つ
れ

た
顔
つ
き
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
断
食
し
て
い

る
こ
と
が
人
に
見
え
る
よ
う
に
と
、
そ
の
顔
を
や
つ
す
の
で

す
。
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
が
た
に
告
げ
ま
す
。
彼
ら
は
す
で

に
自
分
の
報
い
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
七

し
か
し
、
あ
な
た
が
断
食
す
る
と
き
に
は
、
自
分
の
頭

に
油
を
塗
り
、
顔
を
洗
い
な
さ
い
。

一
八

そ
れ
は
、
断
食
し
て
い
る
こ
と
が
、
人
に
は
見
ら
れ
な

い
で
、
隠
れ
た
所
に
お
ら
れ
る
あ
な
た
の
父
に
見
ら
れ
る
た

め
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
隠
れ
た
所
で
見
て
お
ら
れ
る
あ
な

た
の
父
が
報
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

こ
の
部
分
も
そ
う
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
は
一
貫
し
て
、
私
の
言

い
ま
す
「
自
己
」
を
捨
て
て

「
他
己
」
の
根
源
を
な
す
神
へ
帰

、

依
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
六
章
で
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
出
だ
し
の
一
節
で
「
人
に
見

せ
る
た
め
に
人
前
で
善
行
を
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。

そ
う
で
な
い
と
、
天
に
お
ら
れ
る
あ
な
た
が
た
の
父
か
ら
、
報
い

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

。
、

。

こ
の
一
節
を
う
け
て

二
節
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す

「
だ
か
ら
、
施
し
を
す
る
と
き
に
は
、
人
に
ほ
め
ら
れ
た
く
て
会

堂
や
通
り
で
施
し
を
す
る
偽
善
者
た
ち
の
よ
う
に
、
自
分
の
前
で

ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
は
い
け
ま
せ
ん

」。

次
い
で
、
五
節
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す

「
ま
た
、
祈

。

る
と
き
に
は
、
偽
善
者
た
ち
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

彼
ら
は
、
人
に
見
ら
れ
た
く
て
会
堂
や
通
り
の
角
に
立
っ
て
祈
る

。

、

。

の
が
好
き
だ
か
ら
で
す

ま
こ
と
に

あ
な
た
が
た
に
告
げ
ま
す

彼
ら
は
す
で
に
自
分
の
報
い
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す

」
。

こ
れ
ら
か
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に

「
施
し
（
＝
お
布
施

」
と

、

）

「
お
祈
り
（
＝
禅
定
・
瞑
想

」
と
「
断
食
（
＝
持
戒

」
と
い

）

）

う
三
つ
の
重
要
な
修
行
の
徳
目
に
お
い
て
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨

て
て
、
ひ
た
す
ら
、
た
だ
ひ
た
す
ら
（
こ
こ
に
は
書
い
て
い
ま
せ

ん
が
、
毎
日
ま
い
に
ち
）
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い

る
の
で
す
。

三
つ
の
教
え
の
ど
れ
に
も
偽
善
者
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
き
ま

す
。
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
お
分
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
偽
善
者
と

は

「
自
己
」
へ
の
執
ら
わ
れ
か
ら
す
る
善
で
、
他
者
か
ら
褒
め

、

ら
れ
た
り
、
名
声
を
得
た
り
、
欲
望
を
満
足
さ
せ
た
り
、
利
益
を
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得
た
り
す
る
た
め
に
な
す
、
見
せ
掛
け
の
善
だ
と
い
え
ま
す
。

善
は
他
者
の
た
め
に
な
す
行
為
で
す
。
人
間
だ
け
が
善
を
な
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
動
物
は
、
他
者
の
た
め
に
自
己
を
自
覚
的
に

犠
牲
に
し
て
、
世
話
を
し
た
り
、
物
を
分
け
与
え
た
り
、
助
け
た

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
の
法
則
の
ま
ま
に
、
適
者
生

、

。

、

、

存

自
然
淘
汰
が
行
わ
れ
る
の
で
す

病
ん
だ
り

傷
つ
い
た
り

老
い
た
り
、
弱
っ
た
り
し
た
個
体
を
助
け
よ
う
と
自
覚
し
、
意
図

し
て
助
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
群
れ
て
い
て
も
、
病

に
な
っ
た
り
、
傷
つ
い
た
り
、
食
べ
物
が
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
り

し
て
、
体
が
弱
り
、
群
れ
に
つ
い
て
行
け
な
い
個
体
は
、
自
然
淘

汰
を
受
け
る
だ
け
な
の
で
す
。
人
間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
は
、
動

