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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
八
巻

十
月
号

大
人
の
し
つ
け
こ
そ

教
員
の

本
音
を
聞
け
ば

教
員
に

し
つ
け
が
い
る
と

思
わ
れ
て
く
る

子
の
し
つ
け

す
る
に
は
親
の

し
つ
け
こ
そ

い
ま
や
欠
か
せ
ぬ

こ
と
と
な
り
け
り

心
の
貧
乏

金
の
貧
乏

仮
の
貧
乏

心
の
貧
乏

真
の
貧
乏
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
六
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
二
）

二
五

だ
か
ら
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
。
自
分

の
い
の
ち
の
こ
と
で
、
何
を
食
べ
よ
う
か
、
何
を
飲
も
う
か

と
心
配
し
た
り
、
ま
た
、
か
ら
だ
の
こ
と
で
、
何
を
着
よ
う

か
と
心
配
し
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
い
の
ち
は
食
べ
物

よ
り
た
い
せ
つ
な
も
の
、
か
ら
だ
は
着
物
よ
り
た
い
せ
つ
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

二
六

空
の
鳥
を
見
な
さ
い
。
種
蒔
き
も
せ
ず
、
刈
り
入
れ
も

せ
ず
、
倉
に
納
め
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
あ
な

。

た
が
た
の
天
の
父
が
こ
れ
を
養
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す

あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
、
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

二
七

あ
な
た
が
た
の
う
ち
だ
れ
が
、
心
配
し
た
か
ら
と
い
っ

。

て
自
分
の
い
の
ち
を
少
し
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か

二
八

な
ぜ
着
物
の
こ
と
で
心
配
す
る
の
で
す
か
。
野
の
ゆ
り

が
ど
う
し
て
育
つ
の
か
よ
く
わ
き
ま
え
な
さ
い
。
働
き
も
せ

ず

、
紡
ぎ
も
し
ま
せ
ん
。

二
八

し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
。
栄
華

を
窮
め
た
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
花
の
一
つ
ほ
ど

に
も
着
飾
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
九

き
ょ
う
あ
っ
て
も
、
あ
す
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
野
の

草
さ
え
、
神
は
こ
れ
ほ
ど
に
装
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、

ま
し
て
あ
な
た
が
た
に
、
よ
く
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
わ
け
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
信
仰
の
薄
い
人
た
ち
。

、

、

、

、

先
月
号
は

宝
を
貯
え
る
の
は

地
上
で
は
な
く

天
に
せ
よ

と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
聞
き
ま
す
と
多
く
の
人
は
、
そ
ん

な
こ
と
を
し
た
ら
、
生
活
に
困
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
答
え
る
の
が
、
こ
の
部
分
な
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
は
言
わ
れ
ま
す

「
二
五

自
分
の
い
の
ち
の
こ
と

。

、

、

、

、

で

何
を
食
べ
よ
う
か

何
を
飲
も
う
か
と
心
配
し
た
り

ま
た

か
ら
だ
の
こ
と
で
、
何
を
着
よ
う
か
と
心
配
し
た
り
し
て
は
い
け

ま
せ
ん

」
と
。

。

今
月
号
は
、
こ
の
出
だ
し
の
部
分
が
主
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
の
生
命
維
持
の
問
題
、
つ
ま
り
衣
食
住
に

伴
う
経
済
問
題
だ
と
い
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
時
代
の
イ
ス
ラ
エ

ル
で
は
、
右
の
よ
う
に
、
食
べ
る
こ
と
飲
む
こ
と
、
と
着
る
こ
と

と
が
特
に
問
題
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
月
号
は
、
こ
の
生
命

維
持
に
と
っ
て
必
須
な
食
の
問
題
と
衣
の
問
題
で
思
い
煩
う
な
と
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言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
仏
教
で
い
え
ば
、
煩
悩
の
問
題

に
含
ま
れ
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

今
あ
げ
た
部
分
以
外
は
、
す
べ
て
こ
の
衣
食
の
問
題
に
思
い
煩

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
色
々
な
比
喩
を

用
い
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
有
名
な
「
二
六

空
の
鳥
を
見
な
さ
い
。
種
蒔
き
も
せ

ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
が
こ
れ
を
養
っ
て
い
て
く
だ
さ
る

の
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
、
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

