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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
八
巻

十
二
月
号

弱
さ
を
売
り
物
に
す
る

い
ま

自
分
の
弱
さ
を

売
り
物
に
す
る

風
潮
が
あ
る

で
も

弱
さ
を

克
服
し
た
と
き
だ
け

人
に
や
さ
し
く
で
き
る

そ
の
こ
と
を

も
っ
と

知
ら
な
け
れ
ば

義
務
不
履
行

個
人
主
義

権
利
ば
か
り
を

主
張
し
て

義
務
を
忘
れ
り
ゃ

社
会
崩
壊
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
四
八
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
四
）

今
月
か
ら
第
七
章
に
入
り
ま
す
。

一

さ
ば
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
さ
ば
か
れ
な
い
た
め
で
す

二

あ
な
た
が
た
が
さ
ば
く
と
お
り
に
、
あ
な
た
が
た
も
さ
ば

か
れ
、
あ
な
た
が
た
が
量
（
は
か
）
る
と
お
り
に
、
あ
な
た

が
た
も
量
（
は
か
）
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

三

ま
た
、
な
ぜ
あ
な
た
は
、
兄
弟
の
目
の
中
の
ち
り
に
目
を

つ
け
る
が
、
自
分
の
目
の
中
の
梁
（
は
り
）
に
は
気
が
つ
か

な
い
の
で
す
か
。

四

兄
弟
に
向
か
っ
て

「
あ
な
た
の
目
の
ち
り
を
取
ら
せ
て

、

く
だ
さ
い

」
な
ど
と
ど
う
し
て
言
う
の
で
す
か
。
見
な
さ

。

い
、
自
分
の
目
に
は
梁
（
は
り
）
が
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

五

偽
善
者
た
ち
。
ま
ず
自
分
の
目
か
ら
梁
（
は
り
）
を
取
り

の
け
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
は
っ
き
り
見
え
て
、
兄
弟
の

目
か
ら
も
、
ち
り
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
者
を
裁
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
教
え
で
す
。
な
ぜ
な
の

か
、
そ
の
理
由
が
、
続
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
教
え
に
接
し
ま
す
と
、
か
つ
て
我
が
大
学
で
起
こ

り
、
全
国
的
に
新
聞
紙
面
や
テ
レ
ビ
画
面
を
に
ぎ
わ
し
た
、
あ
る

教
授
の
方
の
大
学
院
生
に
対
す
る
「
セ
ク
ハ
ラ
騒
ぎ
」
を
思
い
出

し
ま
す
。
す
で
に
、
本
誌
の
「
後
記
」
で
も
、
二
回
も
取
り
上
げ

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
昨
年
の
十
一
月
号
（
第
七
巻
）
と
今
年
の
二

月
号
（
第
八
巻
）
で
す
。

前
者
は
次
の
通
り
で
す

「
四
、
い
ま
、
私
の
勤
務
す
る
鳴
門

。

教
育
大
学
は
、
全
国
的
に
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
て
も
残
念

な
こ
と
で
す
。
大
学
に
と
っ
て
こ
の
マ
イ
ナ
ス
は
と
て
も
大
き
い

と
思
い
ま
す
。
私
は
、
直
接
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
る
当
の
女
性
を

知
り
ま
せ
ん
が
、
訴
え
ら
れ
た
教
授
は
、
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
仕
事
を
す
る
方
で
、
論
文
も
多
く
書
い
て
お

ら
れ
ま
す
。
人
に
も
大
学
の
先
生
は
論
文
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
、
折
り
あ
る
毎
に
、
主
張
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

学
生
に
も
厳
し
く
勉
強
さ
せ
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
も
そ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
で
も
怠
け
と
ご
ま
す
り
の
蔓
延
す
る

大
学
内
で
は
、
公
の
席
で
そ
う
い
う
人
は
皆
無
で
す
。
そ
れ
だ
け

に
、
ま
た
学
長
選
挙
に
も
毎
回
出
て
お
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

反
感
を
か
っ
て
い
た
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
／
五
、
キ
リ
ス
ト

は
人
を
裁
く
な
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
学
内
で
は
か
つ
て
の
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仲
間
を
喜
々
と
し
て
裁
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
ろ
寒
々
と
し
て
き
ま

す
。
大
学
に
は
、
人
権
の
主
張
は
あ
っ
て
も
、
慈
愛
と
寛
容
の
精

神
が
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
教
員
を
養
成
す
る
場
か
ら
慈
愛

と
寛
容
が
喪
失
す
る
こ
と
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
気
づ
い
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す

」
。

ま
た
、
後
者
は
次
に
通
り
で
す

「
一
、
私
の
勤
め
る
大
学
の

。

教
授
会
で
、
例
の
教
授
の
方
に
つ
い
て
、
退
職
勧
告
付
き
の
、
十

二
ケ
月
停
職
の
懲
戒
処
分
原
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
退
職
勧
告