物
に
は
な
い
こ
う
し
た
、
心
理
学
で
「
向
社
会
行
動
」
と
呼
ば
れ

る
、
他
者
の
た
め
に
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
す
。

で
も
、
こ
の
善
を
、
自
己
に
執
ら
わ
れ
て
、
自
己
の
情
動
〔
①

性
欲
（
子
孫
繁
栄
欲
を
含
む

、
②
食
欲
（
物
欲
・
金
銭
欲

、

）

）

③
優
越
欲
（
名
誉
欲
・
勝
利
欲
・
権
力
欲

〕
の
た
め
に
す
る
と

）

き
、
そ
の
行
為
が
一
見
、
他
者
の
た
め
の
行
為
の
よ
う
に
見
え
て

も
、
そ
れ
は
善
と
は
い
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
れ
を
偽
（
に
せ
）
の
善
、
偽
善
と
呼
ぶ
の
で
す
。

現
代
人
は
、
全
体
的
に
自
己
が
肥
大
し
て
い
ま
す
か
ら
、
殆
ど

の
行
為
が
偽
善
に
な
り
、
偽
善
と
い
う
こ
と
ば
す
ら
が
、
死
語
と

な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
勤
め
る
大
学
で
も
、
学
生
と
教
師
を
含
め

て
果
た
し
て
真
実
の
行
為
が
あ
る
の
か
と
、
疑
わ
せ
る
に
十
分
な

現
実
が
あ
り
ま
す
。
何
が
善
で
、
何
が
悪
な
の
か
す
ら
も
、
分
か

ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
善
だ
と
思
っ
て
な
す
行
為
が
、
実
は
悪

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
気
付
け
な
い
、
あ
る
い
は
気
に

も
か
け
な
い
の
で
す
。
悲
し
い
か
ぎ
り
だ
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。と

こ
ろ
で
、
前
述
の
三
つ
の
教
え
で
あ
る
、
①
施
し
（
＝
お
布

施
）
と
、
②
お
祈
り
（
＝
禅
定
・
瞑
想
）
と
、
③
断
食
（
＝
持

戒
）
の
う
ち
、
①
の
施
し
は
、
ま
さ
に
他
者
に
物
や
役
務
を
分
け

与
え
る
行
為
で
す
か
ら
、
善
だ
と
分
か
り
ま
す
が
、
お
祈
り
や
断

食
は
自
分
自
身
の
こ
と
で
、
直
接
他
者
と
は
関
わ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
善
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

人
間
が
、
他
者
に
対
し
て
真
に
善
を
な
す
た
め
に
は
、
ま
ず
自

己
自
身
を
制
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
い
く

ら
他
者
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
自
分
の
損

に
な
る
こ
と
、
た
と
え
ば
名
は
出
な
い
の
に
お
金
が
多
く
い
る
こ

と
、
自
分
の
名
誉
が
損
な
わ
れ
た
り
、
周
り
の
人
に
非
難
さ
れ
る

こ
と
、
な
ど
に
な
り
ま
す
と
多
く
の
人
は
、
し
り
込
み
を
し
て
し

ま
い
ま
す
。
た
と
え
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
で
、
か
つ
人
を
助
け

る
行
為
で
あ
っ
て
も
で
す
。
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で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
行
為
を
行
う
に
は
、
自
分
自
身
を
制
す

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

い
ま
多
く
の
人
は
、
自
分
自
身
が
一
番
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
者
よ
り
も
自
分
自
身
を
頼
り
に
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
頼
り
に
な
る
の
は
自
分
だ
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
損
を
す
る
こ
と
は
、
最
終

的
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
、
真
に
他
者
の
た
め
に
善
を
な
す

た
め
に
は
、
こ
こ
に
出
て
き
ま
し
た
神
へ
の
祈
り
と
、
戒
律
を
守

る
こ
と
が
い
る
の
で
す
。
祈
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
す
て
て

（

）

、

他
己
の
根
源
で
あ
る
神

最
終
的
他
者

に
自
分
の
存
在
の
根
拠

つ
ま
り
最
終
的
に
頼
り
に
な
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
一
体
に
な
る
と
き
だ
け
、
他
者
の
痛
み

が
自
分
の
痛
み
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
の

時
、
真
に
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

で
も
別
に
、
そ
う
ま
で
し
て
、
他
人
の
た
め
に
善
を
な
さ
な
く

て
も
、
自
分
は
結
構
、
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ
れ
が
自
己
を
肥
大
さ
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
、
三
つ
の
教
え
を
守
る
こ
と
は
、
他
者
の
た
め
に
真

に
善
を
な
す
の
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ

と
同
時
に
自
己
の
真
の
幸
せ
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
断
食
を
一
般
化
し
て
、
戒
律
を
守
る
こ
と
と

し
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
断
食
そ
の
も
の
の
に
つ
い
て
少
し
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
、
日
本
は
世
界
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
豊
か
に
な
り
、
食
生