」
と
い
う
部
分
で
す
が
、
こ
の
中
の
「
天

。

の
父
が
こ
れ
を
養
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
際

に
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
然
の
変
化
に

つ
れ
て
適
応
で
き
な
く
て
淘
汰
さ
れ
て
い
く
植
物
や
動
物
が
あ
り

ま
す
。
で
も
、
そ
れ
も
含
め
て
、
そ
の
ま
ま
に
従
う
こ
と
が
、
神

の
働
き
、
愛
な
の
で
す
。
人
間
に
は
、
そ
れ
を
自
分
の
力
で
何
と

。

、

か
し
よ
う
と
思
い
煩
う
こ
と
に
不
幸
が
あ
る
の
で
す

も
ち
ろ
ん

何
も
努
力
し
な
い
で
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
れ
ば
よ
い
と
言
っ
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
一
杯
努
力
し
ま
す
が
、
で
も
、
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
あ
る
の
で
す
。
そ
の
時
は
、
と
て

も
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
喜
ん
で
死
ん
で
い
け
る
と
い
う
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。

で
も
、
植
物
や
動
物
と
違
っ
て
人
間
の
場
合
に
は
、
こ
の
次
に

出
て
く
る
「
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
、
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

」
と
い
う
部
分
が
効
い
て
き
ま
す
。

。

、

。

で
は

人
間
は
鳥
よ
り
ど
こ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

私
は
、
そ
れ
は
人
間
が
動
物
か
ら
進
化
し
た
と
き
に
得
た
、
人
間

に
し
か
な
い
精
神
と
し
て
の
特
徴
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
、
他
者
に
配
慮
し
よ
う
と
す
る
利
他
主
義
と
呼
ば
れ
る
、

思
い
や
り
で
あ
り
、
優
し
さ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

天
の
父
は
鳥
で
さ
え
、
養
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

ま
し
て
、
お
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
人
間
は
、
い
わ
ず

も
が
な
な
の
で
す
。

で
も
、
人
間
は
他
者
の
存
在
を
意
識
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
代
償
と
し
て
、
私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と
、

自
己
と
他
己
が
分
化
し
た
、
そ
の
代
償
と
し
て
自
己
に
執
着
す
る

傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
動
物

に
は
な
い
、
自
己
を
意
識
し
て
自
己
の
生
命
の
存
続
に
執
着
す
る

傾
向
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
仏
教
で
は
、
先
ほ
ど

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
煩
悩
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
己
と
他
己
の
分
離
・
分
裂
で
す
。
現
代
人
は
、
キ

リ
ス
ト
の
時
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
自
己
を
肥
大

さ
せ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
時
代
と
違
っ
て
、
日
本
の
よ
う
な
先
進

国
で
は
、
こ
こ
に
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、
食
べ
る
物
や
着
る
物
が
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な
く
て
、
あ
す
、
何
を
食
べ
よ
う
か
と
か
、
何
を
着
よ
う
か
と
か

と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
問
題
は
克
服
さ

れ
て
い
て
、
こ
ん
な
こ
と
は
自
分
に
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

「
人
は
金
が
貯
ま
る
ほ
ど
お
金
に
汚
く
な
る
」
と
い
い
ま
す
よ

う
に
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
る
こ
と
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ

ど
、
ま
す
ま
す
自
己
を
は
か
ら
い
、
自
己
に
執
着
す
る
こ
と
が
多

く
な
る
の
で
す
。
他
己
を
萎
縮
さ
せ
、
麻
痺
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
の
で
す
。
自
己
と
他
己
の
分
裂
が
起
こ
る
の
で
す
。

昔
は
、
多
く
は
、
貧
し
さ
の
た
め
や
家
庭
的
に
劣
悪
な
環
境
が

原
因
と
な
っ
て
犯
罪
が
起
こ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
動
機

も
よ
く
了
解
で
き
た
の
で
す
が
、
い
ま
は
違
っ
て
き
ま
し
た
。
い

ま
で
は
、
自
己
へ
の
執
着
、
他
者
へ
の
配
慮
の
な
さ
か
ら
、
犯
罪

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
オ
ウ
ム
真
理
教
や
宮
崎
勤
や
酒

鬼
薔
薇
聖
斗
の
事
件
を
見
て
い
れ
ば
、
現
在
、
他
者
へ
の
配
慮
の

な
さ
が
ど
れ
ほ
ど
進
行
し
て
い
る
か
、
よ
く
お
分
か
り
だ
と
思
う

の
で
す
。

い
ま
、
学
校
で
も
児
童
・
生
徒
・
学
生
が
先
生
を
尊
敬
し
な
く

。

。

な
っ
て
き
て
い
ま
す

先
生
の
権
威
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す

先
生
を
（
生
徒
相
互
も
そ
う
で
す
が
）
信
じ
な
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
の
言
う
こ
と
を
き
か
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

昔
な
ら
、
授
業
中
は
静
か
に
先
生
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
が
当

