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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
八
巻

十
一
月
号

迷
惑
お
断
り

生
き
て
い
る
限
り

人
に
迷
惑
を
か
け
る
の
は

当
た
り
前
だ
と

は
ば
か
ら
ず
言
う
人
が
い
る

な
る
ほ
ど

そ
う
か
も
知
れ
な
い
が

で
も

そ
う
い
う
人
ほ
ど

他
者
へ
の
お
布
施
の

こ
こ
ろ
が
な
い

つ
ま
り

人
に
迷
惑
は
か
け
て
も

人
か
ら
迷
惑
を
か
け
ら
れ
る
の
は

お
断
り

幸
せ
へ
の
感
性

幸
せ
を

人
に
産
み
出
す

感
性
は

人
の
心
を

感
じ
る
こ
こ
ろ
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
七
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
三
）

三
一

そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
何
を
食
べ
る
か
、
何
を
飲
む

か
、
何
を
着
る
か
、
な
ど
と
言
っ
て
心
配
す
る
の
は
や
め
な

さ
い
。

三
二

こ
う
い
う
も
の
は
み
な
、
異
邦
人
が
切
に
求
め
て
い
る

も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
、
そ

れ
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。

三
三

だ
か
ら
、
神
の
国
と
そ
の
義
と
を
ま
ず
第
一
に
求
め
な

さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
は

す
べ
て
与
え
ら
れ
ま
す
。

三
四

だ
か
ら
、
あ
す
の
た
め
の
心
配
は
無
用
で
す
。
あ
す
の

こ
と
は
あ
す
が
心
配
し
ま
す
。
労
苦
は
そ
の
日
そ
の
日
に
、

十
分
あ
り
ま
す
。

出
だ
し
の
三
一
節
は
、
先
月
号
に
取
り
上
げ
た
二
五
節
の
中
の

次
の
部
分
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
先
月
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

「
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

も
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

」。

次
に
、
三
二
節
の
「
こ
う
い
う
も
の
は
み
な
、
異
邦
人
が
切
に

求
め
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父

は
、
そ
れ
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お

。
」

、

。

ら
れ
ま
す

と
い
う
部
分
で
す
が

少
し
解
説
し
て
お
き
ま
す

ま
ず
異
邦
人
で
す
が
、
よ
そ
の
国
の
人
た
ち
と
い
う
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
先
月
号
の
最
後
で
「
信
仰
の
薄
い
人
た
ち
」
と
述
べ

て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
人
た
ち
も
含
ん
で
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
信
仰
の
薄
い
人
た
ち
が
、
食
べ
た
り
、
飲
ん

だ
り
、
着
た
り
す
る
も
の
を
切
に
求
め
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
こ
で
、
切
に
求
め
る
と
言
い
ま
す
の
は
、
そ
れ
を
人
生
の

。

、

目
的
に
す
る
と
い
う
意
味
で
す

い
く
ら
信
仰
の
あ
つ
い
人
で
も

食
べ
る
も
の
、
飲
む
も
の
、
着
る
も
の
な
ど
生
活
に
必
須
の
も
の

は
、
必
ず
買
い
求
め
た
り
、
自
ら
作
っ
た
り
、
手
に
入
れ
た
り
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
「
執

着
」
し
て
、
そ
れ
を
生
き
る
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
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次
の
「
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
、
そ
れ
が
み
な
あ
な
た
が
た

に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
い
う
部
分
で
す

が
、
な
ぜ
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

、

、

、

人
類
の
歴
史
上

ど
れ
ほ
ど
信
仰
が
あ
つ
く
て
も

食
べ
た
り

飲
ん
だ
り
、
着
た
り
す
る
も
の
に
不
自
由
し
た
こ
と
は
、
い
く
ら

で
も
、
あ
っ
た
と
思
え
ま
す
。
最
悪
の
場
合
に
は
、
餓
死
や
凍
死

す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、
そ
れ

で
も
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
そ
う
言
え
る
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
た

、

、

ち
は
人
間
は
誰
で
も
が

普
通
で
は
意
識
で
き
な
い
心
の
奥
底
に

神
（
仏
）
さ
ま
を
宿
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
神
（
仏
）

さ
ま
は
、
私
た
ち
が
、
望
ん
だ
り
、
感
じ
た
り
、
行
っ
た
り
、
考

え
た
り
す
る
全
て
の
こ
と
を
ご
存
じ
な
の
で
す
。
た
だ
、
無
意
識

で
の
こ
と
で
す
の
で
、
私
た
ち
の
方
で
、
神
（
仏
）
さ
ま
を
知
ら

な
い
、
あ
る
い
は
知
ろ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
分

か
ら
な
い
だ
け
な
の
で
す
。

も
し
知
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
で
起
こ
る
全
て
の

こ
と
は
、
神
（
仏
）
さ
ま
の
お
は
か
ら
い
に
よ
る
の
だ
と
、
確
信

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

た
と
え
、
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
、
着
た
り
す
る
も
の
が
な
く