の
理
由
は
倫
理
が
問
わ
れ
て
の
こ
と
で
す
。
翌
日
の
新
聞
で
は
、

学
長
が
た
と
え
当
人
が
退
職
勧
告
決
議
を
受
け
入
れ
な
い
で
、
一

年
後
に
大
学
に
復
帰
し
て
も
、
授
業
は
も
た
せ
な
い
と
述
べ
た
と

報
道
し
て
い
ま
し
た
。
／
二
、
い
ま
大
学
に
は
悪
意
と
怨
念
が
み

な
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
嘆
か
わ
し
い
こ

と
で
す
。
／
三
、
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
は
人
を
裁

く
な
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
釈
尊
も
怨
み
に
怨
み
を
も
っ

て
返
す
な
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
聖
人
の
倫
理
は
絶
対
な

倫
理
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
／
四
、
こ
う
し
た
意
見
を
教

授
会
で
述
べ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
耳
を
傾
け
る
人
は
い
ま
せ
ん
。

、

。

、

私
も

逆
恨
み
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

／
五

二
聖
人
の
倫
理
か
ら
す
れ
ば
、
裁
い
た
人
た
ち
や
怨
み
に
怨
み
を

返
し
た
人
た
ち
が
、
な
が
い
目
で
見
れ
ば
、
逆
に
裁
か
れ
、
怨
み

を
も
っ
て
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
／
六
、
そ
の
結

果
、
本
人
た
ち
が
不
幸
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
大
学
が
、
ま
す
ま
す
世
間
か
ら
う
と
ま
れ
て
、
つ
い
に
崩
壊

に
至
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
真
の
倫
理
を
示
す
べ
き
大
学
が
、
世

の
中
の
相
対
な
倫
理
に
流
さ
れ
て
、
人
類
・
宇
宙
普
遍
の
教
え
に

逆
ら
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
天
は
必
然
・
自
然
と
し

て
、
天
罰
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す

」
。

こ
の
事
件
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
は
新
聞
や

テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
詳
し
く
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

ふ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
書
く
こ
と
を
控
え

ま
す
が
、
後
記
の
記
述
を
読
ん
で
頂
け
れ
ば
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

て
い
ま
す
「
人
を
裁
く
な
」
と
い
う
教
え
の
意
味
が
、
実
例
で
ご

理
解
頂
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
教
授
は
人
事
院
の
公
平
委
員
会
に
処
分
の
不
当
性
を
訴

え
ら
れ
、
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
結
論
が
で
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
互
い
に
、
幾
つ
か
の
民
事
訴
訟
や

刑
事
告
発
も
な
さ
れ
、
争
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
、
い
ず
れ

は
決
着
が
着
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
な
ぜ
裁
い
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
で
す
が
、

右
の
実
例
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
立
ち
入
っ
て
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
簡

単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
裁
け
ば
、
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
者
の
目
の
「
ち
り
」
を
取
ろ
う
と
す
れ

ば
、
自
分
で
は
気
付
け
な
い
、
自
分
の
目
の
も
っ
と
大
き
な
「
は
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り
」
の
存
在
を
咎
め
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、
も
し
他
者
の
目
の
ち
り
を
取
り
除
き
た
け
れ
ば
、
ま
ず
自
分

の
目
の
は
り
を
取
り
除
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

で
は
、
い
っ
た
い
「
ち
り
」
と
か
「
は
り
」
と
か
は
、
宗
教
的

に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
そ
れ
は
「
悪
」
を

為
し
て
「
善
」
を
為
さ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

、

、

り

他
者
が
悪
を
為
し
て
善
を
為
さ
な
い
と
教
え
て
あ
げ
る
前
に

ま
ず
自
分
が
悪
を
為
し
て
善
を
為
さ
な
い
こ
と
に
気
付
け
、
と
教

え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
、
人
間
以
外
の
「
物
質
」
や
「
生
命
」
と
同
様
に
、
相

対
な
存
在
で
す
。
相
対
な
も
の
は
、
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶

対
・
無
限
・
永
遠
者
の
前
で
は
、
み
ん
な
が
不
完
全
な
存
在
な
の

で
す
。
そ
れ
は
、
お
互
い
が
「
あ
い
対
し
て

、
相
互
限
定
的
に

」

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
以

外
の
誰
か
の
、
何
か
の
影
響
で
自
分
が
存
在
し
、
存
在
す
る
誰
か

や
何
か
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

目
の
も
う
一
つ
の
違
っ
た
譬
（
た
と
）
え
で
言
い
ま
す
と
、
そ

れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
色
の
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
の
で
す
。
自
分
の
色
眼
鏡
で
は
、
あ
る
色
に
見
え
て
い
ま