た
り
前
で
し
た
が
、
い
ま
で
は
、
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
大
学
で
も
私
語
が
普
通
で
、
こ
の
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
面
白
く
も
な
い
の
に
な
ぜ
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
聞
い
て
ほ
し
け
れ
ば
、
も
っ
と
面
白

い
話
を
し
ろ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
傾
向
は
、
子

ど
も
た
ち
の
自
己
肥
大
、
い
や
大
人
た
ち
の
自
己
肥
大
の
現
れ
な

の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
聖
書
の
こ
と
ば
は
、
一
見
、
現
在
の
日
本
で

は
無
関
係
な
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
逆

な
の
で
す
。
ま
す
ま
す
、
自
己
へ
の
執
着
を
強
め
て
い
る
の
で
す

、

。

、

か
ら

ま
す
ま
す
自
己
を
捨
て
る
教
え
が
必
要
な
の
で
す

で
も

、

、

。

自
分
で
そ
れ
に
気
付
い
て
い
る
人
は

現
在

滅
多
に
い
ま
せ
ん

次
に
、
二
八
節
に
出
て
く
る
「
栄
華
を
窮
め
た
ソ
ロ
モ
ン
」
で

す
が
、
こ
の
人
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
三
代
目
の
王
様
（
前
九
七
一
～

九
三
一
年
在
位
）
で
す
。
四
〇
年
の
在
位
期
間
中
の
前
半
は
、
富

と
名
誉
を
得
ま
し
た
が
、
後
半
は
乱
れ
ま
し
た
。

二
九
節
の
最
後
に

「
信
仰
の
薄
い
人
た
ち
」
と
い
う
呼
び
か

、

け
が
出
て
き
ま
す
が
、
ま
さ
に
、
現
代
人
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
自
分
を
超
え
て
自
分
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も

の
の
存
在
を
信
じ
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
、

人
間
に
真
の
幸
福
は
訪
れ
ま
せ
ん
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

責

め

る

・

許

す

厳
し
さ
の

無
き
優
し
さ
は

た
だ
単
に

流
さ
れ
て
い
く
だ
け

根
無
し
草

間
違
い
を

間
違
い
と
言
う

勇
気
も
て

責
め
る
は
責
め
よ

許
す
は
許
せ

哲

学

も

動

機

哲
学
も

こ
こ
ろ
が
大
切

そ
の
人
の

動
機
を
知
れ
ば

そ
の
人
の

哲
学
す
べ
て

は
っ
き
り
と
見
え

社

会

が

滅

び

る

人
の

精
神
が
混
乱
し

家
庭
が
崩
壊
し

子
供
が
病
ん
で

社
会
が
滅
び
る

原

罪

と

宿

業

人
間
に

原
罪
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は

生
ま
れ
は
無
垢
な
の
に

成
長
の
過
程
で

垢
を
つ
け
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
こ
と

そ
れ
は

原
罪
と
い
う
よ
り

宿
業
と
呼
ん
だ
ほ
う
が

よ
い
の
で
は

こ

こ

ろ

に

鍵

を

か

け

る

部
屋
を
個
室
に
し
て

鍵
を
か
け
る

こ
こ
ろ
も
個
室
に
し
て

鍵
を
か
け
る

得

て

勝

手

得
て
勝
手

多
く
の
人
の

生
き
方
か

ヨ

ー

ガ

の

成

果

ヨ
ー
ガ
し
て

こ
こ
ろ
に
妄
想

浮
か
ぶ
こ
と

修
行
の
成
果
と

思
う
虚
し
さ
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雨
三
日

人
間
は

勝
手
な
も
の
よ

雨
だ
っ
て

三
日
も
降
れ
ば

飽
き
飽
き
と
す
る

守

れ

ぬ

教

え

二
千
五
百
年
前
に

示
さ
れ
た

釈
尊
の
教
え
も

老
子
の
教
え
も

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
も

み
ん
な

ま
す
ま
す

守
れ
な
く
な
っ
て

き
て
い
る

独

り

善

が

り

独
善
と
は

独
り
善
が
り
の
こ
と

い
ま

世
界
中
で

皆
が

そ
う
な
っ
て
い
る

菩

薩

行

出
家
せ
ず

家
に
執
ら
わ
れ

菩
薩
行

日
々
に
悪
な
し

誰
を
救
う
か

勝

手

読

み

都
合
の
よ
い
と
こ
ろ

だ
け
読
み

都
合
の
悪
い
と
こ
ろ

は
無
視
す
る

自

分

の

法

を

説

く

多
く
の
宗
教
家
が

聖
人
の
教
え
で
は
な
く

自
分
で

自
分
の
法
を
説
く

解
脱
も
し
て
い
な
い
の
に

解
脱
し
た
と
言
っ
て

恥

ず

か

し

さ

の

感

情

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は

日
本
を
恥
の
文
化

西
洋
を
罪
の
文
化

と
し
た

で
も
い
ま

日
本
で
も

恥
ず
か
し
さ
の
感
情
が

急
速
に

無
く
な
っ
て
き
て
い
る



- 7 -

自
作
随
筆
選

教
育
荒
廃
を
救
う
も
の

酒
鬼
薔
薇
聖
斗
君
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
教
育
談
義
が
マ
ス