な
っ
て
、
飢
え
死
ん
だ
り
、
凍
え
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て

も
、
そ
れ
も
神
（
仏
）
さ
ま
の
お
は
か
ら
い
で
、
お
前
の
こ
の
世

で
の
つ
と
め
は
終
わ
っ
た
の
で
、
も
う
こ
ち
ら
に
来
い
と
仰
っ
て

お
ら
れ
る
と
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

で
も
、
ど
う
し
た
ら
神
（
仏
）
さ
ま
が
全
て
の
こ
と
を
知
っ
て

お
ら
れ
る
こ
と
を
、
実
感
と
し
て
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
を
、
別
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
神
が
全

知
全
能
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
老
子
の
言
葉

で
言
い
ま
す
と

「
無
知
而
無
不
知
（
知
る
こ
と
無
く
し
て
、
知

、

ら
ざ
る
こ
と
無
し

」
で
す
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
で
言
い
ま

）

す
と

「
無
知
の
知
（
自
分
自
身
を
知
る

」
と
い
う
こ
と
な
の

、

）

で
す
。

、

、

、

お
そ
ら
く

こ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま
し
て
も

大
多
数
の
方
は

何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
お
分
か
り
頂
け
な
い
と
思

う
の
で
す
。
で
も
、
私
の
言
う
こ
と
が
、
実
感
と
し
て
、
全
て
お

分
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
、
す
で
に
何
も
私
な
ぞ
が
書
く
こ
と
は
無

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
で
に
、
釈
尊
も
老
子
も
ソ

ク
ラ
テ
ス
も
キ
リ
ス
ト
も
、
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
か

ら
。
私
は
、
た
だ
、
現
代
人
に
で
き
る
だ
け
理
解
し
や
す
い
よ
う

に
、
現
代
人
向
き
に
理
屈
っ
ぽ
く
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

す
。た

だ
、
こ
の
こ
と
が
、
心
底
か
ら
お
分
か
り
頂
く
た
め
に
は
、

。

。

修
行
が
い
り
ま
す

こ
の
拙
文
も
そ
の
動
機
付
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
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毎
日
、
毎
日
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
以
外
に
、
方
法
は
無
い
の
で

。

、

、

す

し
か
も

そ
れ
は
他
者
か
ら
強
制
さ
れ
て
い
や
い
や
し
た
り

現
在
の
日
本
の
僧
侶
の
大
多
数
が
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

お
布
施
を
頂
く
た
め
や
、
金
儲
け
や
、
自
己
宣
伝
の
手
段
と
し
て

す
る
の
で
は
だ
め
な
の
で
す
。
い
や
、
悟
り
の
た
め
や
、
人
の
役

に
立
つ
た
め
と
思
っ
て
す
る
こ
と
す
ら
、
だ
め
だ
と
言
え
る
の
で

す
。
た
だ
ひ
た
す
ら
、
神
（
仏
）
さ
ま
や
聖
者
を
心
か
ら
信
じ
、

、

。

自
ら
を
律
し

自
ら
進
ん
で
す
る
の
で
な
け
れ
ば
だ
め
な
の
で
す

段
々
と
神
（
仏
）
さ
ま
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
そ
こ
が
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
言

え
る
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す
。

三
三
節
の
「
だ
か
ら
、
神
の
国
と
そ
の
義
と
を
ま
ず
第
一
に
求

め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
は

す
べ
て
与
え
ら
れ
ま
す

」
の
部
分
で
す
が
、
結
構
む
ず
か
し
い

。

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

神
の
国
は
何
度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ほ
か
の
ど
こ
で

も
な
い
、
私
た
ち
人
間
の
一
人
ひ
と
り
の
心
の
中
に
あ
り
ま
す
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
た
だ
そ
れ
を
実
感
で
き
な
い
だ
け