活
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
昔
は
、
お
正
月
の
お
餅

や
、
祭
り
の
カ
ニ
・
タ
コ
と
い
っ
た
、
特
別
に
美
味
し
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
で
は
飽
食
し
て
い
て
、
こ
れ
と
い
っ
た
美

味
し
い
も
の
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
よ
り
珍
し
く
、

美
味
し
い
も
の
を
海
外
に
ま
で
求
め
る
一
方
で
、
食
べ
す
ぎ
に
よ

る
成
人
病
や
太
り
す
ぎ
を
気
に
し
て
、
い
か
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
す

る
か
が
、
多
く
の
人
の
関
心
の
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
に
は
断
食
を
す
る
慣
習
は
一
般
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
か
ら
は
、
断
食
を
す
る
風
習
を
作
っ
て
み
て
は
ど
う
か

と
思
い
ま
す
。
断
食
で
き
な
く
て
も
、
一
日
一
食
に
す
る
と
い
っ

た
、
食
事
の
制
限
を
一
週
に
一
日
な
い
し
二
日
、
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
健
康
に
よ
い
ば
か
り
か
、
食
べ
る
も
の
の
美

味
し
さ
が
、
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
断
食
を
通
じ
て
戒

律
を
守
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
、
体
験
で
き
ま
す
。
そ

の
程
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
人
を
幸
せ
に

す
る
こ
と
も
、
勿
論
自
分
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

現
代
人
は
法
を
守
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う

し
た
体
験
が
と
く
に
大
切
な
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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自
作
随
筆
選

障
害
児
学
級
と
普
通
児

先
日
、
香
川
県
で
は
、
障
害
児
学
級
へ
普
通
児
を
入
級
さ
せ
た

と
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
で
大
き
く
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
何
度
も
大
き
な
見
出
し
の
記
事
に
な
り
ま
し
た
。

、「

、

問
題
と
し
た
論
点
は

う
ち
の
子
は
障
害
児
で
も
な
い
の
に

障
害
児
学
級
へ
入
れ
て
、
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

す
。学

校
に
事
情
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
三
名
の
障
害
児
が
い
な

け
れ
ば
、
基
準
に
満
た
な
い
た
め
に
、
障
害
児
学
級
を
作
る
こ
と

が
で
き
ず
、
教
員
一
名
の
減
少
に
な
る
、
そ
う
な
れ
ば
、
障
害
児

を
ど
こ
か
普
通
学
級
に
入
れ
て
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
普
通
児
だ
け
れ
ど
も

特
別
に
指
導
し
た
方
が
そ
の
子
の
た
め
に
な
る
と
い
う
児
を
親
の

承
諾
を
得
て
、
障
害
児
学
級
に
入
れ
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

親
は
障
害
児
で
も
な
い
の
に
、
障
害
児
と
し
て
扱
っ
た
と
し
て
、

学
校
の
処
置
に
抗
議
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
は
、
こ
の
記
事
を
読
ん
で
、
世
の
中
に
ど
ん
な
に
強
く
障
害

児
・
者
に
対
す
る
差
別
意
識
が
存
在
し
て
い
る
の
か
、
暗
い
気
持

ち
に
な
り
ま
し
た
。

十
年
ほ
ど
前
に
、
あ
る
小
学
生
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
自
分

の
行
っ
て
い
る
学
校
の
先
生
が
、
自
分
た
ち
を
叱
る
時

「
そ
ん

、

な
に
が
さ
が
さ
し
て
い
た
ら
、
あ
の
障
害
児
学
級
に
や
る
ぞ
」
と

脅
か
し
た
そ
う
で
す
。
今
回
の
記
事
を
読
ん
で
、
久
し
ぶ
り
に
そ

の
話
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

こ
の
先
生
の
こ
と
ば
や
今
回
の
新
聞
記
事
が
、
ど
れ
ほ
ど
障
害

児
を
侮
辱
し
て
い
る
か
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

、

、

新
聞
記
事
に
よ
り
ま
す
と

障
害
児
学
級
に
在
籍
し
て
い
て
も

ほ
と
ん
ど
の
教
科
は
普
通
学
級
で
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、

た
だ
た
だ
、
障
害
児
学
級
へ
入
れ
た
こ
と
が
、
う
ち
の
子
は
障
害

児
で
も
な
い
の
に
、
と
い
う
思
い
が
し
て
、
腹
に
据
え
か
ね
る
の

で
す
。

で
も
、
そ
う
し
た
思
い
の
中
に
は
、
障
害
児
を
価
値
の
低
い
も

の
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
学

校
や
新
聞
記
者
た
ち
の
中
に
、
学
力
の
低
い
こ
と
が
、
人
間
の
価

値
の
全
て
の
よ
う
に
捉
え
る
視
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
明

白
で
す
。
い
ま
、
学
校
現
場
に
は
、
共
に
学
ぶ
べ
き
だ
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
人
を
同
じ
ク
ラ
ス
で
教
育
す
る
試
み
（
主
張
）
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
実
効
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
、
今