コ
ミ
で
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
ど
れ
を
聞
い
て
も
、

余
り
に
も
人
間
へ
の
洞
察
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
か
た

あ
り
ま
せ
ん
。

先
日
も
、
そ
う
し
た
テ
レ
ビ
番
組
で
、
あ
る
日
本
の
最
高
水
準

に
あ
る
大
学
の
教
育
学
担
当
の
教
授
が
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し

て
い
て
驚
き
ま
し
た
。
何
し
ろ
そ
う
し
た
人
は
、
文
部
省
に
も
、

社
会
に
も
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
て
、
私
な
ぞ
が
、
発
言
す

る
の
と
わ
け
が
違
う
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。

さ
て
、
そ
の
発
言
の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た

「
こ

。

う
し
た
教
育
の
荒
廃
を
生
み
出
す
の
は
、
い
ま
、
日
本
人
が
自
己

実
現
に
挫
折
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
企
業
を
み
て
も

、

、

、

分
か
る
よ
う
に

彼
ら
は
集
団
性
を
脱
し
き
れ
て
お
ら
ず

ま
た

若
者
を
見
て
も
、
他
者
の
こ
と
ば
か
り
を
気
に
か
け
て
い
る
。
い

ず
れ
も
自
己
が
虚
し
い
。
学
校
で
、
子
ど
も
た
ち
に
自
己
を
充
実

さ
せ
、
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
の
を
少
な

く
す
る
、
つ
ま
り
、
も
っ
と
自
由
に
す
べ
き
で
あ
る

」
と
。

。

こ
の
発
言
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
、
今
の
日
本
人
が
陥
っ
て
い

る
問
題
的
な
精
神
状
況
を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
す
。
自
分
で
は

偉
い
と
思
っ
て
発
言
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ま
さ
に
、
こ
の

発
言
を
生
み
出
す
精
神
風
土
こ
そ
が
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

難
し
い
言
葉
で
恐
縮
で
す
が
、
そ
れ
は
、
い
ま
克
服
す
べ
き
も

の
と
な
っ
て
い
る

「
近
代
的
合
理
主
義
」
と
「
個
人
主
義
」
の

、

考
え
方
の
延
長
線
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
一
歩
も
出

て
い
な
い
考
え
方
な
の
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
自
己
を
実
現
」
さ
せ
る
ほ
ど
、
実
は
、
人
間
は
傲

慢
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
い
ま
、
日
本
人
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
経
済
は
、
世
界
一
流
だ
と
い
っ
て
、
経
済
人
は
、
企
業
エ

ゴ
を
丸
出
し
で
、
世
界
中
を
席
巻
し
ま
し
た
（
い
ま
も
そ
う
で
す

が

。
そ
の
傲
慢
の
付
け
が
き
て
、
銀
行
は
そ
の
後
始
末
に
国
民

）

に
低
利
を
強
い
て
、
濡
れ
手
に
泡
の
儲
け
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
ま
だ
潰
れ
そ
う
な
銀
行
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今

後
も
続
く
で
し
ょ
う
が
、
企
業
家
は
、
日
本
の
技
術
力
を
生
か
し

て
良
質
な
工
業
製
品
を
世
界
に
「
高
値
」
で
輸
出
し
、
大
儲
け
を

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
う
ま
い
も
の
を
求
め
て
、
食
料
を
、
世

界
中
か
ら
「
安
値
」
で
輸
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
の

農
業
は
、
瀕
死
の
状
態
で
す
。
も
は
や
、
経
済
原
則
で
は
日
本
農

業
は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
、
そ

れ
に
気
づ
か
ず
、
農
業
復
興
を
経
済
原
則
で
は
か
ろ
う
と
、
模
索
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し
て
い
ま
す
。
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
す
。