な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
神
の
国
を
何
に

も
増
し
て
第
一
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
信

じ
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

次
の
、
神
の
義
で
す
が
、
こ
れ
は
昨
年
の
四
月
号
で
取
り
上
げ

た
「
六

義
に
渇
い
て
い
る
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
満
ち
足

。
」

、

、

、

り
る
か
ら
で
す

で

解
説
し
ま
し
た
よ
う
に

神
が
正
し
く

完
全
無
欠
で
あ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
人
間
は
、
全
て
の
人
が
、

キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば
原
罪
を
、
仏
教
で
言
え
ば
宿
業
を
背
負
っ

。

、

て
生
き
て
い
ま
す

そ
の
原
罪
や
宿
業
か
ら
抜
け
ら
れ
る
よ
う
に

人
間
な
ら
誰
で
も
が
、
完
全
無
欠
な
神
の
心
境
に
至
る
こ
と
を
ひ

。

、

た
す
ら
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

そ
う
し
な
い
か
ぎ
り

人
類
を
滅
亡
か
ら
救
う
道
は
な
い
と
思
え
ま
す
。

最
後
に
有
名
な
三
四
節
で
す

「
あ
す
の
た
め
の
心
配
は
無
用

。

で
す
。
あ
す
の
こ
と
は
あ
す
が
心
配
し
ま
す
。
労
苦
は
そ
の
日
そ

の
日
に
、
十
分
あ
り
ま
す

」
。

私
た
ち
人
間
だ
け
が
、
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
は
、
明
日
（
未
来
）
を
夢
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
し
か

し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
昨
日
（
過
去
）
の
「
し
が
ら
み
」
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
今
（
現
在
）
に
、
そ
の
統

合
を
生
き
て
い
る
の
で
す
。
統
合
の
過
程
と
し
て
、
明
日
を
思
い

煩
う
わ
け
で
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
思
い
煩
い
を
少
な
く
し
、

い
ま
に
徹
し
て
、
常
に
最
善
に
生
き
る
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
で

き
難
い
こ
と
で
す
が
、
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
日
そ
の
日
が
充
実
し

て
、
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

健

康

法

の

早

死

に

健
康
法
を

駆
使
し
て
き
た
の
に

癌
に
な
っ
て

死
ん
で
い
く
の
は

と
て
も
残
念
だ

と
い
う

そ
し
て
多
く
の
人
は

そ
れ
を
あ
ざ
笑
う

で
も

い
の
ち
は

誰
で
も
が

大
切
に
す
べ
き
も
の

お
迎
え
が
く
れ
ば

誰
で
も
が

喜
ん
で
い
く
べ
き
も
の

煙

草

と

酒

へ

の

執

着

不
摂
生
し
て
い
て
も

長
生
き
す
る
人
が
い
る

だ
か
ら

私
は

煙
草
も
酒
も

や
め
な
い

こ
う
言
う
人
ほ
ど

自
分
の
生
命
へ
の
執
着
が

強
い
の
だ

自
己
の
生
命
へ
の

執
着
の
無
い
人
は

自
己
の
欲
望
へ
の

執
着
も
な
い

共

食

す

る

と

い

う

こ

と

国
立
民
俗
学
博
物
館
長

石
毛
直
道
氏
は

人
間
の
食
の
特
徴
は

料
理
（
調
理
）
を
す
る
こ
と

と共
食
を
す
る
こ
と

の
二
つ
だ
と
い
う

ま
さ
に

皆
で
分
け
合
っ
て

食
べ
る
こ
と
こ
そ

人
間
的
な
こ
と

調
理
す
る
こ
と
は

人
間
の
こ
こ
ろ
を

欠
い
た
人
に
も

で
き
る
こ
と

ま
た

人
類
進
化
の

ず
っ
と
後
に
な
っ
て

は
じ
め
て

現
れ
た
こ
と

ち

ょ

っ

と

失

敬

女
子
大
寮

も
の
が
つ
ぎ
つ
ぎ

紛
失
す

お
互
い
が

買
え
ば
買
え
る
が

ひ
と
の
も
の

ち
ょ
っ
と
失
敬

軽
い
気
分
で

共

に

食

う

共
に
食
う

人
間
ら
し
き

行
い
は

人
と
人
と
が

触
れ
合
う
基
本
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イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