の
「
原
則
一
人
担
任
制
」
で
は
だ
め
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
多
く

の
、
障
害
児
教
育
に
精
通
し
た
教
員
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
小
学
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校
な
ら
、
十
人
か
二
十
人
の
ク
ラ
ス
を
、
そ
う
し
た
教
員
二
人
以

上
で
担
任
す
る
ぐ
ら
い
に
す
べ
き
で
す
。

教
育
行
政
の
基
準
を
誤
魔
化
し
た
と
い
う
点
で
は
、
勿
論
、
校

長
や
引
い
て
は
教
育
委
員
会
の
責
任
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
今
回
の
告
発
の
目
的
が
そ
う
し
た
点
に
あ
っ
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
委
員
会
も
、
い
な
文
部
省
も
そ
ん
な
こ
と
は

と
う
に
知
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
の
教
育
委
員
会
で
も
や

っ
て
い
る
こ
と
で
す
か
ら
。
黙
認
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
す
る
こ

と
が
、
障
害
児
教
育
を
充
実
す
る
道
で
す
し
、
ま
た
、
特
別
に
指

導
を
要
す
る
児
童
・
生
徒
は
い
く
ら
で
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
し
た
子
ど
も
を
空
い
た
定
員
の
中
に
加
え
て
、
手
厚
く
指
導

す
る
こ
と
は
、
弊
害
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
だ
と

言
え
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
を
、
う
ち
の
子
は
障
害
児
で
も
な
い
の
に
、
障
害
児
の
レ

ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
と
い
う
差
別
意
識
が
先
行
し
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
私
は
、
そ
う
し
た
差
別
意
識
を
払
拭
（
ふ
っ
し
ょ
く
＝
ぬ

ぐ
い
さ
る
こ
と
）
す
る
た
め
に
障
害
児
学
級
や
養
護
学
級
と
い
う

名
称
は
や
め
て
、
清
心
者
学
級
と
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で

す
。
甘
や
か
さ
れ
、
自
分
が
出
来
る
こ
と
が
増
え
て
、
こ
こ
ろ
に

ど
ん
ど
ん
垢
を
付
け
て
い
く
普
通
児
に
較
べ
、
い
つ
ま
で
も
清
い

こ
こ
ろ
の
ま
ま
で
い
る
障
害
児
の
あ
り
方
を
も
っ
と
高
い
価
値
と

し
て
評
価
す
べ
き
な
の
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

聖

斗

事

件

を

捉

え

る

視

点

後
者
で
は

酒
鬼
薔
薇
聖
斗
事
件
を

社
会
倫
理
の
崩
壊
を

個
人
的
な
問
題
と
す
る
視
点
と

指
摘
し

（
自
己
）

そ
れ
を
再
建
す
べ
し
と
す
る

社
会
的
な
問
題
と
す
る
視
点
に

で
も

（
他
己
）

そ
の
た
め
の
理
論
も

議
論
が
分
か
れ
て
い
る

具
体
策
も
な
い

前
者
で
は

そ
れ
は

少
年
法
を
改
正
し
て

人
間
精
神
を

刑
を
重
く
す
べ
し
と
す
る

自
己
と
他
己
の

で
も

弁
証
法
的
統
合
と
す
る

そ
れ
で
事
件
が
な
く
な
る
と
は

全
体
的
な
視
点
が

考
え
ら
れ
な
い

か
け
て
い
る
か
ら
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人

間

へ

の

進

化

と

は

九
万
年
前
に
起
こ
っ
た

動
物
か
ら

人
間
へ
の
進
化
は

人
間
に
な
っ
て

は
じ
め
て

利
他
行
動
が

で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と

そ
れ
は

大
脳
で
い
え
ば

左
右
半
球
に
機
能
差
が

生
じ
た
と
い
う
こ
と

人
間
精
神
学
で
い
え
ば

自
己
（
精
）
と
他
己
（
神
）

が分
化
し

そ
の
弁
証
法
的
統
合
が

営
ま
れ
だ
し
た
と
い
う
こ
と

統

制

と

自

由

と

愛

過
去
は
統
制
（
他
己
）

未
来
は
自
由
（
自
己
）

そ
の
統
合
が
現
在

そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の

そ
れ
が
愛

我

慢

だ

け

が

人

生

人
々
が

人
の
幸
せ

願
う
な
ら

我
慢
だ
け
が

人
生
ぞ

人

文

・

社

会

科

学

は

学
問
は

過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
を

分
析
し

未
来
の
た
め
の

法
則
を
樹
立
す
る

最
終
的
に
は

許
さ
れ
な
い
が

自
然
科
学
で
は

単
な
る

知
的
好
奇
心
か
ら

法
則
を
樹
立
す
る

こ
と
も
あ
る

し
か
し

人
に
関
わ
る

人
文
・
社
会
科
学
で
は

過
去
を
知
る
こ
と
は

直
接
的
に

明
日
の
生
き
方
に

役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

末

法

の

僧

侶

聖
者
が
説
い
た

た
だ
し
い
教
え
を

ま
ち
が
っ
て
説
く

末
法
の
僧
侶
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
〇
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
〇
八
）
よ
く
気
を
つ
け
て
い
て
、
明
ら
か
な
智
慧
あ
り