で
も
、
こ
う
し
た
工
業
の
繁
栄
は
、
日
本
人
が
戦
後
求
め
て
き

た
も
の
以
外
の
何
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
日
本
人
の
エ
ゴ

の
追
求
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、

。

、

、

自
己
実
現
し
た
結
果
と
言
え
ま
す

そ
し
て

自
己
を
肥
大
さ
せ

。

。

傲
慢
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

上
に
あ
げ
た
教
授
の
よ
う
に
で
す

人
間
は
自
己
が
傲
慢
に
な
る
ほ
ど
、
ま
わ
り
が
見
え
な
く
な
っ

て
き
ま
す
。
他
者
の
こ
と
、
社
会
の
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て

く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
分
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。

日
本
人
の
集
団
的
傾
向
は
、
年
配
者
で
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
、
日
本
人
の
善
い
所
で
す
。
そ
の
お
陰
で
、
一
致
協

力
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
て
、

経
済
も
繁
栄
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
現
実
は
、
教
授
の
い
う
「
自

己
実
現
の
挫
折
」
と
は
無
関
係
な
こ
と
で
す
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
挫
折
と
は
逆
に
自
己
を
実
現
さ
せ
た
結
果
、
多
く
の
人
、

特
に
若
い
人
た
ち
が
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
集
団

性
を
今
や
、
失
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。
な
お
、
若
者

が
、
他
者
の
こ
と
ば
か
り
を
気
に
か
け
る
の
は
、
集
団
性
か
ら
で

は
な
く
、
自
己
に
閉
じ
た
人
の
特
徴
と
し
て
そ
う
す
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
現
代
の
状
況
の
反
映
と
し
て
、
家
庭
か
ら
は
、
愛
が

な
く
な
り
、
家
庭
が
崩
壊
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
子
ど

も
は
心
を
病
ん
で
育
ち
、
学
校
が
荒
れ
、
凶
悪
な
犯
罪
を
平
気
で

犯
す
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
工
業
の
繁
栄
で
、

農
地
は
縮
小
・
荒
廃
し
、
農
業
は
潰
れ
そ
う
で
す
。
家
庭
と
農
業

は
生
活
の
基
本
で
す
が
、
そ
れ
が
崩
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
、
自
由
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
傲
慢
に
な
り
ま
す
。
特

に
、
統
制
が
必
要
な
子
ど
も
に
、
こ
れ
以
上
、
学
校
で
自
由
を
与

え
て
み
て
も
、
子
ど
も
を
傲
慢
に
す
る
だ
け
で
す
。
他
者
へ
の
配

慮
が
で
き
な
い
子
ど
も
を
、
ま
す
ま
す
増
や
す
だ
け
な
の
で
す
。

テ
レ
ビ
で
あ
る
高
名
の
臨
床
心
理
学
者
が
、
学
校
で
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
の
学
校
の
荒

廃
は
、
そ
ん
な
小
手
先
の
対
症
療
法
で
救
え
る
よ
う
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
少
年
法
の
改
正
な
ど
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
少
年
法

を
い
じ
っ
た
ぐ
ら
い
で
、
今
の
趨
勢
を
変
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
ず
っ
と
深
刻
な
問
題
な
の
で
す
。

、

、

。

い
ま

子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
も
の
は

親
や
先
生
の
愛
で
す

そ
し
て
、
そ
の
愛
に
基
づ
い
た
し
つ
け
で
す
。
統
制
で
す
。
そ
れ

と
同
時
に
、
学
力
偏
重
か
ら
の
開
放
で
す
。
塾
へ
行
か
な
い
中
学

生
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
、
学
力
競
争
が
加
熱

し
て
い
ま
す
。
戸
外
で
遊
ぶ
子
ど
も
が
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

、

、

。

愛
を
復
活
す
る
に
は

家
庭
で
は

親
や
祖
父
母
が
大
切
で
す

学
校
で
は
、
先
生
が
大
切
で
す
。
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家
庭
の
役
割
を
取
り
戻
す
に
は
、
ま
ず
、
家
庭
に
父
も
母
も
居

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
と
話
す
時
間
が
い
り
ま
す
。
家

庭
団
欒
の
時
間
が
い
り
ま
す
。
共
に
遊
ぶ
時
間
が
い
り
ま
す
。
共

に
働
く
時
間
が
い
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
企
業
エ
ゴ
の
追
求

ば
か
り
に
目
が
眩
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
父
の
企
業
戦
士
か
ら
の

開
放
が
い
り
ま
す
。
母
も
家
庭
の
外
で
働
く
べ
き
で
す
が
、
父
も

逆
に
家
庭
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
一
つ
の
提
案
と
し
て
、
も
っ
と
多
く
の
人
が
、
自
給
の