繁

栄

世
の
中
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

発
達
し

エ
ゴ
追
求
が

さ
ら
に
栄
え
る

闇

の

さ

ま

よ

い

近
代
の

自
我
確
立
は

己
か
ら

他
己
を
追
い
出
し

自
己
の
み
と

成
る
無
明
へ
の

闇
の
さ
ま
よ
い

死

が

地

獄

昔
は

死
後

「
地
獄
に
落
ち
る
」

と
言
っ
た

で
も

今
は

死
そ
の
も
の
が

地
獄
に
な
っ
て
い
る

迷

惑

許

さ

ず

誰
で
も
が

気
づ
か
ぬ
う
ち
に

悪
か
さ
ね

生
き
て
い
る
の
に

目
に
見
え
る

小
さ
な
迷
惑

許
せ
ざ
り
け
り

親

の

無

責

任

一
歳
の

子
に
目
を
か
け
ず

け
が
を
さ
せ

親
の
責
任

問
う
を
い
ぶ
か
る

迷

惑

ば

か

り

ひ
と
さ
ま
に

迷
惑
ば
か
り

か
け
て
生
き

嘆
き
悲
し
む

何
の
価
値
ぞ
や

身

体

の

物

象

化

自
分
の
体
が

単
な
る
自
分
の
環
境

つ
ま
り

自
分
で
い
じ
れ
る
も
の

と
な
っ
て
き
て
い
る

そ
れ
は

自
分
の
体
の

物
象
化
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自
作
随
筆
選

私
生
活
主
義
世
代
論

こ
の
十
月
二
十
一
日
（
火
）
付
け
の
毎
日
新
聞
「
記
者
の
目
」

欄
に
「
元
気
の
な
い
？
！
三
十
歳
代
男
性

「
ど
こ
が
悪
い
『
自

」

分
に
忠
実

」
と
い
う
見
出
し
で
、
同
新
聞
の
学
芸
部
所
属
の
大

』

井
浩
一
と
い
う
三
十
歳
代
の
記
者
が
、
自
分
の
意
見
を
記
事
に
し

て
い
ま
し
た
。

こ
の
毎
日
新
聞
の
「
記
者
の
目
」
と
い
う
欄
は
、
記
者
が
自
分

の
本
音
を
直
（
じ
か
）
に
述
べ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
私
も
、
大

体
、
見
出
し
を
見
て
、
関
心
の
あ
る
領
域
の
も
の
に
は
目
を
通
す

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
も
、
大
井
と
い
う
記
者
の
本
音
が
出
て
い
て
、
現
代

の
若
い
人
の
考
え
方
を
知
る
の
に
、
と
て
も
役
立
ち
ま
し
た
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
結
論
的
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に

私
が
言
い
続
け
て
い
る
、
現
代
人
の
「
自
己
肥
大

「
他
己
萎

」
、

」

。

、

縮

を
典
型
的
に
示
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す

さ
ら
に
そ
の
上

「
ど
こ
が
悪
い
『
自
分
に
忠
実

」
と
見
出
し
に
あ
り
ま
す
よ
う

』

、

、

、

に

自
分
で
は
そ
れ
に
気
づ
け
ず

正
当
化
さ
え
し
て
い
る
点
で

唖
然
と
し
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

、

。

ど
う
記
事
に
書
か
れ
て
い
た
か

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

今
三
十
歳
代
の
人
た
ち
は

「
団
塊
の
世
代
」
に
続
く
人
た
ち

、

な
の
で
す
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て

「
会
社
へ
の
帰
属
意
識
が
薄

、

い

「
家
族
よ
り
自
分
を
大
切
に
す
る

「
家
に
帰
り
た
が
ら
ず
、

」

」

」「

、

接
待
が
な
い
日
で
も
飲
み
歩
く

妻
と
の
会
話
も
そ
こ
そ
こ
に

自
分
の
部
屋
に
閉
じ
こ
も
る

「
未
婚
率
の
高
さ
」
な
ど
が
、
挙

」

げ
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
人
た
ち
は
、
実
は
、
既
に
一
九
八
〇
年
代
に
「
新
人
類
」

「
オ
タ
ク
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す

「
新
人
類
」
は
、

。

会
社
へ
の
帰
属
意
識
が
薄
く
、
無
気
力
で
だ
ら
し
が
な
い
新
入
社

員
像
と
し
て
使
わ
れ

「
オ
タ
ク
」
は
ア
ニ
メ
や
Ｓ
Ｆ
な
ど
の
趣

、

味
に
没
入
す
る
若
者
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
た
と
言
い
ま

す
。こ

の
記
事
の
中
で
同
氏
は
、
何
人
か
の
作
家
、
学
者
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
意
見
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
同
氏
は
、
こ
の
世

代
を
「
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
」
を
本
質
と
す
る
と
し
て
い
ま
す

が
、
社
会
学
者
の
宮
台
真
司
氏
は

「
・
・
・
昭
和
四
〇
年
代
生

、

ま
れ
に
な
る
と
、
す
で
に
豊
か
で
、
何
が
幸
福
な
の
か
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
個
人
個
人
で
分
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
の
快
・
不