、
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
、
忍
耐
づ
よ
く
、
戒
め
を
ま
も
る
、
そ

の
よ
う
な
立
派
な
聖
者
・
善
き
人
、
英
知
あ
る
人
に
親
し
め

よ
。

月
が
も
ろ
も
ろ
の
星
の
進
む
道
に
し
た
が
う
よ
う

―
―

に
。

私
は
、
毎
年
、
学
年
始
め
に
、
自
分
で
書
い
た
『
大
学
院
学
生

心
得
十
ケ
条
』
を
学
生
に
与
え
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て

「
人

、

は
善
い
人
に
触
れ
合
っ
て
の
み
善
い
人
に
な
る
」
と
説
い
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
善
い
人
と
巡
り
合
え
る
よ
う
に

「
こ
こ
ろ
の
ま
な
こ
を
磨
く
」
よ
う
に
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
た
と
え
善
い
人
と
物
理
的
に
は
出
会
っ
て
も
、
そ
の
人

が
善
い
人
だ
と
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
す
れ
違
い
に
終
わ
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。
実
は
、
そ
う
し
た
人
を
見
る
目
は
、
こ
こ
ろ
を
空

に
し
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
は
、
こ
こ
ろ
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
理
屈

で
「
捨
て
れ
ば
よ
い
の
だ
」
と
分
か
っ
た
だ
け
で
は
、
だ
め
な
の

で
す
。

こ
の
偈
で
も

「
立
派
な
聖
者
・
善
き
人
、
英
知
あ
る
人
に
親

、

し
め
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
が
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ

趣
旨
で
す
。

出
だ
し
の
「
よ
く
気
を
つ
け
て
い
て
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
私

で
言
い
ま
す
と
「
こ
こ
ろ
の
ま
な
こ
を
磨
い
て
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

触
れ
合
う
べ
き
「
立
派
な
聖
者
・
善
き
人
、
英
知
あ
る
人
」
を

形
容
す
る
の
が
「
明
ら
か
な
智
慧
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
、
忍

耐
づ
よ
く
、
戒
め
を
ま
も
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
人
が
善
い
人
に
な
る
の
に
最
も
大
切
な
こ

と
は
、
①
戒
律
を
守
る
こ
と
（
持
戒

、
②
ヨ
ー
ガ
・
坐
禅
・
瞑

）

想
な
ど
を
す
る
こ
と
、
③
智
慧
を
得
る
こ
と
、
の
三
つ
で
す
。
①

は
「
戒
め
を
ま
も
る
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
③
は
「
明

ら
か
な
智
慧
あ
り
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
残
り
の
聖
者
の
状
態

で
あ
る
「
忍
耐
強
さ
」
は
、
②
の
ヨ
ー
ガ
・
坐
禅
・
瞑
想
を
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
と
な
る
も
の
で
す
。
ま

た
、
最
後
に
「
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の

聖
者
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
を
見
る
側

の
問
題
で
、
あ
る
人
が
聖
者
で
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
分

か
る
に
は
、
見
る
側
の
人
の
こ
こ
ろ
が
そ
う
し
た
完
成
さ
れ
た
人

格
に
向
っ
て
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
た
と
え

捨
て
ら
れ
な
く
て
も
、
捨
て
よ
う
と
努
力
・
精
進
し
て
い
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
言
え
ま
す
。

第
十
六
章

愛
す
る
も
の

（
二
〇
九
）
道
に
違
（
た
ご
）
う
た
こ
と
に
な
じ
み
、
道
に

順
（
し
た
が
）
っ
た
こ
と
に
い
そ
し
ま
ず
、
目
的
を
捨
て
て

快
い
こ
と
だ
け
を
取
る
人
は
、
み
ず
か
ら
の
道
に
沿
っ
て
進

む
者
を
羨
む
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

「
道
に
違
い

「
道
に
順
い

「
道
に
沿
っ
て
進
む
」
と
い
う

」

」

場
合
の
道
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
老
子
で
は
解
脱
の
境
地
を

道
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
人
の
道
、
仏
の
道
と
い
う

場
合
の
道
に
近
い
も
の
と
考
え
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
教
で