た
め
に
農
業
を
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も

も
、
父
も
母
も
、
祖
父
も
祖
母
も
み
ん
な
係
わ
っ
て
働
く
べ
き
で

す
。
大
都
市
を
廃
止
し
、
日
本
国
中
を
田
舎
に
す
べ
き
で
す
。
経

済
的
繁
栄
ば
か
り
を
め
ざ
し
て
い
た
ら
、
人
間
が
滅
び
ま
す
。
強

者
ば
か
り
が
得
を
し
て
い
た
ら
、
人
類
が
滅
び
ま
す
。

日
本
の
教
育
を
変
え
、
子
ど
も
を
救
い
、
社
会
を
救
う
に
は
、

徹
底
し
た
社
会
の
変
革
が
い
り
ま
す
。

農
地
を
小
分
け
に
し
て
、
誰
で
も
が
農
業
を
で
き
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
働
も
、
残
業
は
制
限
す
べ
き
で
す
。

労
働
時
間
も
も
っ
と
短
く
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
食
料
品
（
農
林

漁
産
品
）
の
輸
入
は
原
則
と
し
て
禁
止
す
べ
き
で
す
。
家
庭
や
国

家
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
間
で
も
そ
れ
ら
は
自
給
自
足
を
原
則
と

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
う
す
れ
ば
、
日
本
で
は
そ

れ
ら
の
値
段
が
上
が
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な
れ
ば
、
誰
で
も

が
農
業
や
林
業
や
漁
業
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
工
業

も
家
内
工
業
で
や
れ
る
よ
う
に
分
散
化
す
べ
き
で
す
。
あ
る
意
味

。

。

で
地
域
化
で
す

地
域
ご
と
に
生
活
の
単
位
を
つ
く
る
べ
き
で
す

い
ま
、
工
業
の
分
業
化
が
進
み
、
人
間
が
、
そ
し
て
生
活
が
、
小

分
け
に
な
り
過
ぎ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
庭
の
機
能
も
小
分
け
さ

。

、

、

、

れ
過
ぎ
て
い
ま
す

そ
の
た
め
に

現
代
人
が

特
に
子
ど
も
が

心
（
自
己
と
他
己
）
を
統
合
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

、

、

、

、

い
ま

教
員
の
再
教
育
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が

そ
れ
は

全
部

知
識
や
技
能
の
再
教
育
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
教

、

。

員
を
人
間
性
が
崇
高
な

善
い
教
員
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

ま
す
ま
す
、
傲
慢
な
教
員
を
増
や
す
だ
け
で
す
。
愛
を
喪
失
さ
せ

る
だ
け
で
す
。
子
ど
も
を
理
解
す
る
資
質
を
喪
失
さ
せ
る
だ
け
で

す
。
役
割
と
し
て
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
は
な
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
し
、
適
切
な
新
し
い
知
識
や
技
能
を
教
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
愛
を
も
つ
よ
う
に
は

な
れ
ま
せ
ん
。
い
ま
、
必
要
な
の
は
子
ど
も
を
愛
す
る
教
師
を
つ

く
る
こ
と
で
す
。
私
の
言
葉
で
い
え
ば
、
教
師
の
「
他
己
」
を
育

て
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
、
再
教
育
す
る
側
が
、
愛
を
も
っ
て

教
師
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
愛
す
る
こ
と
は
「
あ
た

ま
」
で
分
か
ら
せ
て
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん

「
こ
こ
ろ
」
と
「
か
ら
だ
」
と
「
あ
た
ま
」
を
使
っ
て
、
修

。

行
さ
せ
な
け
れ
ば
だ
め
な
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
二
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
一
七
）
徳
行
と
見
識
を
そ
な
え
、
法
（
の
り
）
に
し
た

が
っ
て
生
き
、
真
実
を
語
り
、
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
を
行

な
う
人
は
、
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
。

。

、

別
に
難
し
い
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん

読
ま
れ
た
通
り
で
す
が

少
し
だ
け
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

ど
ん
な
人
が
、
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
か
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
典
型
は
こ
れ
ま
で
聖
人
と
言
わ
れ
て
き
た
人
々
だ
と

言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
老
子
で
あ
り
、
釈
尊
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
で
す
。

で
も
、
老
子
は
、
ど
こ
で
い
つ
生
ま
れ
、
ど
こ
で
い
つ
亡
く
な

っ
た
か
さ
え
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死

刑
に
さ
れ
ま
し
た
し
、
キ
リ
ス
ト
も
同
様
に
磔
の
刑
に
服
し
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
人
々
に
愛
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

生
き
て
い
る
時
に
同
時
代
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
人
た
ち
は
、
死
後
に
多
く
の
人
た
ち