快
に
忠
実
に
生
き
る
『
私
生
活
主
義
』
の
傾
向
が
強
ま
る

」
と

。

話
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
氏
の
友
人
の
一
人
は
「
高
度
成
長
の
完
成
で
、
目
標
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を
失
っ
た
世
代
の
先
頭
が
自
分
た
ち
で
は
」
と
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。

結
論
的
に
、
こ
の
記
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「

私
生
活
主
義
〕
は
三
十
代
だ
け
の
特
徴
で
は
な
く
、
二
十

『
〔

代
、
十
代
と
年
齢
が
下
が
る
ほ
ど
強
く
な
る

（
宮
台
氏

・
・

』

）
。

・
こ
の
世
代
が
主
役
の
時
代
は
、
い
や
応
な
く
始
ま
っ
て
い

。

、

る
と
も
い
え
る

・
・
・
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
連
携
す
る
こ
と
も

普
遍
的
な
理
念
を
叫
ぶ
こ
と
も
な
い
。
一
人
一
人
が
や
り
た
い
こ

と
を
や
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
い
い
。
そ
こ

か
ら
し
か
何
も
始
ま
ら
な
い
、
と
私
は
思
う

」
。

も
う
一
度
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
そ
う
な
言
葉
を
あ
げ
て
み
ま

す
と

「
自
己
の
快
・
不
快
に
忠
実
に
生
き
る
『
私
生
活
主
義
』

、

の
傾
向

「
目
標
を
失
っ
た
世
代

「
連
携
す
る
こ
と
も
、
普
遍

」

」

的
な
理
念
を
叫
ぶ
こ
と
も
な
い

「
一
人
一
人
が
や
り
た
い
こ
と

」

を
や
っ
て
い
く
」
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
「
他

己

、
つ
ま
り
、
社
会
性
を
喪
失
し
た
こ
と
を
示
す
言
葉
で
す
。

」私
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
書
い
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
現
代
は
、

大
学
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
個
人
主
義
・
民
主
主
義

が
行
き
過
ぎ
て
、
個
人
個
人
の
判
断
が
、
善
悪
、
正
邪
、
真
偽
な

ど
で
は
な
く
、
自
分
の
「
利
害
得
失
」
や
「
好
き
嫌
い
」
に
基
づ

。

、

い
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

政
治
的
に
言
い
ま
す
と

そ
れ
は
衆
愚
政
治
（
オ
ク
ロ
ク
ラ
シ
ー
）
に
陥
っ
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

先
程
の
「
私
生
活
主
義
」
は
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
、
自
己
に
閉

じ
こ
も
っ
て
、
他
己
を
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま

さ
に
示
す
言
葉
で
す
。

自
己
に
閉
じ
こ
も
り
ま
す
と
、
社
会
的
定
位
が
で
き
な
く
な
っ

て
き
ま
す
。
心
理
的
に
不
安
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
解
消
し
て
く

れ
る
の
は
、
自
己
の
欲
望
の
満
足
な
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
食

欲
（
物
欲
・
金
銭
欲
・
財
産
欲
な
ど
を
含
む

、
性
欲
（
先
祖
・

）

子
孫
へ
の
執
着
な
ど
を
含
む

、
優
越
欲
（
名
誉
欲
・
権
力
欲
）

）

な
ど
の
満
足
で
す
。

ま
た
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
ま
す
と
、
未
来
へ
の
展
望
を
も
つ
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
難
し
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、

未
来
は
過
去
が
あ
る
か
ら
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。
私
の
理
論
で

は
、
過
去
は
他
己
で
、
未
来
は
自
己
で
す
。
そ
し
て
、
現
在
は
過

去
と
未
来
の
統
合
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
己
が
肥
大
し
、
他
己
が

萎
縮
し
ま
す
と
、
そ
の
統
合
で
あ
る
現
在
が
な
く
な
っ
て
く
る
、

つ
ま
り
、
時
間
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す

「
目
標

。

を
失
っ
た
世
代
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
刹
那
的
に
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
好
き
な
よ
う
に

す
る
だ
け
の
世
界
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
記
者
の
結
論
で
述
べ

る
通
り
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
一
九
）
久
し
く
旅
に
出
て
い
た
人
が
遠
方
か
ら
無
事
に