す
が
、
他
の
人
の
眼
鏡
で
は
違
っ
た
色
に
見
え
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
レ
ン
ズ
に
は
、
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
歪
み
を
伴

い
ま
す
か
ら
、
世
界
が
歪
ん
で
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
相
対
者
の
見
え
る
世
界
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
か

け
て
い
る
眼
鏡
に
応
じ
て
見
え
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
他
者
が

悪
を
為
し
、
善
を
為
し
て
い
な
い
と
思
っ
て
も
、
自
分
の
眼
鏡
の

色
と
歪
み
（
執
ら
わ
れ
）
か
ら
そ
う
見
え
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
最
初
に
あ
げ
た
わ
が
大
学
の
例
で
も
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
私
か
ら
見
ま
す
と
、
そ
の
教
授
を
裁
け
る
人
は
、
大
学
に
は

い
ま
せ
ん
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
執
ら
わ
れ
の
中
で
動
い

て
い
ま
す
。
世
間
体
を
気
に
す
る
人
、
お
か
し
い
と
思
っ
て
も
勇

気
を
出
し
て
そ
う
言
え
な
い
人
、
原
案
に
賛
成
す
れ
ば
、
出
世
に

つ
な
が
る
と
思
う
人
、
逆
に
反
対
す
れ
ば
損
を
す
る
と
思
う
人
、

そ
の
教
授
へ
の
個
人
的
感
情
（
怨
み
、
妬
み
な
ど
）
に
執
ら
わ
れ

て
い
る
人
、
自
分
の
立
場
を
守
る
た
め
に
そ
う
す
る
人
、
な
ど
な

ど
み
ん
な
執
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

そ
の
結
果
、
大
学
全
体
と
し
て
大
き
な
悪
を
為
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
民
主
主
義
で
は
、
そ
の
責
任
は
大
学
の
管
理
者
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

責
任
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
や
が
て
、
大
学
全
体
が
裁
か
れ
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
関
わ
っ
た
人
す
べ
て
が
裁
か
れ
る
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

裁
く
資
格
の
な
い
人
が
裁
い
た
か
ら
、
逆
に
裁
か
れ
る
こ
と
に
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な
る
の
で
す
が
、
で
は
、
誰
に
裁
く
資
格
が
あ
る
と
言
え
る
の
で

し
ょ
う
か
。

五
節
に
は

「
ま
ず
自
分
の
目
か
ら
梁
（
は
り
）
を
取
り
の
け

、

。

、

、

、

な
さ
い

そ
う
す
れ
ば

は
っ
き
り
見
え
て

兄
弟
の
目
か
ら
も

ち
り
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
す

」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

。

そ
の
資
格
が
あ
る
の
は

「
自
分
の
目
か
ら
は
り
を
取
り
の
け
た

、

人
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
「
は
り
を
取
り
の
け
た
人
」
と
は
ど
ん
な
人
な
の
で
し
ょ

う
か
。
仏
教
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
相
対
を
超
え
た
、
解
脱
し
た
人

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
弘
法
大
師
さ
ん
で
言
え
ば
即
身
成
仏

し
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
国

を
自
分
の
中
に
実
現
し
た
人
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
の
眼
鏡

の
譬
（
た
と
）
え
で
言
い
ま
す
と

（
執
ら
わ
れ
の
）
眼
鏡
を
は

、

ず
し
得
た
人
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
裁
く
資
格
が
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
だ
け
だ
と

言
え
る
の
で
す
が
、
困
っ
た
こ
と
に
、
い
ま
や
人
々
の
心
の
中
に

神
も
仏
も
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
し
、
解
脱
し
た
聖
人
を
尊
重

す
る
気
風
も
人
々
の
中
か
ら
急
速
に
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。