は
「
法

・

真
理

・

教
え
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
も
の
だ
と
言

」

「

」

「

え
ま
す
。
因
み
に
、
こ
の
法
と
い
う
こ
と
ば
は
、
法
句
経
の
法
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
訳
を
採
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
中

『

』

。

村
元
先
生
で
は

真
理
の
こ
と
ば

の
真
理
に
当
た
っ
て
い
ま
す

そ
う
し
た
法
に
順
ず
る
と
い
う
、
人
生
の
目
的
を
捨
て
て
、
快

い
こ
と
だ
け
を
取
る
と
い
う
事
は
、
ま
さ
に
私
の
言
う
「
自
己
」

の
情
動
の
中
の
「
欲
望
」
に
執
ら
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。

と
こ
ろ
で
、
人
生
の
目
的
で
す
が
、
私
は
そ
れ
を
自
己
と
他
己

の
二
つ
に
つ
い
て
設
定
し
て
い
ま
す
。
自
己
は
、
自
分
を
活
か
し

て
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
精
神
の
働
き
で
す
が
、
そ
の
目
的
と

し
て
「
人
間
は
、
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
よ
り
善

く
生
き
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る

」
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
他

。

己
は
他
者
を
求
め
、
他
者
と
こ
こ
ろ
を
通
わ
せ
た
い
と
す
る
精
神

の
働
き
で
す
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
「
人
間
は
法
を
目
指
し
て
、

よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る

」
と
し
て
い

。

ま
す
。

人
間
は
こ
の
二
つ
の
目
的
の
弁
証
法
的
統
合
に
よ
っ
て
、
真
に

幸
せ
で
、
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
意
識
の
機
能
水
準
を
超
え
て
、
無
意
識
の
煩
悩

蔵
識
と
如
来
蔵
識
と
が
統
合
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
無
意
識
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ひ
た
す
ら

な
自
己
を
捨
て
た
修
行
が
い
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
自
他

の
統
合
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

こ
の
偈
と
の
関
連
で
言
い
ま
す
と
、
他
己
の
目
的
で
あ
る
法
を

目
指
す
生
き
方
を
捨
て
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す

と
、
現
代
人
の
多
く
の
よ
う
に
、
わ
が
ま
ま
で
、
自
己
に
執
ら
わ

れ
た
生
き
方
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
偈
で
言

っ
て
い
ま
す
よ
う
に
「
快
い
こ
と
だ
け
を
取
る
」
と
い
う
こ
と
に

当
た
る
の
で
す
。
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こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
実
生
活
で
も
、
他
己
の
萎
縮
が
起
こ

っ
て
い
る
精
神
分
裂
病
に
罹
っ
た
人
や
分
裂
病
的
な
性
格
を
も
っ

た
人
で
は
、
法
を
守
る
こ
と
が
で
き
に
く
く
、
社
会
性
を
失
い
や

す
く
な
っ
て
、
自
己
の
情
動
へ
の
執
着
が
起
こ
り
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
自
己
の
欲
望
、
つ
ま
り
食
欲
（
金
銭
欲
・
物
欲

、
優
越

）

欲
（
名
誉
欲
・
権
力
欲
・
勝
利
欲

、
性
欲
、
な
ど
へ
の
執
着
が

）

起
こ
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
偈
の
最
後
に
出
て
き
ま
す
「
み
ず
か
ら
の
道

に
沿
っ
て
進
む
者
を
羨
む
」
こ
と
を
必
然
的
に
生
み
出
し
ま
す
。

自
分
は
、
他
己
が
萎
縮
し
て
い
ま
す
か
ら
、
他
者
に
対
し
て
善
を

な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
他
者
か
ら
は
常
に
善
を
な
し

て
も
ら
わ
な
い
と
不
安
で
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
不
安
が
羨
み

。

、

、

を
生
み
出
し
ま
す

自
分
よ
り
も

お
金
を
沢
山
も
っ
て
い
た
り

良
い
物
を
も
っ
て
い
た
り
、
名
誉
や
権
力
が
高
か
っ
た
り
、
な
ど

し
ま
す
と
、
そ
の
羨
み
は
発
動
さ
れ
る
の
で
す
。

現
代
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
偈
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
二
一
〇
）
愛
す
る
人
と
会
う
な
。
愛
し
な
い
人
と
も
会
う

な
。
愛
す
る
人
に
会
わ
な
い
の
は
苦
し
い
。
ま
た
愛
し
な
い

人
に
会
う
の
も
苦
し
い
。

か
な
り
分
か
り
に
く
い
偈
だ
と
思
い
ま
す
。
普
通
な
ら
、
愛
し

な
い
人
と
会
う
の
は
、
苦
し
い
か
ら
会
い
た
く
な
い
と
思
っ
て
も

不
思
議
で
は
な
い
の
で
す
が
、
愛
す
る
人
と
会
う
の
は
楽
し
い
か

ら
、
会
う
の
は
よ
い
こ
と
だ
と
思
え
る
か
ら
で
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
に
は
、
四
苦
八
苦
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
四
苦
は