帰
っ
て
来
た
な
ら
ば
、
親
戚
・
友
人
・
親
友
た
ち
は
か
れ
が

帰
っ
て
来
た
の
を
祝
う
。

こ
の
偈
の
意
味
を
ど
う
受
け
取
る
か
、
文
字
通
り
な
ら
当
た
り

前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
人
情
の
機
微
を
詠
ん
だ

だ
け
の
も
の
と
い
え
ま
す
。
で
も
、
何
か
宗
教
的
な
意
味
を
読
み

取
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
偈
の
存
在
の
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
え
ま

す
。
皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
か
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
「
久
し
く
旅
に
出
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ

は
、
人
間
が
こ
の
世
に
誕
生
し
て
、
久
し
く
生
き
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に

「
遠
方
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
な
か
な
か
意
味

、

深
長
で
す
。
私
た
ち
は
生
ま
れ
た
と
き
、
自
己
と
他
己
は
未
分
化

な
が
ら
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
成
長
・
発
達
の
過
程
で
自
己
と

他
己
は
分
化
し
、
自
己
が
肥
大
し
て
い
き
ま
す
。
特
に
現
代
で
は

そ
れ
が
過
大
と
な
っ
て
い
ま
す
。
遠
方
と
は
、
自
己
へ
の
執
ら
わ

れ
の
垢
が
た
く
さ
ん
付
い
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
さ
ま
の
世
界
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

次
の
「
無
事
に
帰
っ
て
来
た
な
ら
ば
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

で
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
世
界
に
無
事
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
仏
さ
ま
の
世
界
と
は
成
仏
し
た
世
界
の
こ
と
で
す
。
成
仏

と
は
、
死
ん
で
仏
に
成
る
成
仏
が
一
般
的
で
す
が
、
弘
法
大
師
の

言
わ
れ
た
生
き
て
こ
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
す
る
即
身
成
仏
も
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
生
き
た
ま
ま
の
、
つ
ま
り
無
事

な
成
仏
（
＝
解
脱
）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

も
し
、
そ
う
な
っ
た
な
ら
「
親
戚
・
友
人
・
親
友
た
ち
は
か
れ

が
帰
っ
て
来
た
の
を
祝
う
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
は
、
彼
の
親

戚
・
友
人
・
親
友
と
は
誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
過

去
に
お
い
て
既
に
解
脱
し
た
人
た
ち
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

仏
教
に
は

「
七
仏
通
戒
偈
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
過
去

、

の
七
人
の
仏
に
な
っ
た
人
、
つ
ま
り
解
脱
し
た
人
た
ち
が
説
い
た

共
通
の
教
え
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う
し
た
過
去
に
解
脱
し
た
人

た
ち
が
親
戚
で
あ
り
、
友
人
で
あ
り
、
親
友
で
あ
る
と
言
え
る
の

。

。

で
す

そ
れ
ら
の
人
々
が
喜
ん
で
祝
福
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す

で
も
、
そ
の
こ
と
は
、
解
脱
し
た
人
に
だ
け
分
か
る
こ
と
だ
と
い

え
る
の
で
す
。
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（
二
二
〇
）
そ
の
よ
う
に
善
い
こ
と
を
し
て
こ
の
世
か
ら
あ

の
世
に
行
っ
た
人
を
善
業
が
迎
え
受
け
る
。

親
族
が
愛

―
―

す
る
人
が
帰
っ
て
来
た
の
を
迎
え
受
け
る
よ
う
に
。

、

、

こ
の
偈
も
前
の
偈
と
同
様
に

文
字
通
り
に
こ
こ
に
出
て
い
る

「
こ
の
世
」
と
「
あ
の
世
」
を
「
現
世
」
と
「
死
後
の
来
世
」
と

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
比
喩
的
に
考
え
、
あ
の
世
を

死
後
の
来
世
で
は
な
く
、
こ
の
世
で
解
脱
し
た
（
大
死
一
番
）
後

の
世
界
と
捉
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
世
で
解
脱
す
る
た
め
に
は
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
生
き

方
を
全
く
捨
て
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
己
の
生
命

へ
の
執
着
を
捨
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
死
を
意

味
す
る
と
い
え
ま
す
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と

「
自
己
」
は
無
意
識
（
髄
識
）
の

、

「
生
命
蔵
識
」
を
根
源
と
し

「
他
己
」
は
無
意
識
（
髄
識
）
の

、

「
如
来
蔵
識
」
を
根
源
と
し
て
い
ま
す
。

自
己
が
生
き
る
こ
と
を
追
求
す
る
世
界
と
す
れ
ば
、
他
己
は
そ

。

、

。

れ
を
否
定
す
る
世
界
で
す

つ
ま
り

死
の
世
界
だ
と
言
え
ま
す

私
た
ち
が
生
き
る
こ
と
へ
執
着
を
強
く
し
、
自
己
に
閉
じ
、
自
己

を
肥
大
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
の
世
界
か
ら

遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
ほ
ど
、
仏
さ
ま
は
そ
れ
に
対
す
る
否
定
と