で
も
、
私
た
ち
が
、
い
ま
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自

分
で
裁
く
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
聖
人
の
教
え
に
則
っ
て

行
動
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
を
、
裁
く
と
は
言
わ

な
い
の
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

思
い
や
り
と
空
念
仏

宗

教

の

体

得

思
い
や
り

宗
教
の
体
得
を

も
つ
べ
き
も
の
と

簡
単
に
言
え
ば

ど
れ
ほ
ど
に

自
己
へ
の
執
着
を

声
を
大
き
く

捨
て
る
こ
と

叫
ん
で
も

自
己
の
肥
大
を

で
も

伴
え
ば

そ
れ
ほ
ど

た
だ
建
前
の

難
し
い
こ
と
も
な
い

空
念
仏
ぞ
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物

の

尊

厳

と

化

学

物

質

人
間
の
作
り
だ
し
た

化
学
物
質
は

一
万
種
（
？
）
以
上

と
い
う

物
の
尊
厳
を

無
視
す
る
現
代
科
学
で
は

や
が
て

扱
い
き
れ
な
く
な
っ
て

そ
れ
ら
が

人
間
に

襲
い
か
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う

オ
ゾ
ン
層
破
壊

地
球
温
暖
化

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
汚
染

新
た
な
不
治
の
病
気
の
続
出

等
々

こ

と

ば

の

力

あ
る
有
名
な
教
育
学
者
は

こ
と
ば
に
は

人
と
人
を
結
び
つ
け
る
力
が

あ
っ
た
は
ず

と
い
う

そ
れ
は

人
と
人
が
こ
こ
ろ
を

通
わ
せ
合
っ
て
い
た
か
ら

そ
う
だ
っ
た
だ
け

も
と
も
と

こ
と
ば
だ
け
で
は

そ
ん
な
力
は
な
い

援

助

と

迷

惑

と

報

恩

人
間
の

人
間
た
る
ゆ
え
ん
は

他
者
へ
の
愛

身
を
挺
し
て

他
者
を
助
け
る
行
為

に
あ
る

で
も

助
け
ら
れ
る
者
は

他
者
の
援
助
を

つ
ま
り

他
者
の
迷
惑
を

身
を
挺
し
て

避
け
る

覚
悟
が
い
る

も
し

や
む
を
え
ず

援
助
を
受
け
た
ら

そ
れ
に
対
す
る

報
恩
が
い
る

社
会
的
に

報
恩
が
で
き
な
い
と
き

援
助
を
受
け
て
は

な
ら
な
い
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障

害

者

差

別

の

解

消

は

？

部
落
差
別
は

人
権
と
い
う

こ

こ

ろ

豊

か

に

す

る

に

は

個
人
の
自
由
平
等
を

叫
ん
で
い
た
ら

解
消
す
る
だ
ろ
う

い
ま

ど
こ
も
違
わ
な
い

日
本
人
の
こ
こ
ろ
が

同
じ
人
間
な
の
だ
か
ら

貧
し
く
な
っ
て
い
る

で
も

そ
の
こ
と
は

障
害
児
・
者
は

多
く
の
人
が

そ
う
は
い
か
な
い

気
付
い
て
い
る

み
ん
な

で
も

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を

ど
う
す
れ
ば

背
負
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

こ
こ
ろ
を
豊
か
に

で
き
る
か
は

哀
れ
み
の
対
象
で
は
な
く

多
く
の
人
が

プ
ラ
ス
の
価
値
を

知
ら
な
い

見
出
さ
な
い
限
り

障
害
者
差
別
は

解
消
し
な
い

自
作
随
筆
選

忘
れ
る
こ
と
が
美
徳
？
！

十
一
月
十
六
日
（
日
）
の
毎
日
新
聞
「
時
代
の
風
」
欄
に
、
東

北
大
学
名
誉
教
授
の
西
沢
潤
一
氏
が
「

生
き
る
知
恵
』
忘
れ
た

『

社
会
」
と
題
し
て
、
現
在
の
日
本
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
書
い
て

い
ま
す
。
そ
の
記
事
の
は
じ
め
の
辺
り
で
「
日
本
人
は
忘
れ
る
こ

と
を
以
て
美
徳
と
す
る

・
・
・
日
本
人
は
過
去
を
問
う
こ
と
を

。

不
道
徳
で
あ
る
と
さ
え
考
え
て
い
る

」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

。

ま
た
、
今
日
（
十
一
月
二
五
日
）
徳
島
市
で
開
か
れ
た
全
国
自

由
同
和
会
徳
島
県
連
合
会
青
壮
年
部
主
催
の
人
権
週
間
市
町
村
巡

回
啓
発
活
動
の
「
二
一
世
紀
の
人
権
を
考
え
る
」
と
題
す
る
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
金
太
奎
氏
（
在
日
朝
鮮
人
総
聨
合
会

徳
島
県
本
部
常
任
委
員
会
委
員
長
）
は
、
日
本
人
は
過
去
に
朝
鮮

人
に
な
し
た
悪
を
謝
ら
な
い
。
ど
う
も
日
本
人
は
過
去
を
水
に
流

し
た
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
と
わ
ざ
に
も
『
人
の
う
わ

さ
も
七
五
日
』
と
か
『
喉
元
す
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
る
』
と
い
っ

た
も
の
が
あ
る

」
と
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。

。

か
つ
て
の
日
本
の
よ
う
な
他
己
社
会
で
は

「
過
去
性
＝
（
他

、

己

」
は
既
に
十
分
に
、
い
や
過
剰
と
言
え
る
ほ
ど
に
、
存
在
し

）
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て
お
り
、
そ
れ
以
上
過
去
に
意
味
を
も
た
せ
る
と
、
人
々
が
そ
の

重
圧
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
傾
向
が
生
み
出

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
は
島
国
で
、
か
つ
て
は
農
業
を
主
産
業
と
し
、
人
の
移
動