生
・
老
・
病
・
死
で
、
八
苦
は
そ
れ
に
怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え

く

・
愛
別
離
苦
（
あ
い
べ
つ
り
く

・
求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ

）

）

く

・
五
取
蘊
苦
（
ご
し
ゅ
う
ん
く
）
を
加
え
た
も
の
で
す
。

）こ
の
偈
の
「
愛
し
な
い
人
と
会
う
な
。
愛
し
な
い
人
に
会
う
の

は
苦
し
い

」
は
、
四
苦
八
苦
の
怨
憎
会
苦
に
当
た
り
ま
す
。

。

実
は

「
愛
す
る
人
に
会
う
な
。
愛
す
る
人
に
会
わ
な
い
の
は

、

苦
し
い

」
は
、
四
苦
八
苦
の
愛
別
離
苦
に
当
た
っ
て
い
る
の
で

。

す
。
本
当
は
、
愛
す
る
人
と
別
れ
る
の
は
苦
し
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
怨
憎
会
苦
に
合
わ
せ
て
、
こ
う
書
い

。

、

。

て
い
る
の
で
す

そ
れ
で

分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
す

で
も
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た
苦
を
、
最
終
的
に
は
、
全
て
乗
り
越

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
生
の
苦
し
み
（
自
分
の
生
ま
れ
が
、
自
分
の
思
う
通

り
の
も
の
で
な
い
苦
し
み
）
も
、
老
い
る
苦
し
み
も
、
病
気
に
な

る
苦
し
み
も
、
死
の
（
不
安
の
）
苦
し
み
も
、
そ
し
て
、
愛
別
離

苦
も
、
怨
憎
会
苦
も
、
求
不
得
苦
（
欲
し
い
物
が
得
ら
れ
な
い
苦

し
み
）
も
、
五
取
蘊
苦
（
人
間
的
存
在
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
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質
的
・
精
神
的
要
素
が
全
て
苦
で
あ
る
と
す
る
）
も
、
克
服
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

も
し
、
克
服
で
き
れ
ば
、
自
分
の
生
を
感
謝
で
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
し
、
老
・
病
・
死
が
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
き
ま

す
。
ま
た
、
誰
に
会
う
の
も
、
別
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
た
と
え
親

、

。

で
あ
ろ
う
と
子
で
あ
ろ
う
と

苦
し
み
で
は
な
く
な
っ
て
き
ま
す

自
分
か
ら
求
め
て
、
会
う
だ
け
が
目
的
で
誰
か
に
会
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
欲
し
い

物
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
手
に
入
ら
な
く
て

も
苦
し
み
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

で
も
、
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
修
行
が
い
り
ま
す
。
毎
日
々
々

の
精
進
が
い
る
の
で
す
。

（
二
一
一
）
そ
れ
故
に
愛
す
る
人
を
つ
く
る
な
。
愛
す
る
人

を
失
う
の
は
わ
ざ
わ
い
で
あ
る
。
愛
す
る
人
も
憎
む
人
も
い

な
い
人
々
に
は
、
わ
ず
ら
い
の
絆
が
存
在
し
な
い
。

こ
の
偈
は
、
一
つ
前
の
偈
を
受
け
て
い
ま
す
。
で
も

「
愛
す

、

る
人
を
つ
く
る
な

」
と
は
、
な
ん
だ
か
ま
す
ま
す
分
か
ら
な
い

。

感
じ
が
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
も
、
こ
れ
が
分
か
る
に
は
、
愛
す
る
と
い
う
こ
と
ば
の
定
義

。

、

、

が
問
題
に
な
り
ま
す

普
通

私
た
ち
が
愛
す
る
と
い
う
場
合
は

愛
す
る
人
へ
の
執
着
を
表
す
場
合
が
大
多
数
な
の
で
す
。

私
の
理
論
で
も
、
人
は
他
己
に
よ
っ
て
「
他
者
」
へ
定
位
し
て

い
な
い
と
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
誰
か
と

心
を
通
わ
せ
合
っ
て
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
）
い
な
け
れ

ば
、
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
誰
か
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
誰
か
に
認
め
ら
れ
、
誰
か
に
愛
さ
れ
て
い
な
い
と
、
人
間
は

不
安
に
な
る
の
で
す
。
因
（
ち
な
）
み
に
、
今
、
多
く
の
人
が
、

自
己
に
閉
じ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
に
は
愛
を
あ
げ
な
い
の
に
、
自

分
だ
け
愛
を
欲
し
が
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
社
会
全
体
で
は
、
そ