し
て
働
き
か
け
て
き
ま
す
。
死
が
恐
怖
や
不
安
と
し
て
、
ま
す
ま

す
迫
っ
て
く
る
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
未
来
か
ら

死
が
迫
っ
て
来
て
い
る
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
生
へ
執
着
す
る
自
己
を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
他
己
を

働
か
せ
て
、
仏
さ
ま
に
従
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
恐

れ
や
不
安
で
あ
っ
た
死
は
、
逆
に
自
己
を
支
え
る
仏
さ
ま
の
働
き

、

。

と
し
て

否
定
の
働
き
か
ら
肯
定
の
働
き
へ
と
変
化
す
る
の
で
す

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
上
の
「
大
楽
」
を
与
え
て
頂
け
る
の

で
す
。
そ
の
と
き
、
真
の
自
由
自
在
が
得
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
自
由
は
、
字
の
通
り
に
「
自
ら
に
由
る
」
の
で
す
が
、
他
己

と
自
己
の
統
一
と
し
て
の
「
自
ら
」
で
す
か
ら
、
他
者
を
無
視
し

た
り
、
踏
み
に
じ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
法

か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
大
楽
・
自
由
自
在
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
私
が
そ
の
心
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
、
そ
れ
を
理

解
で
き
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
解
と
い
っ
た
意
識
の
働
き

。

、

で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

自
己
と
他
己
の
真
の
統
合
は

無
意
識
の
働
き
な
の
で
す
。
無
意
識
は
、
意
識
し
て
直
接
的
に
制

御
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
意
識
を
滅
し
、
自
己
を
滅

し
た
と
こ
ろ
に
輝
く
出
て
く
る
の
で
す
。
し
か
し
、
自
己
や
意
識

を
滅
す
る
に
は
、
修
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
普
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通
の
人
生
の
経
験
の
中
に
は
自
己
や
意
識
を
滅
す
る
な
ど
、
な
い

こ
と
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
す
る
訓
練
・
修
行
・
精
進

。

、

、

。

が
い
る
の
で
す

ひ
た
す
ら

毎
日

そ
う
す
る
だ
け
な
の
で
す

、

。

そ
う
な
ろ
う
と
は
か
ら
う
こ
と
す
ら

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す

第
一
七
章

怒
り

（
二
二
一
）
怒
り
を
捨
て
よ
。
慢
心
を
除
き
去
れ
。
い
か
な

る
束
縛
を
も
超
越
せ
よ
。
名
称
と
形
態
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

無
一
物
と
な
っ
た
者
は
、
苦
悩
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

、

、

、

、

、

怒
り

慢
心

束
縛

こ
れ
ら
は

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と

す
べ
て
自
己
に
執
ら
わ
れ
た
と
き
に
起
こ
っ
て
く
る
心
の
働
き
で

す
。
な
お
、
束
縛
と
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
（
岩
波
文
庫
『
真
理
の

こ
と
ば

感
興
の
こ
と
ば

）
の
訳
者
で
あ
る
中
村
元
先
生
の
訳

』

注
に
よ
り
ま
す
と

「
人
を
結
び
つ
け
縛
る
煩
悩
」
の
こ
と
だ
と

、

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
広
く
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

確
か
に
、
人
間
の
精
神
を
縛
る
も
の
の
主
た
る
も
の
は
、
煩
悩
で

す
が
、
そ
の
煩
悩
へ
執
着
（
自
己
肥
大
）
し
た
結
果
と
し
て
起
こ

る
社
会
定
位
を
欠
い
た
行
動
も
、
そ
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
人
の
こ
と
が
や
た
ら
と
気
に
な
り
、

人
か
ら
支
持
や
承
認
、
愛
情
を
得
た
が
る
こ
と
な
ど
で
す
。

で
す
か
ら
、
怒
り
、
慢
心
、
束
縛
な
ど
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
自

己
へ
の
執
着
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
す
れ
ば
、
名
称
や
形
態
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
く
な
る

の
で
す
。
こ
の
名
称
や
形
態
で
す
が
、
名
称
と
は
名
、
形
態
と
は

形
で
す
か
ら
、
名
と
形
の
あ
る
も
の
に
執
ら
わ
れ
る
な
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
が
名
を
与
え
、
存
在
を
確
認
し