も
少
な
く
、
よ
り
定
住
的
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
国
が
も
と
も
と

閉
鎖
的
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
過
去
は
自
然
に
重
み

を
も
っ
て
人
を
拘
束
す
る
の
で
す
。
知
ら
な
い
う
ち
に
伝
統
が
生

き
て
、
人
々
の
行
動
基
準
と
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
法
（
の
り
）

と
な
り
、
き
ま
り
と
な
る
、
と
言
え
る
の
で
す
。
私
の
理
論
で
言

、

，

。

、

い
ま
す
と

他
己
が

強
く
働
く
社
会
と
な
る
の
で
す

そ
れ
は

い
ま
の
、
自
分
の
快
・
不
快
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
「
私
生
活
主

義
」
社
会
と
は
全
く
正
反
対
と
言
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
現
代
で
は
、
ど
う
も
そ
れ
を
よ
い
こ
と
に
、
自
己
が

不
利
益
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
「
ず
る
く
」
利
用
し
て
い

。

、

、

る
よ
う
に
思
え
ま
す

丁
度

他
人
に
は
甘
え
を
許
さ
な
い
の
に

自
分
は
甘
え
た
が
る
よ
う
に
で
す
。

自
己
を
肥
大
さ
せ
、
他
己
を
萎
縮
さ
せ
ま
す
と
、
過
去
か
ら
の

一
貫
し
た
時
間
が
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
仁
が
廃
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
進
ん
で
義
（
遵
法
精
神
）
も
廃
れ
て

き
ま
す
。
そ
し
て
、
礼
（
社
会
技
法
）
だ
け
が
尊
重
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
言
葉
狩
り
の
よ
う
な
こ
と
や
慇
懃
無
礼
な
態
度
な
ど

で
す
。
わ
が
大
学
に
も
、
そ
う
し
た
人
が
う
よ
う
よ
と
い
ま
す
。

日
本
人
の
盗
み
傾
向

先
日
、
毎
日
新
聞
に
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
（
ア
エ
ラ

』
と
い
う
雑
誌

）

の
十
一
月
一
〇
日
号
の
広
告
が
載
せ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の

「
理
由
も
な
く
モ
ノ
を
盗
む
隣
人
た
ち
」
と
い
う
題
の
記
事
が
、

私
の
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。

早
速
、
買
っ
て
き
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
ま
ず
、
そ
の
記
事
の

見
出
し
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「

盗
み
』
と
い
う
悦
楽
／
飽
食
の
時
代
の
理
由
な
き
欠
乏

『
感
／
魔
が
さ
し
た
、
と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
教
師
も
、

議
員
も
、
警
察
署
長
さ
え
も

『
盗
み
』
の
誘
惑
に
負
け
て

、

し
ま
う
。
行
き
着
く
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
、
欲
望
社

会
の
な
れ
の
果
て
な
の
か

」
。

記
事
の
内
容
は
、
万
引
き
・

非
侵
入
盗
」
の
増
加
の
現
状
や

「

万
引
き
す
る
事
例
を
取
材
し
た
も
の
が
主
で
し
た
。
要
す
る
に
日

、

。

本
人
の
盗
み
傾
向
が

一
般
化
し
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

そ
れ
は
、
何
も
記
事
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
欲
望
社
会
の
な
れ

の
果
て
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が

「
自
己
」
を
肥
大
さ

、

せ
「
他
己
」
を
萎
縮
さ
せ
て
、
法
や
き
ま
り
を
守
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
き
た
証
（
あ
か
し
）
な
の
で
す
。
数
千
年
も
前
の
教

え
（
不
偸
盗
）
が
益
々
守
れ
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
四
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
二
二
）
走
る
車
を
お
さ
え
る
よ
う
に
む
ら
む
ら
と
起
こ

る
怒
り
を
お
さ
え
る
人

か
れ
を
わ
れ
は
（
御
者
）
と
よ

―
―

ぶ
。
他
の
人
は
た
だ
手
綱
（
た
づ
な
）
を
手
に
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る

（
御
者
と
よ
ぶ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

）

。

。

怒
り
を
抑
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
そ
れ
を
抑
え
る
人
こ

（

）

、

そ
御
者

つ
ま
り
賢
者
あ
る
い
は
聖
者

と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
教
え
で
す
。

勢
い
や
弾
（
は
ず
）
み
の
つ
い
た
車
（
お
そ
ら
く
馬
車
で
し
ょ

う
）
を
抑
え
て
、
止
め
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

そ
の
難
し
い
こ
と
と
同
じ
よ
う
に

「
む
ら
む
ら
と
起
こ
る
怒
り

、

を
抑
え
る
」
こ
と
も
、
ま
た
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

日
頃
か
ら
、
腹
は
立
て
な
い
で
お
こ
う
と
い
く
ら
思
っ
て
い
て

も
、
例
え
ば
人
か
ら
、
そ
れ
も
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
な
自
分
よ