か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い

う
意
味
で
す
。
間
違
っ
た
世
界
に
適
応
す
る
こ
と
は
、
間
違
っ
た

こ
と
を
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
で
す
が
、
徳
行
と
は
何
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
が
他
者
の
期
待
や
要
請
と
統

合
さ
れ
て
為
さ
れ
る
行
為
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
世

間
で
は
人
格
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
行
為
と
言
え
ま
す
。

次
に
、
見
識
で
す
が
、
こ
れ
は
、
何
が
善
い
こ
と
で
、
何
が
悪

い
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
判
断
の
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
徳
行
を
為
す
基
（
も
と
）
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
こ

こ
ろ
」
も
「
か
ら
だ
」
も
「
あ
た
ま
」
も
全
て
が
関
連
し
て
い
る

の
で
す

「
あ
た
ま
」
だ
け
で
判
断
す
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し

。

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
法
（
の
り
）
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
宇
宙
根
源
の
原
理
」
に
し
た

が
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
や
神
に
し
た
が
っ
て
生
き

る
こ
と
で
す
。
し
た
が
う
と
は
、
自
然
隋
順
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
を
信
じ
、
身
も
心
も
ま
か
せ
て
生
き
る
こ
と

で
す
。
そ
う
で
き
る
の
は

「
こ
こ
ろ
（
情
動

感
情

」
の
働

、

）

―

き
に
よ
り
ま
す
。

次
に
、
真
実
を
語
る
、
と
は

「
あ
た
ま
（
認
知

言
語

」

、

）

―

の
働
き
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
は

「
か
ら
だ
（
感
覚

運
動

」
の
働
き
で
す
。

、

）

―

そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
を
高
め
る
こ
と
が
、
必
要
で
す
が
、
で
も
、
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そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
こ
れ
ら
は
意
識
水
準
で
の
話
で
、

真
に
こ
う
で
き
る
た
め
に
は
、
無
意
識
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

。

、

、

。

せ
ん

毎
日

ひ
た
す
ら

精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

（
二
一
八
）
こ
と
ば
で
説
き
得
な
い
も
の
（
＝
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
）
に
対
す
る
志
を
起
し
、
意
（
お
も
い
）
は
み
た
さ
れ
、

諸
の
愛
欲
に
心
の
礙
（
さ
ま
た
）
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
人

は

（
流
れ
を
上
る
者
）
と
よ
ば
れ
る
。

、
「
こ
と
ば
で
説
き
得
な
い
も
の
（
＝
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
と
は
、

解
脱
や
悟
り
の
境
地
の
こ
と
で
す
が
、
も
っ
と
一
般
的
な
こ
と
ば

で
言
え
ば
、
自
ら
の
絶
対
な
幸
福
・
安
寧
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時

に
、
他
者
の
幸
福
・
安
寧
の
心
か
ら
の
念
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

、

、

こ
う
し
た
も
の
は

多
く
の
人
が
望
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
が

で
も
現
代
で
は
、
そ
れ
が
、
次
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
諸
々
の
愛

欲
」
の
満
足
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

自
分
の
欲
望
（
性
欲
・
食
欲
・
優
越
欲
）
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

が
、
自
分
の
幸
せ
で
あ
り
、
安
寧
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
の

だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
他
者
の
幸
福
・
安
寧
は
せ
い
ぜ
い
自

分
の
家
族
や
同
僚
・
勤
務
仲
間
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
、
他
者
の
幸
せ
を
考
え
る
こ
と
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
の

で
す
。
自
分
の
家
族
や
同
僚
は
損
を
し
て
も
、
地
球
全
員
の
福
祉

の
た
め
に
は
、
犠
牲
に
な
る
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
全
く
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

真
に
幸
せ
に
な
る
に
は
、
自
己
（
の
欲
望
＝
愛
欲
）
へ
の
執
着

を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

「
意
（
お
も
い
）
は
み
た
さ

。

れ
、
諸
の
愛
欲
に
心
の
礙
（
さ
ま
た
）
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
」

状
態
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
意
が
み
た
さ
れ
る
と

は
、
自
己
統
制
、
つ
ま
り
自
分
が
し
た
い
、
あ
る
い
は
し
て
は
な

ら
な
い
と
意
図
す
る
こ
と
が
全
て
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。最

後
に
「
流
れ
を
上
る
者
」
と
は
、
か
な
り
比
喩
的
で
、
様
々

な
解
釈
が
可
能
な
よ
う
に
思
え
ま
す

「
流
れ
」
を
何
の
た
と
え

。

と
考
え
る
か
で
、
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
解
釈
に
な
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
例
え
ば
、
流
れ
を
川
の
流
れ
と
考
え
ま
す
と
、
川
を
上
流
へ