た
す
べ
て
の
も
の
、
つ
ま
り
自
分
も
含
め
て
こ
の
世
に
存
在
す
る

全
て
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
の
世
に
存
在
す
る
全
て
の
も
の
へ
の
執
着
を
捨
て

、

「

」

。

た
人
は

次
に
あ
る

無
一
物
と
な
っ
た
者

と
い
う
わ
け
で
す

そ
う
な
っ
た
者
に
は

「
苦
悩
に
追
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
な

、

な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

苦
悩
と
は
、
仏
教
で
い
え
ば
「
生
老
病
死
」
の
四
苦
と
、
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

」
の
四
つ
を
加
え
た
八
苦
が
あ
り
ま
す
。

）

こ
う
し
た
苦
悩
は
、
理
屈
で
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
く
ら
苦
し
ま
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
て
も
、
嫌
な
人
を
好

き
に
な
る
の
は
難
し
い
で
す
し
、
好
き
な
人
と
別
れ
る
の
は
悲
し

く
、
辛
い
も
の
で
す
。

修
行
・
精
進
し
て
い
く
と
き
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
自
己
へ

の
執
着
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
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後
記

一
、
十
一
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
、
北
九
州
へ
児
童
青
年
精
神
医

学
会
で
出
張
し
ま
し
た
。
車
で
行
き
ま
し
た
が
、
紅
葉
が
と
て
も

き
れ
い
で
し
た
。

二
、
そ
の
前
日
か
ら
風
邪
を
引
き
、
そ
れ
を
お
し
て
行
っ
た
せ
い

か
、
だ
ん
だ
ん
ひ
ど
く
な
り
、
精
神
的
緊
張
を
伴
う
こ
と
に
は
意

欲
が
わ
か
ず
、
た
ま
っ
て
い
た
新
聞
切
り
抜
き
（
ス
ク
ラ
ッ
プ
）

の
整
理
な
ど
を
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
誌
の
発
行
が
十
日
ほ

ど
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

三
、
今
月
一
日
づ
け
で
、
本
誌
に
毎
号
、
表
紙
の
絵
を
寄
せ
て
下

さ
っ
て
い
ま
す
小
原
白
峰
氏
が

『
人
権
禅
画
集

達
磨
画
人
権

、

―

標
語
集

』
を
自
費
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

―

四
、
も
と
も
と
カ
レ
ン
ダ
ー
に
す
る
予
定
で
十
二
枚
の
達
磨
画
と

人
権
標
語
を
描
い
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
も
っ
た
い
な
い
の
で

、

、

。

本
に
し
て
は

と
お
勧
め
し
て

こ
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た

五
、
私
も
、
そ
の
標
語
を
読
ま
せ
て
頂
い
て
、
思
う
こ
と
を
五
百

字
程
度
で
書
き
添
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

六
、
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
少
し
で
も
人
権
と
は
何

か
、
人
間
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
な
れ
ば
幸
い
で

す
。
ご
希
望
の
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
私
か
ら
取
り
次
ぎ
を
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
千
円
と
送
料
三
一
〇
円
（
一
冊
の
書
籍
小
包
代
）

を
「
ひ
び
き
の
さ
と
」
に
郵
便
振
替
で
お
送
り
下
さ
い
。
な
お
、

大
き
さ
は
Ａ
４
判
で
、
総
頁
数
は
四
四
頁
で
す
。
人
権
禅
画
の
他

、

、

。

に

同
氏
の
禅
画
作
品
が
四
六
枚

写
真
で
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す

七
、
私
も
、
こ
の
と
こ
ろ
「
人
権
」
の
こ
と
を
き
っ
ち
り
哲
学
的

に
、
私
の
理
論
で
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
、
憲
法
の
本
や
人
権

の
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
有
り
難
い
こ
と
に
、
そ
ん
な
こ
と
に
呼

応
す
る
よ
う
に
、
小
原
氏
の
お
計
ら
い
で
人
権
週
間
に
際
し
て
毎

年
な
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
下
の
人
権
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
、
今
年
参

加
さ
せ
て
頂
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
県
下
六
ケ
所
で
、
今
年

は
各
市
町
村
の
長
が
付
く
方
々
の
啓
蒙
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
、
五
人
の
パ

ネ
ラ
ー
で
行
わ
れ
ま
す
。

月
刊

平
成
九
年
十
一
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
一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
十
五
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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