り
も
下
だ
と
思
え
る
者
か
ら
、
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
し
ま
す
と
、
そ

れ
こ
そ
「
む
ら
む
ら
」
と
怒
り
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
そ
し

て
、
い
っ
た
ん
起
こ
っ
た
、
そ
の
怒
り
を
抑
え
て
、
止
め
る
こ
と

は
、
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
多
く
の

方
が
経
験
さ
れ
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

、

。

、

で
も

そ
れ
を
抑
え
な
さ
い
と
い
う
わ
け
で
す

ど
う
し
た
ら

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
は
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
持
ち
方
で
、
克
服
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
例
え
ば
、
私
の
経
験
を
お
話
し
し
ま
す
と
、
托
鉢
行
の

時
の
こ
と
で
す
。
托
鉢
行
は
、
下
座
行
で
、
人
さ
ま
の
し
も
べ
と

な
っ
て
、
そ
の
方
や
そ
の
家
の
幸
せ
を
お
祈
り
さ
せ
て
頂
く
行
で

す
の
で
、
自
分
を
最
下
位
に
置
い
て
い
ま
す
。
あ
る
仏
教
の
宗
派

に
属
し
て
お
ら
れ
る
方
か
ら
は
、
た
い
て
い
は
完
全
に
無
視
さ
れ

た
り

「
や
め
て
く
れ
」
と
か
「
あ
っ
ち
へ
い
け
」
と
か
言
わ
れ

、

た
り
し
ま
す
。
般
若
心
経
を
一
巻
あ
げ
さ
せ
て
頂
い
て
、
お
札
を

、

、

配
る
だ
け
で
す
の
で

せ
い
ぜ
い
一
～
二
分
で
終
わ
る
の
で
す
が

そ
れ
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
、
目
を
む
い
て
大
声
で
ど
な
る
方
が
あ

り
ま
す
。
私
は
、
手
を
合
わ
せ
、
礼
を
し
て
、
次
に
進
ま
せ
て
頂

き
ま
す
。
腹
を
立
て
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
常
に
下
座

に
置
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
も
う
一
つ
は
、
修
行
が
い
る
こ
と
で
難
し
い
こ
と
な
の

で
す
が
、
自
分
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
怒
り
が
こ
み
上

げ
て
く
る
の
は
、
多
く
は
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
か
ら
そ
う
な
る
の

で
す
。
も
し
、
執
ら
わ
れ
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
怒
り
が
起
こ
っ

て
も
、
そ
れ
は
、
相
手
が
悪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
わ
け
で

す
の
で
、
す
ぐ
お
さ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
の
例
で
い
い
ま
す
と
、
障
害
児
・
者
の
開
放
を
阻
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害
す
る
よ
う
な
行
為
（
多
く
の
障
害
児
教
育
関
係
者
が
犯
し
て
い

る
こ
と
）
を
許
す
こ
と
は
、
と
て
も
忍
び
な
い
こ
と
で
す
。
大
学

で
す
ら
、
日
常
的
に
障
害
児
を
食
い
物
に
す
る
行
為
に
出
会
い
ま

す
と
、
許
せ
な
い
こ
と
と
し
て
、
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
す
。

で
も
、
す
ぐ
お
さ
ま
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
着

か
ら
起
こ
っ
た
怒
り
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
自
分
が
尊
敬
さ
れ
よ

う
と
か
、
認
め
ら
れ
よ
う
と
か
、
名
誉
を
得
よ
う
と
か
、
財
産
を

得
よ
う
と
か
、
と
い
っ
た
自
分
へ
の
執
着
か
ら
起
こ
っ
た
怒
り
で

は
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
が
障
害
児
を
飯
の
種
に
し
て

い
る
こ
と
へ
の
怒
り
は
、
常
に
私
の
中
に
あ
っ
て
、
私
を
障
害
児

・
者
の
開
放
の
努
力
へ
と
駆
り
立
て
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
二
二
三
）
怒
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
怒
り
に
打
ち
勝
て
。

善
い
こ
と
に
よ
っ
て
悪
い
こ
と
に
う
ち
勝
て
。
わ
か
ち
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
物
惜
し
み
に
う
ち
勝
て
。
真
実
に
よ
っ
て
虚