上
る
よ
う
に
世
間
に
流
さ
れ
な
い
で
、
自
分
の
州
（
し
ま
）
を
作

り
な
が
ら
、
理
想
の
上
流
へ
と
向
か
っ
て
上
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
天
か
ら
贈
ら
れ
て
自
分
が
生
ま
れ
下
っ
た
流
れ

だ
と
し
ま
す
と
、
自
分
の
生
き
方
と
し
て
自
分
の
意
思
で
そ
れ
を

。

、

上
っ
て
天
上
に
達
す
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す

ま
た

時
間
の
流
れ
だ
と
思
い
ま
す
と
、
死
と
し
て
未
来
か
ら
流
れ
て
く

る
時
間
の
流
れ
を
逆
に
上
っ
て
行
き
、
つ
い
に
時
間
、
つ
ま
り
死

を
超
え
た
世
界
に
達
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

（

）

。

自
己

の
欲
望

へ
の
執
着
を
克
服
す
べ
く
精
進
し
ま
し
ょ
う
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後
記

一
、
す
っ
か
り
秋
ら
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
、
朝
晩
は
寒

い
感
じ
で
す
。
こ
ち
ら
で
は
、
秋
祭
り
が
終
わ
り
、
稲
刈
り
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

、

、

（

）

。

二

私
も

サ
ツ
マ
イ
モ
を

一
部
掘
り
で

収
穫
し
て
い
ま
す

、

。

、

大
豆
も

枝
豆
と
し
て
か
な
り
と
り
ま
し
た

ネ
ギ
も
随
時
と
り

ぬ
た
に
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。

三
、
九
月
一
二
日
（
金
）
に
、
徳
島
県
の
被
差
別
部
落
出
身
の
教

員
の
方
た
ち
と
の
話
し
合
い
の
会
で
、
話
題
提
供
を
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
内
容
は
、
現
在
の
子
ど
も
た
ち
の
精
神
状
況
に
つ
い
て

が
中
心
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
熱
心
な
ご
討
議
を
頂
き
ま
し

た
。
夜
、
懇
親
会
に
も
出
席
さ
せ
て
頂
き
、
い
ろ
い
ろ
本
音
で
話

し
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

四
、
予
定
通
り
、
九
月
末
大
学
の
紀
要
に
「
時
間
性
の
学
と
し
て

の
倫
理
学

自
己
・
他
己
双
対
理
論
に
よ
る
革
新

」
と
い
う

―

―

。

。

題
で
論
文
を
提
出
し
ま
し
た

四
百
字
詰
で
約
八
十
枚
余
り
で
す

五
、
そ
の
内
容
は
、
大
谷
愛
人
著
『
倫
理
学
講
義

（
勁
草
書
房

』

刊
）
を
読
ん
で
、
同
氏
の
い
う
「
時
間
性
の
学
」
と
し
て
の
倫
理

学
は
、
私
の
確
立
し
た
時
間
論
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
書
い
た
も
の
で
す
。
ご
関
心
の
あ

る
方
は
ど
う
ぞ
お
申
し
つ
け
下
さ
い
。
原
稿
の
コ
ピ
ー
で
す
が
、

お
送
り
い
た
し
ま
す
。

六
、
先
月
号
の
随
筆
に
書
き
ま
し
た
断
食
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の

後
、
古
本
屋
で
次
の
本
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
先
月
号
で

も
あ
げ
ま
し
た
甲
田
光
雄
氏
の
書
か
れ
た
も
の
で

『
家
庭
で
で

、

き
る
断
食
健
康
法

（
創
元
社
刊
）
と
い
う
も
の
で
し
た
。

』

七
、
そ
の
中
に
、
水
と
お
茶
の
み
に
よ
る
本
断
食
で
は
な
く
て
、

「
す
ま
し
汁
断
食
」
と
言
っ
て
、
水
の
代
わ
り
に
、
昆
布
と
乾
燥

椎
茸
で
だ
し
を
と
り
、
そ
れ
に
醤
油
と
黒
砂
糖
で
味
を
つ
け
て
一

日
二
回
三
合
ず
つ
飲
む
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
空
腹

感
が
か
な
り
緩
和
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
他
に
も
い
ろ

い
ろ
長
所
が
あ
り
ま
す
。
私
も
、
試
み
ま
し
た
が
、
言
わ
れ
る
ま

ま
の
味
付
け
で
は
、
塩
辛
く
感
じ
ま
し
た
。

月
刊

平
成
九
年
十
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

十
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
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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