れ
が
得
ら
れ
な
く
て
多
く
の
人
が
不
安
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
そ
の
愛
は
、
相
手
か
ら
愛
を
返
し
て
も
ら
え
る
時
だ
け

満
足
で
き
る
愛
な
の
で
す
。
い
ま
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
現
代
人

は
、
自
分
は
愛
を
あ
げ
な
い
の
に
、
他
者
か
ら
愛
を
欲
し
が
っ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
互
い
が
愛
を
奪
い
合
っ
て
い
る
と
言
え

ま
す
。
本
当
の
愛
は
、
自
己
へ
の
執
着
か
ら
で
は
な
く
、
相
手
か

ら
愛
が
返
っ
て
こ
よ
う
が
こ
ま
い
が
関
係
な
く
愛
を
与
え
る
も
の

な
の
で
す
。
こ
の
偈
で
い
う
愛
は
、
普
通
の
執
着
し
た
、
見
返
り

を
期
待
し
た
愛
で
す
。
そ
う
い
う
愛
は
相
手
次
第
で
す
ぐ
憎
し
み

や
苦
し
み
に
変
わ
る
愛
で
す
。
で
す
か
ら
、
愛
さ
な
い
ほ
う
が
よ

い
の
で
す
。
で
も
、
人
間
は
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
な
く
て
も
、
不

安
に
な
ら
ず
、
幸
せ
で
お
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
仏
や

、

。

神
と
一
体
と
な
る
と
き
頂
く

仏
や
神
の
愛
に
よ
っ
て
な
の
で
す
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後
記

一
、
今
月
号
を
作
っ
て
い
る
最
中
に
、
普
段
使
っ
て
い
る
ワ
ー
プ

ロ
が
故
障
し
て
、
別
の
も
の
に
変
え
ま
し
た
。
活
字
が
い
つ
も
と

違
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

二
、
先
日
、
台
風
九
号
が
鳴
門
市
を
通
過
し
ま
し
た
。
讃
岐
で
も

強
風
が
吹
き
荒
れ
、
私
の
作
っ
て
い
る
畑
の
サ
ツ
マ
イ
モ
、
サ
ト

イ
モ
、
大
豆
、
ナ
ス
、
ト
マ
ト
、
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
、
サ
ト
ウ
キ
ビ

な
ど
で
、
葉
が
い
た
み
、
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

三
、
近
所
の
た
ば
こ
農
家
で
は
、
ま
だ
収
穫
で
き
て
い
な
か
っ
た

分
に
、
大
き
な
被
害
が
出
た
よ
う
で
す
。

四
、
農
業
は
自
然
の
営
み
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
天

候
や
自
然
現
象
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
て
し
ま
い
ま
す
。

五
、
先
日
、
古
本
屋
で
農
業
の
本
を
入
手
し
ま
し
た
。
梁
瀬
義
亮

著
『
生
命
の
医
と
生
命
の
農
を
求
め
て

（
柏
樹
社
刊
）
で
す
。

』

こ
れ
ま
で
福
岡
正
信
氏
の
自
然
農
法
の
本
〔
例
え
ば

『
自
然
農

、

法

わ
ら
一
本
の
革
命

（
春
秋
社
刊

〕
を
読
ん
だ
り
、
テ
レ

』

）

ビ
で
の
同
氏
の
話
や
実
際
の
生
活
を
見
聞
き
し
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
本
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
程
、
面
白
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
人

は
、
お
医
者
さ
ん
で

「
無
農
薬
有
機
農
法
」
運
動
の
推
進
者
で

、

。

、

、

す

自
ら
も

奈
良
県
五
条
市
に
財
団
法
人
慈
光
会
を
設
立
さ
れ

そ
の
農
法
を
実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

六
、
い
ま
の
農
業
は
、
金
儲
け
農
業
に
な
っ
て
い
て
、
農
薬
と
化

学
肥
料
漬
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
お
そ
ろ
し
い

こ
と
か
、
と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
福
岡
氏
と
違
う
と
こ
ろ
は
、

、

。

梁
瀬
氏
が
無
耕
作

無
肥
料
ま
で
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
点
で
す

七
、
私
は
、
ど
ち
ら
も
完
全
に
は
実
践
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
両
氏
の
差
を
判
断
で
き
ま
せ
ん
が
、
農
薬
や
化
学
肥
料
に

頼
る
こ
と
が
よ
く
な
い
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
少
な
く
と
も

自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
壊
さ
な
い
農
業
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
私
の
育
っ
た
家
は
、
肥
料
を
売
っ
て
い
ま
し
た
の

で
、
子
ど
も
の
時
か
ら
農
家
へ
配
達
を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

時
か
ら
言
え
ば
、
今
は
、
有
機
肥
料
が
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ

る
何
倍
も
の
化
学
肥
料
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

月
刊

平
成
九
年
八
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

八
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
十
二
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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