言
の
人
に
打
ち
勝
て
。

怒
る
人
に
は
怒
ら
な
い
こ
と
で
対
処
し
、
悪
い
こ
と
を
為
す
人

に
は
善
い
こ
と
を
な
す
こ
と
で
対
処
し
、
物
惜
し
み
す
る
人
に
は

分
か
ち
合
う
こ
と
で
対
処
し
、
う
そ
を
言
う
人
に
は
真
実
を
言
う

こ
と
で
対
処
し
な
さ
い
、
と
い
う
教
え
で
す
。

私
た
ち
人
間
は
、
相
対
な
存
在
で
す
。
お
互
い
が
影
響
し
合
い

「

」

。

、

、

な
が
ら

あ
い
対
し
て

生
き
て
い
ま
す

そ
れ
は

人
間
で
は

人
間
だ
け
が
も
つ
精
神
の
「
情
動
－
感
情
」
の
働
き
を
通
し
て
、

お
互
い
が
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
他
者
に
伝
え
合
う
こ
と
で
為
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
い
対
し
て
い
る
こ

と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
相
対
な
者
同
志
は
、
や
や
も
す
る
と
、

相
手
が
怒
り
ま
す
と
、
こ
ち
ら
も
怒
り
た
く
な
っ
て
き
ま
す
し
、

相
手
が
悪
い
こ
と
を
し
て
く
れ
ば
、
そ
の
人
に
も
悪
い
こ
と
を
し

。

、

て
応
じ
た
く
な
り
ま
す

物
惜
し
み
し
て
け
ち
け
ち
す
る
人
に
は

こ
ち
ら
も
何
も
あ
げ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
う
そ
ば

か
り
言
う
人
に
は
、
こ
ち
ら
も
真
実
を
い
う
気
が
し
な
く
な
っ
て

き
ま
す
。

で
も
、
も
し
、
お
互
い
が
そ
う
し
て
対
応
し
て
い
き
ま
す
と
、

お
互
い
の
間
で
は
、
怒
り
、
悪
、
物
惜
し
み
、
虚
言
は
、
ど
ん
ど

ん
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
怒
り
を
抑
え
る
こ

と
、
善
い
こ
と
を
行
う
こ
と
、
分
か
ち
合
う
こ
と
、
真
実
を
言
う

こ
と
、
な
ど
が
、
世
の
中
か
ら
消
え
て
い
く
可
能
性
が
出
て
き
ま

す
。
現
在
、
地
球
上
の
多
く
の
人
た
ち
が
自
分
へ
の
執
着
を
強
め

て
、
現
実
に
、
民
族
や
宗
教
や
国
家
の
違
い
に
よ
っ
て
、
多
く
の

争
い
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
い
ま
す
と
、
世
界
的
な

規
模
で
そ
う
な
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
核

兵
器
を
も
つ
国
が
増
え
て
い
る
現
代
で
は
、
人
類
滅
亡
に
至
る
ま
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で
そ
れ
が
続
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

、

、

、

、

で
す
か
ら

私
た
ち
相
対
な
も
の
は

た
と
え
相
手
が

怒
り

悪
を
為
し
、
物
惜
し
み
し
、
う
そ
を
言
っ
て
も
、
怒
り
を
抑
え
、

善
を
為
し
、
分
け
与
え
、
真
実
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
そ
う
す
る
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
類
は
、
争
い
や

不
和
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
二
二
四
）
真
実
を
語
れ
。
怒
る
な
。
請
わ
れ
た
な
ら
ば
、

乏
し
い
な
か
か
ら
与
え
よ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
に
よ
っ
て

（
死
後
は
天
の
）
神
々
の
も
と
に
至
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
つ
前
の
偈
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
前
で
は
、
悪
を
為
さ
ず
善
を
為
す
こ
と
が
入
っ
て

、

、

。

い
た
の
に

こ
こ
で
は
省
か
れ
て
い
る
点
で

異
な
っ
て
い
ま
す

悪
と
善
は
、
人
間
関
係
全
般
に
関
わ
る
こ
と
で
、
こ
れ
だ
け
で
も

よ
い
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
前
の
偈
で
は
よ
り
分
か
り
や
す
く

す
る
た
め
に
、
入
れ
て
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

少
し
だ
け
追
加
し
て
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず

「
真
実
を
語
れ
」
で
す
が
、
現
在
ほ
ど
、
多
く
の
人
が

、

嘘
を
平
気
で
言
う
時
代
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
政
治
家

だ
け
で
は
な
く
、
実
業
家
や
教
育
者
（
大
学
教
員
を
含
む
）
や
官

吏
や
、
い
や
、
子
ど
も
ま
で
も
が
、
平
然
と
嘘
を
い
い
ま
す
。
な

ん
ら
良
心
の
呵
責
を
感
じ
な
い
か
の
ご
と
く
で
す
。
い
ま
、
多
く

の
人
が
、
う
そ
が
悪
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
ま

さ
に
世
も
末
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
科
学
的
事
実
は
多
く
の
人
が
真
実
だ
と
思
っ
て
い
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
相
対
者
の
そ
う
し
た
知
識
は
、
大
き
な
目
で

見
れ
ば
、
真
実
で
は
な
く
人
類
や
地
球
を
破
滅
に
導
く
悪
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
べ
き
で
す
。

次
の
「
怒
る
な
」
は
、
二
つ
前
の
偈
で
詳
し
く
述
べ
ま
し
た
の

で
、
省
略
し
て

「
請
わ
れ
た
な
ら
ば
、
乏
し
い
な
か
か
ら
与
え

、

よ
」
に
進
み
ま
す
。
物
惜
し
み
し
な
い
で
、
欲
し
い
と
言
う
人
に

物
や
お
金
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。

多
く
の
人
は
、
あ
り
余
っ
て
い
な
い
か
ら
、
他
者
に
は
あ
げ
ら

れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
は
け
ち
に
な
っ
て
、
人
に
あ
げ
ら

れ
な
く
な
っ
て
来
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
乏
し
い
な
か
か
ら
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

最
後
に
、
怒
ら
ず
、
真
実
を
語
り
、
分
か
ち
合
う
こ
と
を
し
て

い
れ
ば
、
死
後
は
天
の
神
の
も
と
に
至
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ま
、
死
後
の
こ
と
を
信
じ
な
い
人
が
多
い
の
で
、
死
後
は
さ
て

お
き
、
生
き
て
い
る
間
に
神
の
国
を
自
分
の
中
に
実
現
で
き
る
よ

う
に
な
る
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
か
。
し
か

し
、
そ
れ
に
は
さ
ら
に
日
々
の
修
行
・
精
進
が
い
り
ま
す
が
。
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後
記

一
、
十
一
月
号
の
後
記
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
徳
島
県
下
の
六

ケ
所
で
、
各
市
町
村
の
長
の
付
く
方
を
対
象
に
し
た
、
人
権
週
間

巡
回
啓
発
活
動
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

二
、
印
象
に
残
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
各
会
場
で
資
料
と
し
て
配

ら
れ
た
、
先
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
小
原
白
峰
氏
の
『
人
権
禅
画

集
』
に
本
誌
の
紹
介
を
載
せ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ

を
見
て
、
本
誌
の
講
読
の
申
込
み
が
二
件
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
特

に
、
本
誌
の
こ
と
を
宣
伝
し
た
り
、
見
本
を
配
っ
た
り
し
た
わ
け

で
は
な
い
の
に
、
申
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
印
象
的
で
し
た
。

な
に
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
は
、
見
本
を
配
っ
て
も
、
申
込
み
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

三
、
も
う
一
つ
は
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た
山
城
町
の
方
々
と
の
久

し
ぶ
り
の
再
会
が
あ
り
、
と
て
も
な
つ
か
し
く
話
す
こ
と
が
で
き

た
こ
と
で
す
。

四
、
ま
た
、
二
人
の
日
本
在
住
外
国
人
の
方
を
含
む
四
人
の
パ
ネ

、

。

ラ
ー
の
方
々
と
の
交
流
も
あ
り

い
ろ
い
ろ
勉
強
に
な
り
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
、
先
月
の
終
わ
り
頃
、
事
情
が
あ
っ
て
か
な
り
遅
れ
て
植
え
ら

れ
た
狭
い
田
ん
ぼ
の
稲
を
、
出
来
が
よ
く
な
い
の
で
も
う
田
に
す

き
込
む
と
仰
っ
た
の
で
、
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
鎌
で
刈
ら
せ

て
頂
き
、
は
ぜ
に
し
て
い
ま
す
。
近
々
、
原
始
時
代
の
よ
う
に
、

竹
を
使
っ
て
で
も
、
稲
こ
ぎ
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

六
、
今
年
も
、
米
の
値
段
が
下
が
り
、
近
所
の
精
農
家
の
方
に
う

か
が
い
ま
す
と
、
も
う
こ
れ
以
上
下
が
る
と
、
米
作
も
引
き
合
わ

な
く
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

七
、
さ
つ
ま
い
も
は
先
月
の
中
旬
頃
全
て
収
穫
し
ま
し
た
が
、
貯

蔵
す
る
「
い
も
つ
ぼ
」
も
温
度
管
理
の
で
き
る
貯
蔵
庫
も
あ
り
ま

、

、

せ
ん
の
で

り
ん
ご
用
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
箱
と
段
ボ
ー
ル
箱
に

も
み
が
ら
と
一
緒
に
詰
め
て
、
居
間
の
隅
に
置
い
て
い
ま
す
。
ど

れ
ほ
ど
も
つ
か
、
実
験
で
す
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
さ
つ
ま
い
も

は
、
十
度
以
下
に
な
る
と
腐
っ
て
く
る
と
の
こ
と
で
す
の
で
。

八
、
今
年
も
暮
れ
そ
う
で
す
。
よ
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

月
刊

平
成
九
年
十
二
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
二
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

九
十
六
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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